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特  
集瑞

々
し
い
果
実
と
＊

和
歌
山
の
達
人
た
ち

果実王国和歌山に実る様々な柑橘。　　



満開の桃の花（紀の川市桃山町〝桃源郷〟）

燦
々
と
降
り
注
ぐ
陽
光
と
温
暖
な
気
候
、

そ
し
て
大
い
な
る
自
然
に
祝
福
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、

多
種
多
様
な
フ
ル
ー
ツ
が
実
る
〝
果
実
王
国
・
和
歌
山
〞
。

さ
ら
に
手
間
ひ
ま
を
惜
し
ま
な
い
紀
州
人
の
努
力
と
知
恵
が
、

そ
の
実
り
を
よ
り
豊
か
に
し
て
き
た
。

そ
ん
な
和
歌
山
の
達
人
た
ち
の
　
　

軌
跡
と
戦
略
に
触
れ
て
み
た
。
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＊
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ち
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全国の食通が注目するヴィラ アイーダ。ハーブや野菜は自ら育
てたものを使うことが多く、他の食材も地元和歌山産にこだわる
名店。店主である小林寛司（こばやしかんじ）さんは年に何度も
原農園を訪れる。「料理に合う柑橘を探しに行くこともあれば、味
見をしながら料理を考えることもあります。原農園さんは種類が
多いというだけでなく、全てが丁寧に作られています」と語る。知
り合いのシェフを連れて行くこともあり、品種の多さと柑橘の瑞々
しさに感激するという。写真は原農園の紅まどかを使ったホロホ
ロ鳥レバー、ごま油のサラダ。

紀州原農園　
住所／田辺市上秋津932-3
連絡／taku.harafarm@gmail.com

太陽の光たっぷりで温暖な和歌山。
柑橘好きの農家の苦労は、楽しみでもある。

柑
橘
が
好
き
な

み
か
ん
農
家
の

多
品
種
栽
培
と
い
う

戦
略
と
未
来

❶大学卒業後、自ら農園を継いだという園主の原拓生さん。多品種だけでなく、新品
種の栽培にも積極的に関わる。❷関東から来県し、原農園で働く夫婦。「天気がいい
と収穫も楽しい」と語る。❸小さい方が紀州みかんで種があり、大きい方が九年母（く
ねんぼ）といい、皮が硬くあまり美味しくない。これらが自然に交配し、今の美味しく種
のない温州みかんが生まれた。❹樹上完熟の柑橘はまろやかな味わい。葉を付けて
収穫するのでより美味しそうに見える。❺原さんの後ろのビニールハウスは特に珍し
い品種を育てている、お気に入りの場所。

注文が入ってから収穫するため、どれも信じられないほど
瑞 し々い〝柑橘詰め合わせセット〟。収穫する時期により
箱詰めされる柑橘は違う。あまりにも品種が多いので、柑
橘には〝名札〟が付けられ、説明書も添付されている。Villa AiDA (ヴィラ アイーダ)

住所／岩出市川尻７１-5　http://villa-aida.jp

　

温
州
み
か
ん
だ
け
で
も
10
種
類
程
度
、ま
だ
名
前

の
な
い
新
品
種
ま
で
合
わ
せ
る
と
約
60
種
類
の
柑
橘

を
栽
培
す
る
紀
州
原
農
園
。元
は
温
州
み
か
ん
を
中

心
に
栽
培
す
る
一
般
的
な
み
か
ん
農
家
だ
っ
た
が
、昭

和
40
年
代
、価
格
暴
落
に
直
面
。経
営
の
危
機
を
回

避
す
る
た
め
に
多
品
種
栽
培
へ
と
転
換
し
た
と
い
う
。

「
海
か
ら
４
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
、標
高
１
０
０
メ
ー
ト

ル
前
後
に
あ
る
日
当
た
り
の
い
い
当
園
地
、さ
ら
に
冬

で
も
温
暖
な
気
候
と
穏
や
か
な
陽
光
が
降
り
注
ぐ
和

歌
山
は
、一
年
を
通
し
て
様
々
な
柑
橘
の
栽
培
に
最
適

な
場
所
な
ん
で
す
」と
語
る
の
は
、七
代
目
の
原は
ら
た
く
お

拓
生

さ
ん
。

　

多
品
種
栽
培
は
価
格
暴
落
な
ど
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ

ジ
だ
け
で
な
く
、経
営
の
安
定
と
い
う
利
点
も
あ
る
。

「
当
園
で
は
９
月
の
極
早
生
み
か
ん
か
ら
は
じ
ま

り
、冬
に
は
温
州
み
か
ん
や
シ
ー
ク
ヮ
ー
サ
ー
、年
明

け
の
ポ
ン
カ
ン
、そ
し
て
５
月
の
甘
夏
な
ど
の
収
穫
。

ま
た
６
月
か
ら
８
月
は
南
高
梅
の
収
穫
や
梅
干
し
作

り
な
ど
の
作
業
が
あ
り
、一
年
中
ア
イ
ド
ル
タ
イ
ム
が

あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
に
よ
り
経
営
は
安
定
し
、常
勤
の

従
業
員
を
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
消
費

者
目
線
で
考
え
る
と
、い
ろ
ん
な
品
種
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、選
択
肢
が
豊
富
に
あ
る
と
い
え
ま
す
」。し
か

し
思
い
つ
き
で
品
種
を
選
び
栽
培
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。「
全
国
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
料
理
人
と
直

接
取
引
し
て
い
ま
す
が
、甘
い
だ
け
で
な
く
苦
味
や
酸

味
が
強
い
も
の
、火
を
通
す
こ
と
で
美
味
し
く
な
る
も

の
な
ど
ニ
ー
ズ
は
様
々
で
、そ
れ
ら
に
応
じ
る
よ
う
に

栽
培
を
始
め
た
品
種
も
あ
り
ま
す
。全
て
の
要
求
に
応

え
ら
れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、誰
も
知
ら
な
い
種

類
の
柑
橘
を
育
て
る
の
は
楽
し
い
で
す
か
ら
ね
」と
微

笑
み
な
が
ら
語
っ
た
。と
は
い
え
多
品
種
栽
培
は
、言

う
こ
と
を
聞
か
な
い
子
も
い
れ
ば
大
人
し
い
子
も
い
る

よ
う
な
小
学
校
の
教
室
み
た
い
な
も
の
。剪
定
や
肥
料

の
や
り
方
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
合
わ
せ
る
必
要

が
あ
り
大
変
だ
と
い
う
。「
そ
れ
が〝
や
り
甲
斐
〟で
も

あ
る
ん
で
す
ね（
笑
）。そ
し
て
今
後
も
和
歌
山
の
豊
か

な
自
然
が
育
て
た
柑
橘
の〝
楽
し
さ
〟を
、も
っ
と
多
く

の
人
に
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
」と
戦
略
的
な
農
業

経
営
と
と
も
に
和
歌
山
の
柑
橘
へ
の
思
い
を
語
る
原

さ
ん
。そ
の
眼
差
し
は
ま
る
で
樹
上
完
熟
し
た
み
か
ん

の
よ
う
に
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
た
。

❶

❸

❹

❺ ❷

＊
もう1人の
   達人

05   nagomi



株式会社じゃばらいず北山　（4月1日より始動）
住所／東牟婁郡北山村下尾井335
電話／0120-928-933

❶三重県と奈良県に囲まれ、和歌山県の
他の市町村に接していない全国唯一の
飛び地の村。国道沿いの北山川は、両
端がダムに挟まれているダム湖でもあ
る。湛えられた水は閑かで美しく、この
下流で行われる観光筏下りは、日本では
北山村でしか体験できず、年間 8千人が
訪れる人気の観光プログラム。❷じゃ
ばらが整然と植えられている村営の相須

（あいす）農場。村内の全作付面積は
8haで、収穫量は村が管理する農園で 60
トン、一般の農家が 40トン、合わせて100
トンになる。❸「除草剤を撒かないので、
収穫よりも胸まで伸びた夏場の雑草刈り
が大変です」と語る宇城公揮（うしろこう
き）さんは、農園の管理者となって 10年
経つ。じゃばら産業や観光、ライフライ
ンの管理を請け負う100％村出資の北山
振興株式会社の社員で、5月からは筏師
としても活躍する。

小
さ
な
村
を
支
え
た

じ
ゃ
ば
ら
の
軌
跡
と

新
た
な
挑
戦
　

じゃばらに含まれるナリルチンは、
カボスの約13倍！

❶

❷❸

もう1人の
   達人＊

　
　

　

じゃばらの売上が向上することで村の収益は増え、村民へのサービスも手厚くなり、若
者の定住にもつながった。現在は18歳までの医療費など子育て関連費用が無料にな
り、中学校では海外への修学旅行と米国への語学研修が2年ごとに行われる。山奥の
村だが、村の保育所もほぼ満員だという。新会社の売上目標は加工品で５億円。「村
の収益を支える会社を、自分たちが支えるというプライドと責任をしっかりと感じてい
ます」と池上さん。

じゃばらに多く含まれるフラ
ボノイドの一種。フラボノイ
ドとは、抗酸化作用を持つポ
リフェノールの一つで、じゃ
ばらでは青い皮に多く含まれ
る。じゃばら NRT-32は、果皮
エキスに蜂蜜と濃縮果汁を
加えた栄養補助食品で、北山
村一番のおすすめ。

❹

　

四
方
を
山
と
他
県
に
囲
ま
れ
た
日
本
で
唯
一
の
飛
び
地

の
村
・
北
山
村
。人
口
４
３
０
人
ほ
ど
の
小
さ
な
そ
の
村
に

は
、日
本
中
か
ら
注
目
を
集
め
る
果
実
が
あ
る
。そ
れ
は
世

界
で
た
っ
た
1
本
だ
け
北
山
村
に
自
生
し
て
い
た
幻
の
香

酸
柑
橘〝
じ
ゃ
ば
ら
〟だ
。〝
邪
気
を
払
う
〟か
ら〝
じ
ゃ
ば
ら
〟

と
呼
ば
れ
た
そ
の
柑
橘
は
大
事
に
育
て
ら
れ
、今
で
は
８
千

本
ほ
ど
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。そ
の
収
穫
と
加
工
品
の
販
売

が
村
の
基
幹
事
業
の
ひ
と
つ
だ
が
、当
初
か
ら
順
調
だ
っ
た

訳
で
は
な
い
。

　

１
９
８
５
年
に
村
営
の
加
工
場
を
作
り
商
品
の
販
売
を

始
め
る
が
売
れ
ず
、赤
字
は
増
え
る
ば
か
り
。平
成
の
大
合

併
の
前
に
は
、事
業
の
撤
退
も
検
討
さ
れ
て
い
た
。そ
こ
で

２
０
０
１
年
、起
死
回
生
の
策
と
し
て
E
C
サ
イ
ト
へ
出
店
。

モ
ニ
タ
ー
調
査
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
、そ
れ
が
テ
レ
ビ

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。「
山
奥
の
小
さ
な
村
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
特
産
物
を
販
売
す
る
こ
と
が
珍
し
か
っ
た
時
代
で
し

た
か
ら
。そ
れ
よ
り
も
注
目
さ
れ
た
の
は
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
。

１
０
０
０
名
に
モ
ニ
タ
ー
調
査
を
し
、約
47
％
の
人
々
が
花

粉
症
な
ど
の
ア
レ
ル
ギ
ー
に
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
、

そ
れ
が
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
」と
語
る
の
は
、当
時

じ
ゃ
ば
ら
を
担
当
し
、E
C
サ
イ
ト
へ
の
出
店
に
取
り
組
ん

だ
役
場
職
員
の
池い
け
う
え
て
る
ゆ
き

上
輝
幸
さ
ん
。そ
の
後
、健
康
ブ
ー
ム
に

乗
り
年
間
売
上
が
大
幅
に
増
加
し
た
が
、紀
伊
半
島
大
水

害
の
影
響
に
よ
り
売
上
は
減
少
し
た
。し
か
し
そ
れ
で
終
わ

ら
な
い
の
が〝
北
山
村
〟。「
H
P
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
、メ
デ
ィ
ア
へ
の
働
き
か
け
な
ど
様
々
な
対
策
を
行
い
ま

し
た
が
、最
も
重
要
な
の
は
、ス
タ
ッ
フ
と
目
標
を
共
有
す
る

こ
と
で
し
た
。彼
ら
の〝
頑
張
り
〟な
く
し
て
、V
字
回
復
は

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」と
池
上
さ
ん
。売
上
は
現
在
、過
去

最
高
を
更
新
し
て
い
る
が
、北
山
村
の〝
じ
ゃ
ば
ら
〟は
さ
ら

に
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
に
進
も
う
と
し
て
い
る
。今
年
４
月
に

は
、池
上
さ
ん
が
役
場
職
員
か
ら
転
身
し
て
代
表
を
務
め
る

１
０
０
％
村
出
資
の〝
株
式
会
社
じ
ゃ
ば
ら
い
ず
北
山
〟が

本
格
始
動
す
る
。そ
れ
は
も
う
小
さ
な
村
の
単
な
る
農
業
で

は
な
い
。明
確
な
目
標
を
掲
げ
、そ
れ
に
向
か
い
ワ
ン
チ
ー
ム

で
挑
戦
す
る〝
北
山
村
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
〟だ
。
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丸駒農園（稲垣吉一） 　
住所／紀の川市桃山町元77-2　電話／0736-66-0960

　

6
月
中
頃
か
ら
夏
に
か
け
、紀
の
川
左
岸
の

小
さ
い
町
が
甘
い
香
り
に
包
ま
れ
る
。そ
こ
は

全
国
的
に
も
有
名
な
桃
の
ブ
ラ
ン
ド〝
あ
ら
川

の
桃
〟の
生
ま
れ
故
郷
・
紀
の
川
市
桃
山
町
。

当
地
の
桃
栽
培
の
歴
史
は
古
く
、１
７
８
２

年
に
桃
山
町
段だ
ん
し
ん
で
ん

新
田
の
村む
ら
が
き垣
弥や
そ
は
ち

惣
八
が
始
め

た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、日
本
で
最

も
古
い
栽
培
記
録
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。ち
な

み
に〝
あ
ら
川
〟と
は
、荒
川
ま
た
は
安
楽
川
と

い
う
当
地
の
古
い
地
名
を
意
味
す
る
。気
候
が

温
暖
で
地
質
的
に
も
水
は
け
が
良
く
、桃
の
栽

培
に
適
し
て
い
た〝
あ
ら
川
〟地
域
は
、全
国
５

位
、西
日
本
最
大
の
桃
の
産
地
で
あ
る
和
歌
山

県
に
お
い
て
、５
０
０
戸
ほ
ど
の
桃
農
家
が
密

集
す
る
一
大
産
地
に
成
長
し
た
。　

　

果
汁
た
っ
ぷ
り
で
瑞
々
し
く
、香
り
も
甘
み

も
濃
厚
な〝
あ
ら
川
の
桃
〟。そ
の
美
味
し
さ
の

秘
密
は
、桃
の
栽
培
に
適
し
た
地
質
や
気
候
だ

け
で
は
な
い
。摘
蕾
・
摘
花
や
摘
果
、果
実
へ
の

袋
掛
け
な
ど
先
人
た
ち
の
様
々
な
努
力
と
技

術
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。さ
ら
に
P
R
活
動

の
重
要
性
に
気
付
き
、１
９
９
４
年〝
あ
ら
か

わ
の
桃
〟、〝
あ
ら
川
の
桃
〟の
商
標
登
録
を
行
っ

た
。当
時
、産
地
や
農
産
物
の
名
称
が
登
録
さ

れ
た
前
例
が
な
く
、取
得
に
は
４
〜
５
年
を
要

し
た
が
、登
録
さ
れ
た
こ
と
で〝
あ
ら
川
で
作

ら
れ
た
桃
〟の
認
知
度
と
市
場
価
値
は
上
昇
。

桃
農
家
は
、ブ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ド
と

責
任
感
を
背
負
う
よ
う
に
な
り
、よ
り
上
質
な

桃
を
栽
培
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「〝
あ
ら
川
の

桃
〟と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
は
、先
人
た
ち
が
守
っ
て

き
た
宝
で
す
。だ
か
ら
こ
そ〝
美
味
し
い
桃
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〟と
い
う
責
任
感
は
非

常
に
大
き
い
で
す
」と
語
る
の
は
、丸ま
る
こ
ま
の
う
え
ん

駒
農
園
の

稲い
な
が
き
よ
し
か
ず

垣
吉
一
さ
ん
。一
軒
の
農
家
の
桃
が
悪
い
だ

け
で〝
あ
ら
川
〟ブ
ラ
ン
ド
全
体
の
評
価
が
下
が

る
。だ
か
ら
こ
そ
プ
ラ
イ
ド
を
か
け
て
手
間
を

惜
し
ま
な
い
。「
収
穫
時
期
が
近
づ
く
と
、雨
ひ

と
つ
風
ひ
と
つ
が
気
に
な
り
ま
す
。雨
に
濡
れ
る

と
変
色
す
る
品
種
も
あ
り
、実
に
つ
い
た
水
滴

を
拭
く
こ
と
も
。ブ
ラ
ン
ド
を
守
る
こ
と
は
大

変
で
す
が
、〝
美
味
し
か
っ
た
よ
〟と
い
う
一
言
を

聞
く
だ
け
で
報
わ
れ
ま
す
」。ブ
ラ
ン
ド
と
い
う

地
域
の〝
宝
〟を
守
る
生
産
者
の
プ
ラ
イ
ド
は
、

消
費
者
の
笑
顔
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

❶

❶

❷

❹

❺

❻

❼

❸

あ
ら
川
の
桃
に
秘
め
ら
れ
た

熱
い
想
い
と
プ
ラ
イ
ド

❶はなよめ／ 6月中旬／玉揃えがよく
高糖度であり日持ちがよい。❷桃山白
鳳（ももやまはくほう）／6月中旬〜下旬
／桃山町で見いだされた品種で、白鳳
の一樹変異。満開後 75日前後で収穫
できる早生種。❸日川白鳳（ひかわは
くほう）／ 6月下旬〜 7月上旬／早生系
の桃として品種的に優れ、果実は丸く
果皮の色は濃い桃色で人気。❹八幡
白鳳（やはたはくほう）／6月下旬〜7月
中旬／白鳳の中から発見された枝変わ
り品種。果実はやや扁円形。❺白鳳（は
くほう）／ 7月上旬〜下旬／果実は丸く
て大きく、〝あら川の桃〟の代表的品種
のひとつ。❻清水白桃（しみずはくとう）
／7月中旬〜8月中旬／果実は白鳳より
も大きく〝あら川の桃〟の主力品種。❼
川中島白桃（かわなかじまはくとう）／7
月下旬〜8月中旬／盛夏に収穫でき、盆
需要品種として人気。
※品種名／収穫時期／特徴

❶紀の川左岸に広がる〝桃源郷〟。3月下旬から4月上旬にかけて桃の花が満開となり、その景
観は「ひと目十万本」といわれ、桃山町の大切な観光資源でもある。❷百合山の麓に建つ大き
な桃の看板。❸桃の花が咲く頃になると、摘花作業で桃農家は忙しくなり、農家は花見どころで
はないという。写真中央は若かりし頃の明美さん。❹各農家は桃のパッケージにも独自の趣
向を凝らす。上手く箱詰めできた時は、桃が可愛く見えて手放したくなくなることもあるという。

桃山町が一望できる最初が峰（百合
山）に立つ稲垣吉一さん（左）と母の明
美さん。ここ百合山は、1869年より桃
栽培のために開墾が始まった場所。

＊
  こんなにある
　　桃の種類

藤桃庵
住所／紀の川市桃山町元９０１　電話／0736-66-8475

「あら川の桃は他でつくった桃とは美味しさが違います。またこんなに桃
の花を見れるところは他にはないので、ぜひ見に来て欲しい」と語るのは
桃農家の薮本梓（やぶもとあずさ）さん。旬の短い桃を他の季節にも食べ
てもらいたいと、果肉のソースと果肉そのものがふんだんに入った桃ミル
クジェラートを自宅横のカフェで製造販売。

※桃山町で栽培されている主な種類

❶　

＊
もう1人の
   達人

❸　

❷　

❹



国道42号線沿いに建つ〝かつお節発祥之地〟の看板。足元には、
印南町出身で、甚太郎とともに鹿児島県枕崎に製法を伝えた森弥
兵衛（もりやへえ）や伊豆などに伝えた印南與市（いなみよいち）の
名前が刻まれた〝印南漁民顕彰の碑〟が2015年に建てられた。頼宣は、徳川家康の十男で、8代将軍徳

川吉宗の祖父。紀州徳川家の居城であ
り、現在は和歌山市のシンボルである和
歌山城は、豊臣秀吉の命により築城され
た。天守閣は第二次世界大戦中に焼失し、
1958年に再建された。

覚心が住職を務めた由良町の興国寺。尺八発
祥の地であり、虚無僧の本山として知られる。
法燈国師とは覚心の諡号。

記念碑の後ろに立つのが、樹齢
100年近い南高梅の母樹〝高田梅〟
の老木。残念ながら今はあまり花を
咲かせることはないという。

土佐清水の宗田節を製造する会社とのコラボ商
品。宗田節の容器にダルマ醤油を注ぎ２週間ほど
すると、美味しい出汁醤油が出来上がる。まろや
かで味わい深い醤油は、何にかけても美味しい。

鷲峰山興国寺 　
住所／日高郡由良町門前８０１　電話／0738-65-0154
※冊子版の「法燈国師」の振り仮名に間違いがありました。
　正しくは上記のとおり「ほっとうこくし」です。

鷲峰山興国寺 　
住所／日高郡由良町門前８０１　電話／0738-65-0154

みなべ町うめ課 　
住所／日高郡みなべ町芝742　
電話／0739-33-9310

和歌山市和歌山城整備企画課 　
住所／和歌山市七番丁23　
電話／073-435-1044

ダルマ醤油 　
住所／日高郡印南町印南2274-5
電話／0738-42-0031

食
の
歴
史
を
作
っ
た

紀
州
の
男
た
ち
の
物
語

鰹
節
の
生
み
の
親
は
、

印
南
町
の
鰹
漁
師
だ
っ
た

［
角か
ど
や
じ
ん
た
ろ
う

屋
甚
太
郎
］

日
本
一の
梅
産
地
・
和
歌
山
の

代
表
ブ
ラ
ン
ド〝
南
高
梅
〟

［
竹た
け
な
か
か
つ
た
ろ
う

中
勝
太
郎
］

さすがは紀州のお殿様
みかんの栽培を力強く推奨
［徳川頼宣（とくがわよりのぶ）］

食べる味噌〝径山寺味噌〟は
遠く中国からやってきた
［法燈国師（ほっとうこくし）］

みかんの生産量日本一を誇る和歌山。その歴史は古く、古
事記に登場するお菓子の神様〝田道間守(たじまもり)〟が、
中国から橘（たちばな＝みかんの原種）を持ち帰り、橘本神社

（海南市）に植えたことから始まると伝わっている。みかん
の栽培が盛んになったのは、才気に溢れた紀州藩初代藩主
徳川頼宣の殖産政策によるところが大きかった。頼宣は領
内の各地を巡り、平野が少なく傾斜地の多い紀州有田地域
が、特にみかんの栽培にむいていることを見抜き、栽培を大
いに奨励したという。その後、みかんの栽培は紀州における
一大産業となり、絶大な威光を誇る徳川御三家のひとつ紀
州藩の特産物として保護され、日本中にその名が広まった。

　

そ
の
ま
ま
で
も
美
味
し
く
、出
汁
を

取
る
に
も
欠
か
せ
な
い
鰹
節
は
、日
本

人
の
食
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
食

材
の
ひ
と
つ
。
そ
の
鰹
節
を
江
戸
時
代

に
発
明
し
た
の
が
、印
南
町
の
鰹
漁
師
、

角
屋
甚
太
郎
。
初
夏
か
ら
秋
に
か
け
て

鰹
漁
は
最
盛
期
を
迎
え
る
が
、気
温
が

高
い
た
め
釣
り
上
げ
た
鰹
は
傷
み
や
す

い
。
そ
こ
で
甚
太
郎
は
鰹
を
保
存
す
る

た
め
に
煮
て
乾
か
し
、さ
ら
に
煙
で
い
ぶ

す
と
い
う〝
燻く

ん
か
ん
ほ
う

乾
法
〟を
１
６
７
４
年
に

開
発
し
た
と
い
う
。

　

残
念
な
が
ら
現
在
、印
南
町
で
鰹
節
を

製
造
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、甚
太
郎
か

ら
数
え
て
13
代
目
と
な
る
久く

ぼ

た
保
田
英え
い
す
け介

さ
ん
は
、ダ
ル
マ
醤
油
と
し
て
醤
油
醸
造

販
売
を
営
ん
で
い
る
。「
甚
太
郎
に
思
い

を
馳
せ
て〝
甚
太
郎
浪
漫
〟と
い
う
商
品
の

販
売
を
始
め
ま
し
た
。
当
社
で
醸
造
し

た
醤
油
と
、甚
太
郎
が
土
佐
に
伝
え
た
鰹

節
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
も
の
で
、簡
単
に
だ

し
醤
油
が
作
れ
ま
す
」。
４
０
０
年
近
い

時
を
経
て
、甚
太
郎
と
子
孫
の
思
い
が
融

合
し
た
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
商
品
で
あ
る
。

日本人に最も馴染みの深い調味料、醤油。〝径山寺味噌〟
とは、その醤油の生みの親ともいえる味噌のことで、大豆・
大麦・米を麹にして桶に入れ、ナスや白うり、生姜、しそなど
の夏野菜を刻み加え密閉し、熟成させて作られる。鎌倉時
代、宋（中国）の径山寺で修行の合間に味噌の製法を習得
し日本に帰国した法燈国師（覚心）が、日高郡由良町に興
国寺（当時は西方寺）を開山し、その美味しい味噌を近隣の
人たちに広めたのが始まりといわれている。その後江戸時
代になると、水が美味しく海運にも適している湯浅で作られ
ることが多くなり、紀州徳川家の保護の下、醤油と径山寺
味噌は紀州藩の重要な産業のひとつとなった。

　

和
歌
山
県
が
誇
る
梅
の
ト
ッ
プ
ブ

ラ
ン
ド〝
南
高
梅
〟。そ
の
名
付
け
親

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、旧
南
部

川
村
出
身
で
南
部
高
等
学
校
の
教
諭
、

〝
竹
中
勝
太
郎
〟
だ
。
高
校
で
園
芸

科
の
主
任
教
諭
と
し
て
教
鞭
を
執
る

傍
ら
、梅
の
研
究
を
園
芸
科
の
生
徒
達

と
地
道
に
重
ね
、最
も
優
良
な
品
種
と

選
定
さ
れ
た〝
高
田
梅
〟と
、南
部
高

校
〟か
ら
名
を
と
り
、〝
南
高
梅
〟と
命

名
し
た
。〝
高
田
梅
〟の
種
苗
名
称
登

録
の
申
請
者
で
あ
る〝
高た

か
だ
さ
だ
ぐ
す

田
貞
楠
〟は
、

南
高
梅
の
母
樹
と
な
る
梅
の
木
を
大

切
に
育
て〝
高
田
梅
〟の
基
礎
を
作
っ

た
旧
南
部
川
村
の
農
家
で
あ
る
。

　

現
在
、〝
紀
州
農
協 

ア
グ
リ
セ
ン

タ
ー
み
な
べ
〟の
前
に
誇
ら
し
げ
に

立
っ
て
い
る
の
が
、樹
齢
１
０
０
年
を

超
え
た
南
高
梅
の
母
樹〝
高
田
梅
〟。

古
木
で
あ
り
な
が
ら
凛
と
し
た
姿
に

歴
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

鰹
節
や
味
噌
、
醤
油
と
い
っ
た

和
食
に
欠
か
せ
な
い
食
材
や
調
味
料
か
ら
、

梅
干
し
や
み
か
ん
な
ど

日
本
人
に
馴
染
み
の
あ
る
食
べ
物
と

関
係
の
深
い
和
歌
山
。

そ
れ
ら
の
誕
生
や
発
展
に
尽
力
し
た

偉
大
な
紀
州
人
を
紹
介
し
ま
す
。

11   nagomi  nagomi   10



仁
坂
知
事（
以
下
仁
坂
）●
神
﨑
先
生
は
和
歌
山

県
の
ご
出
身
で
す
が
、
思
い
出
な
ど
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

神
﨑
亮
平（
以
下
神
﨑
）●
生
ま
れ
は
橋
本
市
高

野
口
町
で
、
今
は
校
舎
が
重
要
文
化
財
に
な
っ

て
い
る
高
野
口
小
学
校
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。

自
然
に
恵
ま
れ
た
高
野
口
町
は
世
界
遺
産
で
あ

る
高
野
山
の
麓
に
あ
り
、
友
達
と
キ
ャ
ン
プ
を

し
た
り
川
で
遊
ん
だ
り
と
楽
し
い
思
い
出
ば
か

り
で
、
ほ
ぼ
勉
強
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
親
は

心
配
し
て
い
た
と
思
い
ま
す（
笑
）。

仁
坂
●
筑
波
大
学
で
生
物
学
を
学
ば
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
小
さ
い
頃
か
ら
生
物

に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

神
﨑
●
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
機
械
い
じ
り
と
か

プ
ラ
モ
デ
ル
が
好
き
な
少
年
で
し
た
。
し
か
し

大
学
で
生
物
の
進
化
や
発
生
、
神
経
や
脳
を
専

門
的
に
学
ぶ
よ
う
に
な
り
、
こ
ん
な
面
白
い
分

野
が
あ
る
ん
だ
と
気
付
き
ま
し
た
。
脳
波
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
神
経
は
電
気
を
運
ぶ
ん
で
す
ね
。

そ
れ
を
知
り
、
自
分
の
頭
の
中
で
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
と
生
物
が
繋
が
り
、
そ
れ
ら
の
融
合
を
本
格

的
に
研
究
し
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

仁
坂
●
な
る
ほ
ど
。
そ
れ
が
昆
虫
を
サ
イ
ボ
ー

グ
に
す
る
と
い
う
先
生
の
研
究
に
つ
な
が
っ
て

い
く
わ
け
で
す
ね
。

神
﨑
●
こ
の
サ
イ
ボ
ー
グ
と
い
う
の
は
、
脳
が

発
す
る
信
号
を
解
明
す
る
手
段
で
も
あ
る
ん
で

す
ね
。
し
か
し
そ
う
い
う
信
号
を
特
定
す
る
の

は
、人
で
は
非
常
に
難
し
い
の
で
、私
た
ち
は〝
カ

イ
コ
ガ
〟で
研
究
を
行
い
ま
し
た
。
人
間
に
は
ほ

と
ん
ど
無
臭
の
メ
ス
の
匂
い（
フ
ェ
ロ
モ
ン
）を
、

昆
虫
は
数
キ
ロ
離
れ
て
い
て
も
探
し
出
す
凄
い

能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
仕

組
み
を
カ
イ
コ
ガ
の
脳
で
徹
底
的
に
調
べ
、ス
ー

パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
に
再
現
し
、〝
匂
い

を
認
識
し
、
そ
れ
を
探
せ
〟
と
い
う
命
令
の
信

号
を
作
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
様
な
研
究
に
、
昆
虫
と
ロ
ボ
ッ
ト
を
融
合

さ
せ
た
サ
イ
ボ
ー
グ
を
使
う
の
で
す
。

仁
坂
●
面
白
い
で
す
ね
。
先
日
、
カ
イ
コ
ガ
の

脳
と
機
械
が
融
合
し
た
サ
イ
ボ
ー
グ
の
ビ
デ
オ

を
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
10
万
本

も
あ
る
細
い
神
経
と
駆
動
す
る
機
械
と
を
ど
う

や
っ
て
繋
い
で
い
る
ん
だ
？
と
想
像
す
る
と
、

そ
れ
は
も
う
神
業
の
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
凄
い
研
究
と
技
術
で
す
が
、
将
来
ど
の

よ
う
な
利
用
方
法
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

神
﨑
●
昆
虫
の
よ
う
に
匂
い
を
探
す
ロ
ボ
ッ
ト

を
作
ろ
う
と
し
た
場
合
、
匂
い
を
検
出
す
る
セ

ン
サ
と
匂
い
を
探
す
仕
組
み
が
必
要
と
な
り
ま

す
が
、
特
定
の
匂
い
を
感
知
す
る
セ
ン
サ
も
、

匂
い
を
探
し
出
す
仕
組
み
も
現
代
の
工
学
で
は

ま
だ
十
分
に
実
現
し
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が

昆
虫
は
何
億
年
と
い
う
進
化
の
中
で
、そ
う
い
っ

た
仕
組
み
を
小
さ
な
頭
の
中
に
作
り
上
げ
て
い

ま
す
。
そ
の
仕
組
み
や
セ
ン
サ
を
利
用
し
、
解

明
す
る
こ
と
で
、
匂
い
を
探
す
ロ
ボ
ッ
ト
が
出

来
上
が
り
ま
す
。
こ
う
し
て〝
匂
い
を
探
す
〟世

界
初
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
開
発
に
成
功
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
被
災
地
で
生
き
埋
め
に
な
っ
た
人
を

探
し
た
り
、
空
港
で
麻
薬
や
危
険
物
を
探
す
探

知
犬
の
支
援
に
応
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。ま
た
、健
康
食
品
や
環
境
な
ど
広
い
分
野
に

お
い
て
も
安
全
や
安
心
、
快
適
な
生
活
の
た
め

に
匂
い
の
検
出
は
役
立
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

仁
坂
●
す
ご
い
研
究
で
す
ね
。
ま
さ
に
生
物
と

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
融
合
で
す
。

神
﨑
●
生
物
が
獲
得
し
て
き
た
セ
ン
サ
や
脳
な

ど
の
仕
組
み
を
利
用
す
る
方
が
、
人
や
自
然
に

優
し
い
仕
組
み
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今

ま
で
は
脳
な
ど
の
仕
組
み
は
複
雑
す
ぎ
て
、
分

か
ら
な
い
部
分
が
多
く
利
用
で
き
な
か
っ
た
ん

で
す
ね
。
し
か
し
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な

ど
の
発
展
で
、
仕
組
み
が
ど
ん
ど
ん
理
解
で
き

る
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
生
物
が
進
化
の

中
で
作
っ
て
き
た
能
力
を
工
学
に
活
用
す
る
こ

と
が
、
人
類
に
と
っ
て
も
幸
せ
な
こ
と
な
ん
だ

と
思
い
ま
す
。

和歌山県の
可能性を引き出す
融合する先端科学と熊野・高野山といったスピリチュアルな地域。
先端研と和歌山ならではの多様性との連携が、和歌山の未来を創り出す。

知事対談
神﨑亮平　仁坂吉伸
東京大学先端科学技術
研究センター所長

和歌山県知事

1938年に国際航空連盟規定の
周回航続距離と１万kmコース
周回平均速度の世界記録を樹
立した「航研機」の模型。

カイコガを飼育する研究室。脳は数ミリしかないが、離れたメスをフェ
ロモンの匂いで探し出すという驚きの能力を持っている。
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人
材
の〝
る
つ
ぼ
〟先
端
研
と

多
様
性
の
あ
る
社
会

仁
坂
●
神
﨑
先
生
は
２
０
１
６
年
か
ら
東
京
大

学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー（
以
下
先
端

研
）
の
所
長
を
務
め
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
先
端
研
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
施
設
な

の
で
し
ょ
う
か
。

神
﨑
●
先
端
研
の
元
は
、
飛
行
機
の
研
究
を
行

う
航
空
研
究
所
で
し
た
。
戦
後
、宇
宙
航
空
研

究
所
と
な
り
、一
部
は
J
A
X
A
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
先
端
研
は
人
と
社
会
に
貢
献
す

る
新
し
い
科
学
と
技
術
を
生
み
出
す
と
い
う
使

命
を
受
け
、
１
９
８
７
年
に
発
足
し
ま
し
た
。

先
端
研
は
ミ
ニ
東
大
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
い
ろ

ん
な
研
究
分
野
の
優
れ
た
人
た
ち
が
集
ま
り
、

そ
の
上
で
異
な
っ
た
分
野
同
士
が
融
合
し
、
新

し
い
科
学
技
術
を
創
り
出
そ
う
と
し
て
い
ま

す
。
最
近
で
は
そ
う
い
う
分
野
融
合
の
重
要
性

が
問
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
先
端
研
で
は
30
年
以

上
前
か
ら
学
際
的
な
研
究
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
様
々
な
分
野
の
教
員
や
研
究
員
、
事
務
職

員
、
院
生
な
ど
学
生
も
合
わ
せ
る
と
６
０
０
人

程
度
が
所
属
し
て
い
ま
す
。
分
野
の
異
な
っ
た

研
究
者
が
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
討
論
を

す
る
と
、
異
な
っ
た
見
方
や
考
え
方
を
持
っ
て

い
る
の
で
、
新
し
い
考
え
方
が
ど
ん
ど
ん
生
ま

れ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
ま
る
で〝
る
つ

ぼ
〟の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
。

仁
坂
●
先
端
研
に
は
ま
ち
づ
く
り
か
ら
科
学
的

な
こ
と
ま
で
、信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
多
彩
な
専

門
家
の
先
生
が
お
ら
れ
、
和
歌
山
県
は
す
で
に

い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し

い
分
野
が
開
花
す
る
き
っ
か
け
は
、
こ
う
い
う

〝
る
つ
ぼ
〟の
中
か
ら
出
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

神
﨑
●
科
学
や
技
術
は
、
こ
れ
ま
で
課
題
に
対

し
て
最
適
な
一
つ
の
答
え
を
出
し
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
美
し
い
と
感
じ
る
も
の
が
人
に
よ

り
異
な
る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
答
え
が
あ
り
ま

す
。
世
の
中
に
は
多
様
な
人
が
い
て
、
複
雑
な

社
会
を
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
一
つ
の
答
え

を
出
す
だ
け
で
は
、
多
く
の
人
が
幸
せ
に
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
今
後
は
多

様
性
の
あ
る
答
え
を
出
せ
る
よ
う
な
科
学
技
術

が
求
め
ら
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
ど

こ
で
も
知
り
た
い
情
報
を
得
ら
れ
る
時
代
に
な

り
ま
し
た
が
、
恐
れ
て
い
る
の
が
地
方
も
都
会

も
同
じ
均
一
化
さ
れ
た
社
会
に
な
っ
て
い
か
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
点
、
和
歌
山
に

は
熊
野
や
高
野
山
と
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
で

特
別
な
場
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
精
神
的
な
部

分
と
科
学
技
術
と
が
融
合
す
る
こ
と
で
、
感
性

豊
か
で
多
様
な
科
学
技
術
を
生
み
出
せ
る
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
が
和
歌
山
に
は
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。先

端
研
と
共
に
見
る

和
歌
山
の
未
来

仁
坂
●
先
端
研
の
よ
う
に
優
秀
な
専
門
家
が
揃

う〝
る
つ
ぼ
〟で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
を
融
合
す

る
た
め
に
誰
か
が
方
法
論
や
哲
学
を
語
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
神
﨑

先
生
は
ぴ
っ
た
り
な
リ
ー
ダ
ー
な
ん
で
す
が
、

和
歌
山
県
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
神
﨑
先
生
の
よ

う
に
自
分
で
工
夫
し
て
個
性
的
な
主
張
を
す
る

人
が
多
く
輩
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。

和
歌
山
県
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
科
学
技
術

と
産
業
を
上
手
く
結
び
つ
け
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
起
こ
そ
う
と
す
る
人
が
た
く
さ
ん
出
て
く

る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
行
政
は
、
そ
う
い
う

素
質
の
あ
る
人
や
企
業
が
頑
張
れ
る
よ
う
な
環

境
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ら

に
対
応
で
き
る
よ
う
に
和
歌
山
県
で
は
い
ろ
ん

な
産
業
政
策
を
整
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
新
た

な
取
り
組
み
と
し
て
、
先
端
研
の
持
つ
い
ろ
い

ろ
な
分
野
の
最
先
端
の
技
術
や
知
見
、
ノ
ウ
ハ

ウ
を
活
か
そ
う
と
、
去
年
の
３
月
、
和
歌
山
県

は
先
端
研
と
包
括
連
携
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

そ
の
内
容
と
し
て
は
、〝
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
創
出
支
援
〟〝
地
域
特
性
を
生
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
・
地
域
づ
く
り
〟〝
教
育
開
発
・
人
材
育
成
〟と

い
っ
た
幅
広
い
分
野
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず

〝
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
支
援
〟分
野
で
は
、

和
歌
山
県
の
研
究
の
核
で
あ
る
工
業
技
術
セ
ン

タ
ー
が
開
発
し
た〝
光
ア
ッ
プ
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン

フ
ィ
ル
ム
〟を
利
用
し
、
先
端
研
で
研
究
さ
れ
て

い
る
太
陽
電
池
の
発
電
効
率
を
高
め
る
研
究
を

共
同
で
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

神
﨑
●
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
に
つ
い
て
は
、

我
々
は
ま
さ
に
何
で
も
有
り
の
組
織
な
の
で
、

ひ
と
つ
の
課
題
に
対
し
て
い
ろ
ん
な
方
と
話
を

で
き
る
こ
と
は
問
題
解
決
の
新
た
な
切
り
口
に

繋
が
り
ま
す
。
先
日
は
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の

方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
い
ろ
い
ろ
と
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
形
で

是
非
進
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

仁
坂
●
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
県
で

は
ロ
ケ
ッ
ト
射
場
の
建
設
や
I
C
T
企
業
の
誘

致
な
ど
面
白
い
話
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
助
け

て
く
れ
ま
せ
ん
か
と
お
願
い
し
た
ら
、
先
端
研
は

何
で
も
有
り
で
す
か
ら
、
い
い
も
の
が
生
ま
れ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

神
﨑
●
ま
ち
づ
く
り
の
分
野
で
い
う
と
先
端
研

に
は〝
地
域
共
創
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
〟と
い
う
事
業
が

あ
り
、
複
数
の
自
治
体
と
協
力
を
し
て
い
ま
す
。

様
々
な
自
治
体
と
連
携
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
共

通
の
地
域
課
題
で
は
よ
い
答
え
を
シ
ェ
ア
で
き

る
し
、
独
自
の
課
題
は
先
端
研
の
多
様
な
分
野
と

の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
流

れ
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
先
端
研
に
は
ま
ち
づ
く

り
の
専
門
家
が
い
て
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
い
う
先
生
方
と
協
力
し
て
、
進
め
さ

せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

仁
坂
●
さ
ら
に
人
材
育
成
に
つ
い
て
い
う
と
、
和

歌
山
県
に
も
将
来
神
﨑
先
生
み
た
い
に
な
る
子

供
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
子
達
は
ど

こ
で
何
を
勉
強
す
れ
ば
本
当
に
嬉
し
い
の
か
自

分
探
し
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
端
研
に

は
そ
の
道
の
専
門
家
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
、
い
ろ
ん
な
分
野
の
先
生
に
来
て
い
た
だ

い
て〝
和
歌
山
ス
ー
パ
ー
未
来
塾
〟
で
お
話
を
し

て
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

神
﨑
●
私
た
ち
が
子
供
だ
っ
た
頃
に
は〝
和
歌
山

ス
ー
パ
ー
未
来
塾
〟の
よ
う
な
、
研
究
者
の
話
を

直
接
聞
く
機
会
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

う
い
う
試
み
で
子
供
達
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が

違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
か
ら
未

来
の
日
本
を
背
負
っ
て
立
つ
よ
う
な
若
者
が
、
和

歌
山
県
か
ら
出
て
欲
し
い
で
す
ね
。

仁
坂
●
和
歌
山
県
の
可
能
性
を
広
げ
る
た
め
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
を
リ
ー
ド
す
る
先
端
研
と
の
連
携

に
期
待
し
、
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
日
は
お
忙
し
い
中
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

東京大学先端科学技術研究センター内にある木製の風洞施設。通称〝3m
風洞〟。1930年に実験を開始し 2019年には〝重要航空遺産〟の認定を受
けた、日本の航空史を語る上で極めて重要な風洞。　

神﨑亮平（かんざき　りょうへい）
1957年和歌山県生まれ。2006年より東京大学先端科学技術研究センター教授。
2016年より東京大学先端科学技術研究センター所長。

知事対談
神﨑亮平　仁坂吉伸
東京大学先端科学技術
研究センター所長

和歌山県知事
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南紀熊野ジオパークとは
プレートの沈み込みに伴って生み出された３種
類の大地。それらが作る独特の景観や温暖湿
潤な気候がもたらす多種多様な動植物。そして
そこから生まれた熊野信仰や筏流しなど、数多
くの優れた自然や文化を体感できるところ。

大地に育まれた熊野の自然と文化に出会う。

約
１
４
０
０
万
年
前
の
激
し
い
火
山
活
動
で
巨
大
な
熊
野
カ
ル
デ
ラ
が
生
ま
れ
、

そ
の
時
に
生
じ
た
火
成
岩
体
が
風
化
し
て
で
き
た
巨
岩
。神
倉
山
に
鎮
座
し
、

熊
野
速
玉
大
社
の
飛
地
境
内
摂
社
で
あ
る
神
倉
神
社
の
御
神
体
と
し
て
崇
め

ら
れ
て
い
る
。ゴ
ト
ビ
キ
と
は
ヒ
キ
ガ
エ
ル
を
意
味
す
る
方
言
。

ゴ
ト
ビ
キ
岩

【

ご

と

び

き

い

わ

】
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種が小さく果肉が豊かで、皮が薄く柔らかい、梅のトップブランドであ
る〝南高梅〟。早春の2月になると白くかわいい梅の花が山一面を飾り、

〝一目百万、香り十里〟と称される南部梅林は、多くの観光客でにぎわ
う。400年に渡り受け継がれてきた農業システムは、「みなべ・田辺の
梅システム」として世界農業遺産に認定されている。

➊早春の寒い頃、凛とした白い花を咲かせる梅の木。➋6月に入ると、梅酒や梅ジュース用の青梅を直接、人の手で収穫する。➌6月下旬になると、梅の実は
完熟して落下し、それを集めて梅干しに加工していく。美しく肉厚の南高梅。➍塩漬けした後、天日干しし、ふっくらいい香りの梅干しの出来上がり。➎一年中
農作業を共にしながら、イベントなどの協力も厭わない二葉さんの良き理解者であり夫である彰（あきら）さん。

【梅林】➊2月の中旬から2週間限定で開催される梅林〝奥みなべ梅林・受領の里〟。梅農家が暮らす小さな里のありのままの姿を見ることができ
る。売店では手作りのお餅やお寿司から、梅を使った〝農家ランチ〟も人気。➋活動を共にする仲間達。右から5人目が二葉さん。➌梅をふんだん
に使ったオリジナリティ溢れる〝農家ランチ〟。みんなでメニューを考えて作るのも楽しい。■開催：2月中旬〜。詳細：Facebook〝奥みなべ梅林
受領の里〟で検索。　【梅染め】➍梅染め体験では、主にハンカチの絞り染めやストールを染める。■開催：通年／所要時間：約90分〜120分。
問い合わせ：梅染愛好会／電話：090-8750-3284（担当：永井）

〝プラムピンク〟に染まったストールを干す二葉さん。生地や木、そして染める時の気温や水温によって様々な色になるのが魅力。
二葉さん自身も染め終わるまでどんな色になるのかわからないという。

農業と家事に一生懸命、そして人生も楽しむ。

活動
内容

梅
と
ウ
バメ
ガ
シ
と

飛
び
交
う
ニホ
ン
ミ
ツ
バチ
、

世
界
農
業
遺
産
の
地
。

梅農家 ● 二
ふ た ば

葉美
み ち こ

智子

　
「
梅
農
家
で
生
ま
れ
育
ち
、農
業
と
家
事
に

奮
闘
す
る
母
の
姿
を
見
て
、農
家
に
は
嫁
に
行

き
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、気
付

け
ば
梅
農
家
に
嫁
い
で
い
ま
し
た（
笑
）。子
育

て
も
し
、忙
し
く
も
充
実
し
た
日
々
で
し
た

が
、人
生
を
も
っ
と
楽
し
み
た
い
と
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」と
語
る
二
葉
美
智
子
さ

ん
。積
極
的
に
子
育
て
世
代
の
女
性
が
集
ま

る
サ
ー
ク
ル
に
参
加
。そ
し
て
33
歳
を
過
ぎ
た

頃
、旧
南
部
川
村
が
地
域
活
性
化
の
た
め
に
開

催
し
て
い
た〝
村
づ
く
り
塾
〟に
入
会
。そ
こ
で

活
躍
し
て
い
た
女
性
達
と
、〝
梅
〟の
魅
力
を
発

信
す
る
方
法
と
し
て〝
梅
染
愛
好
会
〟を
立
ち

上
げ
、体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
商
品
を
開
発
し
た
。

「
梅
染
め
は
、改
植
す
る
古
い
梅
の
木
の
皮
を

剥
ぎ
、煮
詰
め
て
で
き
た
液
で
生
地
を
染
め
る

技
法
で
す
。元
の
木
や
使
う
生
地
に
よ
っ
て
仕

上
が
り
の
色
合
い
が
異
な
り
ま
す
が
、み
な
べ

の
き
れ
い
な
地
下
水
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、

発
色
が
美
し
い
と
評
判
が
い
い
ん
で
す
よ
」。

　

二
葉
さ
ん
が
暮
ら
す〝
受じ
ゅ
り
ょ
う領
の
里
〟に
広
が

る
梅
林
。こ
の
美
し
い
景
観
を
守
る
に
は
、梅
づ

く
り
を
次
世
代
に
伝
え
る
必
要
が
あ
り
、そ
の

た
め
に
も
梅
が
い
い
価
格
で
売
れ
、所
得
が
安

定
す
る
こ
と
が
重
要
。そ
れ
に
は〝
梅
〟の
フ
ァ

ン
に
な
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
、受
領
地
域
の
女
性
達
と〝
奥
み
な
べ
梅
林
・

受
領
の
里
〟を
始
め
た
。「
単
な
る
観
梅
で
は
な

く
、農
作
業
や
農
家
の
普
段
の
日
々
を
見
て
い

た
だ
け
ま
す
。ま
た
売
店
も
開
設
し
、梅
干
し

や
お
菓
子
、漬
物
な
ど
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

農
業
や
家
事
、イ
ベ
ン
ト
と
多
忙
で
す
が
、忙

し
い
か
ら
こ
そ
時
間
の
使
い
方
が
上
手
く
な
り

ま
し
た
。農
産
物
を
育
て
、加
工
品
を
作
り
販

売
す
る
６
次
産
業
化
は
も
ち
ろ
ん
、イ
ベ
ン
ト

の
開
催
や
関
連
商
品
の
販
売
な
ど
、農
業
に
は

多
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。職

住
近
接
し
て
い
る
農
業
は
、働
く
親
の
姿
も
見

せ
る
こ
と
が
で
き
、子
育
て
を
す
る
に
も
い
い

環
境
だ
と
思
い
ま
す
よ
」。

　

二
葉
さ
ん
の
眼
差
し
に
は
、人
生
を
楽
し
も

う
と
す
る
思
い
と
、〝
梅
の
あ
る
景
色
〟を
次
世

代
に
繋
ご
う
と
す
る
強
い
意
志
が
見
え
た
。

W a k a y a m a
A c t i v e
W o m a n

ふたば農園　
住所／日高郡みなべ町東本庄1737-37
電話／0739-74-2293　
http://www.micchannoume.jp

➊

➊

➋

➋

➌

➌

➍

➍

➎
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上から見るとハート型の瓶が、カワイイ！
6ede

0t7j
[Oishii Wakayama]

ゆずマーマレード
清流古座川源流近くの〝平井の里〟で栽培されてい
る柚子を原材料にして加工されたマーマレード。集落
に住むお母さん達が、柚子の皮を手作業で刻み、グラ
ニュー糖だけで炊きあげている。皮のほろ苦さと爽や
かな酸味、そして優しい甘さ。素朴だけどホッとする優
しい味わい。
農事組合法人古座川ゆず平井の里
住所／東牟婁郡古座川町平井469
電話／0735-77-0123

あらかわの桃ジャム
春になると辺り一面、桃の花に埋め尽くされる〝桃源郷〟。そこで収穫される

〝あら川の桃〟は、桃のトップブランドとして有名。その瑞 し々い甘さと上品
な香りを一年中楽しめるようにと可愛い瓶に詰め込んだジャム。自園で減
農薬で栽培された〝あら川の桃〟に、国産のサトウキビ100％から作られた
分蜜糖を使用。分蜜糖独特の香りと桃の香りのハーモニーに身も心も蕩
けそう。
藤桃庵
住所／紀の川市桃山町元901
電話／0736-66-8475

黄金ジャム
有田みかんの果肉だけをたっぷり使用し、さらに香り豊
かな珍しい春の柑橘〝黄金柑〟の果汁を加えた、新感
覚のペーストジャム。滑らかなのどごしに高品質みかん
の甘さ、そして黄金柑の爽やかな香りのハーモニーに
うっとり。素材の美味しさを楽しめるように糖度40度と
甘さ控えめ。
株式会社早和果樹園
住所／有田市宮原町新町275-1
電話／0737-88-7279

まりひめコンフィチュール
和歌山県のオリジナル品種である〝まりひめ〟を贅沢に使ったコン
フィチュール。フレッシュな苺の美味しさを伝えるために、あえて実
を潰さずまるごとゴロリ。酸味よりも〝まりひめ〟の濃厚な甘さが口
の中に広がり、爽やかな香りが鼻に抜ける。
株式会社 しおん
住所／紀の川市貴志川町神戸８０２
電話／0736-64-2315

なんこううめジャム
樹上で黄色く熟した紀州南高梅をたっぷり使用したジャム。甘
さ控えめながら、南高梅の香りとまろやかな酸味が絶妙なバラ
ンスで一体化。梅の味をしっかり味わえるちょっと不思議でとて
もフルーティーなジャム。
紀南農業協同組合加工部
住所／田辺市朝日ヶ丘24-17
電話／０７３９-２５-４６１１
 

山椒ジャム
果皮は厚く大粒の実がぶどうの房のようになる〝ぶどう山椒〟
は、有田川町発祥の今注目のスパイス。その山椒の青くて若
い実を、じっくり時間をかけてジャムに加工。実はそのまま入っ
ているが辛味は抑えられ、爽やかな香りと青みが新感覚のジャ
ムに変身。使用されているぶどう山椒は、自家農園及び近隣
農家で減農薬栽培されたものを使用。
かんじゃ山椒園
住所／有田郡有田川町宮川129
電話／0737-25-1315

ジャムソース キウイ
紀の川市で収穫されたキウイを、風味を損なわない
ようにプレザーブスタイルで仕上げたジャムソース。
刻まれたキウイがたっぷり入り、それはもうジャムとい
うよりキウイフルーツそのもの。糖度は35度で、サ
ラッとして甘すぎないのでどんどん食べたくなる。
こかわや
住所／紀の川市井田３５-１ 
電話／0736-73-3282

温暖な気候に恵まれている和歌山では、

色とりどりの果実が収穫されます。

丹精込めてつくられた果実は、

どれもおすすめしたい美味しさ！

その美味しさを凝縮した、

見た目にもかわいい瓶詰めのジャムをご紹介！

ジャム編

01
04

03

05
07

06

02 黄色く熟した
紀州南高梅のジャム

キ
ウ
イ
本
来
の

酸
味
と
甘
さ
が
味
わ
え
る

プ
レ
ザ
ー
ブ
ス
タ
イ
ル

い
ち
ご
を
そ
の
ま
ま

食
べ
て
る
よ
う
な

コ
ン
フ
ィ
チ
ュ
ー
ル

甘
み
の
深
い
有
田
み
か
ん
と
、

黄
金
柑
の
リ
ッ
チ
な
味
わ
い

山
椒
は
小
粒
で

ピ
リ
リ
と
辛
い
？

で
も
甘
い
ジ
ャ
ム

瑞々しい桃の
美味しさそのまま

柚子皮のほろ苦さと
爽やかさがベストマッチ
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　本州最南端の和歌山県串本町にあ
る近畿大学水産研究所大島実験場で
は、クロマグロが完全養殖で育てられて
います。完全養殖とは、卵を人工ふ化
させて成魚に育て、それを親にしてまた産
卵させ、人工ふ化・飼育を繰り返す天然
資源に頼らない養殖技術のことです。
　不可能と言われたクロマグロの完
全養殖を世界で初めて成功させた近
畿大学の取組の裏側には、３２年の
歳月をかけた研究者達の戦いがありま

した。その奮闘を伝
えるドキュメンタリー
番組『海を耕す者た
ち〜近大マグロの歴
史と未来〜』と、串
本町や水産研究所
を舞台に、元気な女
子大生（小芝風花）
が養殖の研究合宿

を通して成長していく姿を描くスペシャ
ルドラマ『ＴＵＮＡガール（ツナガール）』

（制作：吉本興業・NTTぷらら、特別
協力：近畿大学）が、「ひかりＴＶ」「大
阪チャンネル」「Ｎｅｔｆｌｉｘ」で動画配信
されています。
　将来、研究者を目指す若者やマグロ
好きの人、必見です。

  予告編はYouTubeで公開中。
  「TUNAガール 予告編」で検索

　弘法大師空海によって開かれた天
空の聖地「高野山」。太古より“神々
の宿る地”と言われ、「蟻の熊野詣」と
表現されるほど多くの人 が々訪れた「熊
野」。和歌山が誇る二大聖地である
世界遺産「高野山」と「熊野」を結ぶ
アクセスバス「聖地巡礼バス」（高野山
駅前〜本宮大社前）が、今年も４月１日
から運行されます。また、聖地巡礼バス
を利用される方は、熊野御坊南海バス
を利用して熊野三山（熊野本宮大社、
熊野速玉大社、熊野那智大社、那智
山青岸渡寺）エリアを周遊できる企画
乗車券「悠遊フリー３日間」をお買い求
めいただけます。便利でお得な聖地へ
の旅をお楽しみ下さい。
運行期間：2020年4月1日（水）〜
11月30日（月）※6月7日（日）運休
＜平日1往復、土日祝2往復運行＞　

西御坊駅

南部

紀伊田辺

五條

加太駅 南海高野線

湯浅

アドベンチャーワールドアドベンチャーワールド

南紀白浜空港南紀白浜空港

神倉山（ゴトビキ岩）神倉山（ゴトビキ岩）

じゃばらいず北山じゃばらいず北山

紀州原農園紀州原農園

紀南農業協同組合紀南農業協同組合

紀州農協アグリセンターみなべ紀州農協アグリセンターみなべ 古座川ゆず平井の里古座川ゆず平井の里

ふたば農園　ふたば農園　
印南漁民顕彰の碑印南漁民顕彰の碑

ダルマ醤油ダルマ醤油

かんじゃ山椒園かんじゃ山椒園
早和果樹園早和果樹園

和歌山城和歌山城

興国寺興国寺

御坊寺内町会館御坊寺内町会館

貴志駅
しおん

丸駒農園
藤桃庵

桃源郷

こかわやあわび茸ファーム

ヴィラ アイーダ

和歌山電鐵

大山崎I.C. 京都南I.C. 瀬田東J.C.T.

門真J.C.T. 久御山J.C.T.
京滋バイパス

第二京阪道路

すさみ南I.C.
すさみI.C.

日置川I.C.
南紀白浜I.C.

みなべI.C.

串本I.C.（仮）

有田南I.C.

和歌山南S.I.C.

和歌山J.C.T.

紀北かつらぎ
I.C.

紀の川I.C.
岩出根来I.C.

橿原高田I.C.

阪和自動車道

紀勢自動車道

370

2020 vol.41
企画・発行／和歌山県
発 行  日／令和2年3月16日
企画編集／サンケイ広告（株）
制     作／（有）YS'pros
印     刷／中和印刷紙器（株）

必見！ クロマグロの
完全養殖の物語が動画配信 二大聖地を結ぶ路線バスが運行

問い合わせ／和歌山県水産振興課　電話／０７３-４４１-３０００

Ⓒ吉本興業/NTTぷらら　

【バスの運行に関すること】南海りんかんバス　電話／０７３６-５６-２２５０
　　　　　　　　　　　龍 神 自 動 車 電話／０７３９-２２-２１００ 
　　　　　　　　　　　熊野御坊南海バス　電話／0735-22-5101

ふるさと納税で、元気なわかやまに。
ふるさと和歌山応援寄附

https://www.furusato-tax.jp/city/product/30000

１万円以上の寄附で和歌山を味わえる「梅干し」や「醤油」など、
プレミア和歌山の商品207品の中から贈呈！（県外にお住まいの方が対象）
※詳しくは、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」をご覧ください。

完成した国立競技場に、
高まる期待感と思い出す和田勇の功績。

左／御坊寺内町会館では、和田氏に所縁のある展
示物を見ることができる。住所／御坊市御坊206

写真提供：独立行政法人日本スポーツ振興センター

戦
後
、
持
ち
前
の
ア
イ
デ
ア

と
行
動
力
で
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
内
で
ス
ー
パ
ー
数
店
舗

を
構
え
る
実
業
家
と
な
っ
た

和
田
勇
氏
。

生まれ変わった国立競技場。1964年、
東京オリンピックの開会式が行われ
た国立競技場の招待席から、聖火台
に灯される炎を眺め、和田氏も歓喜
の声を上げたに違いない。

日本スポーツ振興センター
【総合窓口】総務部総務課
　電話／03-5410-9124

【メディア関係問い合わせ先】 広報室
　電話／03-5410-9121

Data ▲

国立競技場

旬の和歌山情報を
お届けします ！今号の「和」題

■和歌山県広報課
　TEL．073-441-2032　FAX．073-423-9500
　e-mail／nagomi-waka@pref.wakayama.lg.jp
■わかやま紀州館
　東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館B1F
　TEL．03-3216-8000　FAX．03-3216-8002
　e-mail／kishukan@wakayama-kanko.or.jp

　いよいよ今年、56年ぶりに東
京で開催されるオリンピック・パラ
リンピック。そのメインスタジアム
である国立競技場も完成し、開
会式を待つばかり。
　しかし忘れてはならないのが、
前回の東京オリンピック開催に
尽力した日系２世の〝和田勇〟の
功績。和歌山をルーツに持つ和
田氏は、一個人でありながら祖国
のために私費で中南米を周り、

各国のIOC委員に東京への招
致協力を依頼、東京オリンピック
開催に大きく貢献した。彼を突き
動かした〝超我の奉仕〟の精神を
培ったのは、幼少期に祖父母と
暮した際に和歌山で見た人々の
助け合いの姿だった。

和歌山県フォトライブラリー（写真貸出）

和歌山県PR動画（動画素材貸出）

和-nagomi- バックナンバー

http://wave.pref.wakayama.lg.jp/photo/

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/media/

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/

“WA!”
TOPICS

01
“WA!”
TOPICS

02

発見 ！！ こんなところに和歌山！？

問い合わせ／和歌山県観光振興課　電話／０７３-４４１-２７７５ 

あ
わ
び
の
よ
う
な
食
感
の
高
級
キ
ノ
コ

容
器
に
菌
を
植
え
付
け
約
50
日
で
出
荷
さ
れ
る

黒
あ
わ
び
茸
。「
栽
培
方
法
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど

も
な
く
、
手
探
り
で
行
っ
て
き
ま
し
た
。
加
熱
し

て
も
縮
み
や
煮
崩
れ
が
少
な
い
の
が
特
徴
で
、炊

き
込
み
ご
飯
も
お
す
す
め
で
す
」と
藤
原
さ
ん
。

http://www.forte-shokuhinkan.com/shop/　オンラインショップでも販売

平成30年度プレミア和歌山推奨品
審査委員奨励賞 受賞

　

コ
リ
コ
リ
と
し
た
食
感
で
油

と
の
相
性
も
良
く
、焼
い
て
も

天
ぷ
ら
に
し
て
も
美
味
し
い
高

級
食
材
の
黒
あ
わ
び
茸た
け

。「
低

カ
ロ
リ
ー
な
の
に
ビ
タ
ミ
ン
や
ミ

ネ
ラ
ル
が
豊
富
な
ん
で
す
よ
」

と
語
る
の
は
、あ
わ
び
茸
フ
ァ
ー

ム
所
長
の
藤
ふ
じ
わ
ら
ま
さ
る

原
勝
さ
ん
。

　

亜
熱
帯
地
域
原
産
な
の
で
、

冬
に
温
度
が
下
が
る
国
内
で
の

生
産
は
難
し
く
、〝
あ
わ
び
茸

フ
ァ
ー
ム
〟で
は
温
度
と
湿
度
が

管
理
で
き
る
設
備
の
整
っ
た
屋

内
で
栽
培
す
る
。「
と
は
い
え
最

後
は
人
間
の
感
覚
が
重
要
で
、

温
度
や
湿
度
を
肌
で
感
じ
、換

気
扇
の
開
閉
な
ど
で
外
気
を
取

り
入
れ
調
整
し
て
い
ま
す
。今
後

は
さ
ら
に
量
産
を
進
め
、和
歌

山
の
特
産
品
と
し
て
、多
く
の

人
に
こ
の
食
感
と
美
味
し
さ
を

伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

黒あわび茸
販売者／和島興産株式会社あわび茸ファーム
住所／岩出市根来75-3
電話／0736-79-3380

残間里江子審査委員長
和歌山は自然豊かで、おいしいものがたくさん
あります。毎回審査が楽しみです。

和歌山県優良県産品（プレミア和歌山）推奨制度
安心・安全を基本に幅広い分野で優れた県産品を“和歌山らしさ”、

“和歌山ならでは”の視点で推奨する。

プレミア和歌山

プレミア和歌山

HP：https://seichijunrei-bus.jp/
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「きいちゃん」

「たま名誉永久駅長」が駅長に就任してから１３周年を迎え、記念式典が１月５日に行われ
ました。式典では、たま駅長の功績を立派に引き継ぎ頑張ってきた「ニタマ駅長」の就任５
周年を記念して導入されるたま駅長２ニタマの「たま電車２」のイメージデザインも発表され
ました。黒色を基調とした外観デザインの車両の側面には、跳んだり走ったりするニタマ
駅長が描かれています。正式な内外装のデザインは８月に発表される予定です。 

今までにアドベンチャーワールドで誕生したジャイアントパ
ンダの中で最も小さく、体重わずか７５ｇで生まれた「彩
浜」は元気にすくすく成長しています。現在ではなんと
体重５０㎏を超えました。彩浜は遊ぶことが大好きで、
縄はしごで遊んでいるのをよく見かけます。池のくぼんで
いる場所も好きなようで、水が入っていないときにはそこ
で竹を食べていることも。彩浜の可愛い姿を見て、ほっ
こりしませんか？

ニ
タ
マ
駅
長
も
微
笑
む
、

新
し
い
電
車
の

デ
ザ
イ
ン
発
表
！

彩
浜（
さ
い
ひ
ん
）は

遊
ぶ
の
が
大
好
き
！

ニタマ駅長も自分がデザインされた電車が発表されて嬉しそう。
「みんな、是非乗りに来てほしいにゃー。」

パンダファミリーのお父さん「永明（えいめ
い）」にバレンタインのプレゼントとして「健
康縄はしご」と「永明雪だるま」が贈られま
した。これからも元気に過ごしてね。

竹のほかにもリンゴやニン
ジンが好物。元気いっぱい
に遊ぶ彩浜です。

たま名誉永久駅長やニタマ駅長の
イラストをデザインしたバレンタイン
チョコの販売イベントが1月18日に
行われ、よんたま駅長がPRしました。

お問い合わせは、
和歌山電鐵（TEL.073-478-0110）へ。
駅長たまのツイッター @ekichoTAMA

［よんたまちゃんの貴志駅駅長代行勤務日］
ニタマ駅長の公休日（水・木曜）に
貴志駅にて勤務しております。

お問い合わせは、
アドベンチャーワールドインフォメーション 

（ナビダイヤル.0570-06-4481）へ。
公式ツイッター @aws_official
ホームページ https://www.aws-s.com/

和歌山のスーパーアイドル、
ニタマちゃんとパンダちゃんたちの

ほっこり近況報告
ep .12

和歌山県ホームページ　https://www.pref.wakayama.lg.jp/

元気日記
きいちゃんレポート


