


「
今
、
時
代
は
閉
塞
し
て
い
る
。

だ
か
ら
何
か
を
や
り
た
い
」
と
い

う
気
持
ち
は
誰
に
で
も
あ
る
。
で

も
、
そ
の
「
何
か
」
を
す
る
た
め

に
は
思
い
つ
き
で
は
だ
め
だ
。
新

し
い
こ
と
を
す
る
た
め
の
土
台
と

な
る
豊
か
な
学
識
と
知
識
が
あ
っ

て
初
め
て
「
で
き
る
」
と
い
う
確

信
が
出
て
く
る
。

例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
『
紀き

伊い
の

国く
に

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

』

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
江
戸
後
期

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
『
～
名

所
図
会
』
と
い
う
も
の
が
作
ら
れ

た
が
『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
は
抜

群
に
出
来
が
い
い
。
な
ぜ
な
ら

「
そ
こ
が
な
ぜ
名
所
な
の
か
」「
本

当
に
名
所
な
の
か
」
と
い
う
こ
と

を
資
料
を
元
に
実
地
で
調
べ
て
い

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
他
の
地
域

の
名
所
図
会
に
は
な
い
詳
細
か
つ

精
確
な
名
所
図
会
が
で
き
て
い
る

わ
け
だ
。
こ
れ
は
戦
後
の
近
代
歴

史
学
の
手
法
を
百
数
十
年
早
く
取

り
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

人
物
で
は
国
学
の
本も

と

居お
り

宣の
り

長な
が

、

医
学
の
華は

な

岡お
か

青せ
い

洲し
ゅ
う

（
世
界
で
初

め
て
麻
酔
薬
を
使
っ
た
手
術
に

成
功
）、
自
然
科
学
の
畔く

ろ

田だ

翠す
い

山ざ
ん

（
水す
い

棲せ
い

動
物
百
科
に
は
当
時
他
に

類
を
見
な
い
ほ
ど
の
サ
ン
プ
ル
を

挙
げ
て
い
る
）
な
ど
江
戸
後
期
に

は
優
れ
た
文
化
人
が
和
歌
山
か
ら

輩
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
高
度
な
学
術
水
準

が
和
歌
山
に
は
あ
っ
た
。
そ
の
知

識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
先
見
性
だ
か

ら
素
晴
ら
し
い
。

｜
大
藩
だ
か
ら
こ
そ
の

高
い
学
術
水
準

江
戸
後
期
の
城
下
町
和
歌
山
は

幕
府
直
轄
の
江
戸
・
京
都
・
大

阪
の
3
都
市
、
そ
し
て
金
沢
・
名

古
屋
・
広
島
・
鹿
児
島
そ
れ
ら
に

次
い
で
全
国
で
8
位
の
人
口
を

誇
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
大
藩

の
城
下
町
で
あ
る
和
歌
山
に
は

五
十
五
万
石
も
の
富
が
あ
っ
た
か

ら
だ
。（
当
時
、
最
大
の
大
名
は

加
賀
の
百
万
石
。
将
軍
の
直
轄
領

で
約
三
百
万
石
）
さ
ら
に
紀
州
徳

川
家
に
は
御
三
家
の
格
式
も
あ

り
、
実
際
は
百
万
石
近
く
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い

る
。
侍
は
そ
の
富
を
俸ほ

う

禄ろ
く（

給
料
）

と
し
て
も
ら
い
、
城
下
町
で
必
要

な
も
の
を
買
っ
て
い
た
。
そ
の
分

だ
け
城
下
町
の
経
済
は
潤
う
。
つ

ま
り
大
き
な
富
を
持
つ
和
歌
山
は

そ
れ
だ
け
大
き
な
商
い
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
だ
。

た
く
さ
ん
儲
け
た
商
人
は
豊
か

な
暮
ら
し
が
で
き
た
。
例
え
ば
、

｜
当
時
の
和
歌
山
に
は
睦
奥
宗
光
・
津
田
出
・
浜
口
梧
陵
な
ど

先
見
性
に
富
ん
だ
人
物
が
多
く
い
た
。

な
ぜ
、
和
歌
山
に
そ
れ
だ
け
の
人
物
が
い
た
の
か
｜

城下町の風景
〜カラーでよむ『紀伊国名所図会』〜
額田雅裕 解説・芝田浩子 彩色
A4 版 / オールカラー 64 ページ/1,050 円
江戸時代の和歌山の風景や風俗を絵図と解説
で記した地誌書『紀伊国名所図会』をカラー彩
色で再現。現在の地図や写真との比較により、
分かりやすく解説している。

お問い合わせ先 / ニュース和歌山  　　　
電話 073-433-4882

幕
末
の
紀
州
が
生
ん
だ
改
革

　

２
０
０
９
年
は
政
治
・
経
済
と
も
に
大
き
な
変
化
の

あ
っ
た
年
だ
っ
た
。

　

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
大
き
な
時
代
の
転
換
期
と
い
え

ば
、
武
士
の
時
代
か
ら
近
代
へ
変
化
し
た
幕
末
か
ら
明
治

維
新
。
当
時
の
和
歌
山
の
人
々
は
激
動
す
る
時
代
を
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
、
生
き
て
き
た
の
だ
ろ
う
か

｜

…

　

和
歌
山
市
立
博
物
館
の
館
長
を
勤
め
る
寺
西
貞
弘
氏
に

お
話
い
た
だ
い
た
。

県内の主要書店で
絶賛発売中

江戸時代のベストセラーを再現!!
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和
歌
山
に
は
造
り
酒
屋
が
多
い
。

当
時
、
酒
は
贅
沢
品
だ
っ
た
が
、

そ
れ
を
買
う
人
も
多
い
か
ら
酒
屋

が
で
き
た
の
だ
。

出
版
文
化
に
し
て
も
そ
う
。
そ

の
日
暮
ら
し
を
し
て
い
る
人
が
本

な
ど
買
え
な
い
。
先
の
『
紀
伊
国

名
所
図
会
』
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

多
く
の
庶
民
が
こ
の
本
を
購
入
し

て
い
た
と
い
う
わ
け
だ
。
豊
か
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
よ
り
高
度
な
学

問
に
接
す
る
機
会
が
生
ま
れ
、
秀

で
た
人
物
も
多
く
育
っ
た
。

｜
維
新
前
夜
の
紀
州
藩

幕
末
の
和
歌
山
は
微
妙
な
立
場

に
あ
っ
た
。

徳
川
を
名
乗
る
家
は
全
部
で
七

家
あ
る
。
ま
ず
徳
川
将
軍
家
、
次

に
御
三
家
と
呼
ば
れ
る
尾
張
徳
川

家
・
紀
州
徳
川
家
・
水
戸
徳
川
家
、

そ
し
て
御
三
卿
と
呼
ば
れ
る
田
安

徳
川
家
・
一
橋
徳
川
家
・
清
水
徳

川
家
。
そ
の
中
で
最
も
都
（
京
都
）

に
近
い
の
は
紀
州
徳
川
家
だ
っ
た
。

具
体
的
に
は
「
天
下
の
台
所
」

大
阪
の
堂
島
の
米
相
場
が
わ
ず

か
１
時
間
後
に
は
手
旗
信
号
で

和
歌
山
に
伝
わ
っ
た
。
つ
ま
り

京
都
・
大
阪
の
尊そ

ん

王の
う

攘
じ
ょ
う

夷い

思
想

を
一
番
敏
感
に
察
知
し
て
い
た

の
が
紀
州
徳
川
家
だ
っ
た
。
も

う
徳
川
家
の
時
代
で
は
な
い
、

し
か
し
御
三
家
と
し
て
徳
川
家

を
支
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
…
。

そ
う
い
う
自
己
矛
盾
の
中
で
幕

末
を
過
ご
す
わ
け
だ
。

14
代
将
軍
徳
川
家
茂
は
紀
州
徳

川
家
出
身
だ
。
こ
の
家
茂
は
幕
府

軍
と
し
て
長
州
征
伐
を
行
っ
た
。

つ
ま
り
自
己
矛
盾
を
抱
え
た
ま

ま
、
徳
川
家
を
守
る
た
め
に
尊
王

攘
夷
思
想
を
討
ち
に
行
っ
た
わ
け

だ
。
し
か
し
、
大
村
益
次
郎
・

高
杉
晋
作
率
い
る
奇

兵
隊
に
惨
敗
し
た
。

紀州藩が設立した藩校。藩士やその子弟が主に儒学や国学を学んでいた。
画：岩瀬広隆「学習館全景」（城下町の風景ーカラーでよむ『紀伊国名所図会』）

和歌山市立博物館館長

寺西貞弘氏 （てらにしさだひろ）

１９５３年４月大阪府摂津市に生まれる。１９７８年３月関西大
学文学部史学科卒業（日本古代史専攻）。１９８９年３月関西
大学大学院博士課程後期課程修了、文学博士。職歴 １̶９８４
年１１月和歌山市立博物館学芸員。のち、同館学芸課長、副館
長を経て２００２年４月和歌山市立博物館館長（現在に至る）
専攻は日本史。主な著書に『古代天皇制史論』（昭和 63 年、
創元社）・『目で見る和歌山市の百年』（平成 6 年、郷土出版）・
『古代熊野の史的研究』（平成16 年、塙書房）ほか。
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敗
戦
し
た
紀
州
藩
は
何
を
し
た

か
と
い
う
と
、
兵
制
改
革
を
行
う

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
紀
州
藩
が

目
を
付
け
た
官
僚
が
津
田
出
だ
っ

た
。奇

兵
隊
は
画
期
的
、
四
民
平
等

の
軍
隊
だ
と
い
わ
れ
る
が
志
願

兵
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
津つ

田だ

出い
ず
る

の
考
え
た
兵
制
改
革
は
徴
兵
制

だ
っ
た
。

考
え
て
み
て
ほ
し
い
、
ま
だ
幕

末
は
武
士
の
社
会
な
の
だ
。
後

年
、
明
治
政
府
が
徴
兵
制
を
し
く

こ
と
に
な
る
が
、
武
士
達
か
ら
は

猛
反
発
を
受
け
た
。
そ
れ
を
明
治

維
新
前
に
紀
州
藩
は
武
士
社
会
の

中
で
徴
兵
制
を
し
い
て
し
ま
っ
た

の
だ
。

「
海
外
の
事
情
を
良
く
知
り
、

封
建
制
度
の
限
界
も
知
り
、
そ
れ

を
対
抗
勢
力
に
対
し
て
も
明
確
に

説
明
で
き
る
」

そ
れ
だ
け
の
能
力
の
持
ち
主
が

和
歌
山
に
は
い
た
。だ
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
実
行
で
き
た
の
だ
。

そ
し
て
最
終
局
面
で
自
分
た
ち

の
進
む
べ
き
道
を
正
確
に
見
つ

け
出
し
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
で

い
っ
た
わ
け
だ
。

｜
維
新
後
の
紀
州
藩

廃は
い

藩は
ん

置ち

県け
ん

に
よ
っ
て
御
三
家
の

う
ち
水
戸
徳
川
家
は
茨
城
県
、
尾

張
徳
川
家
は
愛
知
県
、
紀
州
徳
川

家
は
和
歌
山
県
に
な
っ
た
。

「
茨
城
」「
愛
知
」
の
地
名
は
各

藩
の
郡
名
か
ら
選
ば
れ
た
。
ま

た
和
歌
山
県
を
名
草
県
（「
名
草
」

は
当
時
の
紀
州
藩
の
郡
名
の
一

つ
）
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
と
い

い
う
。

し
か
し
城
下
町
和
歌
山
の
都
市

名
を
県
の
名
前
に
選
ん
だ
。
そ

れ
だ
け
当
時
の
政
府
か
ら
も
高

く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
か
。

維
新
前
は
8
万
人
ほ
ど
い
た
紀

州
藩
の
人
口
も
維
新
後
に
は
５
万

人
ほ
ど
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
。

地ち

租そ

改か
い

正せ
い

に
よ
っ
て
土
地
に
多

額
の
税
が
か
け
ら
れ
た
わ
け
だ

が
、
当
時
の
武
士
は
と
て
も
広
い

土
地
を
持
っ
て
い
た
た
め
郊
外
に

移
る
人
た
ち
が
多
か
っ
た
。ま
た
、

有
能
な
人
材
の
多
く
は
新
政
府
に

抱
え
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

が
明
治
維
新
後
、
和
歌
山
の
活
気

を
奪
っ
た
一
因
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
政
府
は
薩さ

っ

長
ち
ょ
う

藩は
ん

閥ば
つ

政せ
い

治じ

と

呼
ば
れ
、
大
臣
ク
ラ
ス
は
明
治
維

新
の
立
役
者
で
あ
る
薩
摩
・
長
州

の
人
間
で
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、

明
治
政
府
が
行
っ
た
お
も
な
施
政

は
廃
藩
置
県
・
地
租
改
正
・
徴
兵

制
な
ど
。
こ
れ
ら
を
事
務
的
に
処

理
す
る
有
能
な
能
吏
は
江
戸
時
代

に
こ
れ
ら
先
進
的
な
改
革
を
行
っ

た
紀
州
藩
の
官
僚
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
睦
奥
宗
光
・
津
田
出

や
旧
幕
府
軍
の
優
秀
な
人
材
が
新

政
府
の
官
僚
に
採
用

た
の
で
あ
る
。

和歌山城南側にある岡公園にたたずむ陸奥宗光像。和歌山城南側にある岡公園にたたずむ陸奥宗光像。

な
人
材
が
新

さ
れ
て
い
っ

和歌山城南側にある岡公園にたたずむ陸奥宗光像。和歌山城南側にある岡公園にたたずむ陸奥宗光像。

 

　
明
治
維
新
を
支
え
た
も
の

ア
ジ
ア
の
中
で
も
植
民
地
に
な
ら
な
か
っ
た
数
少
な
い
国

が
日
本
。

蒸
気
機
関
車
・
電
話
な
ど
新
し
い
文
明
に
触
れ
た
と
き
驚

く
だ
け
な
ら
誰
で
も
で
き
る
が
、
日
本
に
は
驚
く
だ
け
で
は

な
く
、
分
析
し
て
自
分
の
も
の
に
し
、
改
良
す
る
能
力
が
あ
っ

た
。
そ
れ
が
で
き
た
の
も
江
戸
時
代
に
は
、
す
で
に
豊
か
な

学
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
。

欧
米
人
が
日
本
に
来
た
と
き
驚
く
こ
と
は
、
日
本
人
の
識

字
率
の
高
さ
だ
っ
た
。
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
就
学
率
は

６
割
程
度
、
日
本
の
就
学
率
は
9
割
を
超
え
て
い
た
。「
こ
れ

ほ
ど
知
的
で
礼
節
に
か
な
っ
た
国
は
他
に
は
な
い
」
と
欧
米

人
は
日
本
を
評
し
て
い
た
と
い
う
。

「
明
治
維
新
は
文
明
開
化
だ
。
江
戸
時
代
は
因
習
に
満
ち
、

文
明
の
光
の
届
か
な
い
暗
い
時
代
」
…
そ
う
い
っ
た
認
識
が

あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
優
れ
た
学
識
が
な
け
れ
ば
明
治
時
代

はは
来来
なな
かか
っっ
たた
。「「
江江
戸戸
時時
代代
をを
もも
っっ
とと
見見
直直
すす
べべ
きき
だだ
」」
とと

最
後
に
寺
西
氏
は
熱
く
語
っ
た
。
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明治政府軍の礎をつくりだした男
慶応元年、紀州藩は幕府軍の主戦力として長州征伐に参加し、高杉晋作や

大村益次郎率いる近代化された奇兵隊に大敗北を喫する。藩主徳川茂
もち

承
つぐ

は徹

底した軍隊の近代化が必要と感じ、津田出を執
しっ

政
せい

大
たい

夫
ふ
※1 に抜擢した。津田

は身分に関係なく集められた人々が銃で武装する「銃隊」を創設したが、庶

民と同列に扱われることに不満をもった藩士達の圧力により罷
ひ

免
めん

される。し

かし、王政復古宣言※2 により幕府は崩壊し、再び執政として起用された津

田はかつての銃隊を徹底させ、明治２年に日本で初めての徴兵制度に基づく

交代兵を組織し、新政府軍の礎をつくりだした。

「カミソリ」とよばれた外務大臣
メキシコ合衆国と交わした日

にち

墨
ぼく

修
しゅう

好
こう

通
つう

商
しょう

条
じょう

約
やく

という、日本が外交史上諸外

国と締結した最初の平等条約により、諸外国との不平等条約に悩んでいた近

代日本の外交指針となった。その条約締結を指揮したのが、陸奥宗光である。

宗光は紀州藩士の６子として生まれる。神戸海軍操練所を経て海援隊に入り

坂本竜馬と行動を共にし、竜馬をして ｢（刀を）二本差さなくても食ってい

けよるのは、俺と陸奥だけじゃ｣ といわしめるほどの才能があった。維新後、

ヨーロッパで近代国家の在り方を勉強し、帰国後駐米大使に任じられた。

その後外務大臣となり、日墨修好通商条約、日
にち

英
えい

通
つう

商
しょう

航
こう

海
かい

条
じょう

約
やく

※3、下
しもの

関
せき

講
こう

和
わ

条
じょう

約
やく

※ 4 など、数多くの条約締結に尽力し日本の利益を確保することに奔

走している内に剃
かみ

刀
そり

大臣の異名がつくことになった。

イギリス人文学者小
こ

泉
いずみ

八
や く

雲
も

が「生ける神」と世界に紹介
ヤマサ醤油の当主で、勝海舟や津田出と交流があった梧陵を世界的に有名

にさせたのが、安政の大地震後に紀伊半島を大津波が襲った際の勇敢な行動

だった。

「西北ノ空特ニ暗黒ノ色帯、アタカモ長堤ヲ築キタルガ如シ」

大地震の翌日に高台から海を眺めていた梧陵が大津波を確認した瞬間、稲

刈り後の稲むらに火を放った。注意を集めることにより村人を高台に誘導し、

数多くの人命を救ったのは梧陵の機転である。大津波の後、梧陵は災害復旧

に当たったが、地震前の村に戻すのではなく再度大津波が襲っても村に被害

をおよばさないよう、延長600メートルの広
ひろ

村
むら

堤
てい

防
ぼう
※5を築く。私財を投げ打っ

て復興に尽くした梧陵は村人から「生き神」とたたえられ、稲むらの火の話

を小泉八雲※6がイギリスに紹介し世界的に有名となった。

-*$+"&. !/%)#(',

津田 出 
つだ いづる

1832年―1905年

陸奥 宗光 
むつ むねみつ

1844年―1897年

浜口 梧陵 
はまぐち ごりょう
1820年―1885年

浜口 梧陵 

陸奥 宗光 

津田 出

※1　執政大夫※1　執政大夫………………………………藩主に代わり、政治を執り行う家老に相当する官職。藩主に代わり、政治を執り行う家老に相当する官職。
※2　王政復古宣言…………明治天皇が「王政復古の大号令」を発令することにより、新政府の成立を宣言した。
※3　日英通商航海条約……不平等条約改政交渉の結果、ようやく達成できた最初の改正条約で、領事裁判権が撤廃された。
※4　下関講和条約…………1895年に日清戦争後の講和会議にて、日本と清の間で調印された講和条約の通称。
※5　広村堤防………………和歌山県広川町に現在も残っている防浪堤防。浜口梧陵墓とともに国の史跡指定されている。
※6　小泉八雲………………日本人の妻を持ち、日本に帰化したイギリス人。小説家・随筆家。
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和
歌
山
県
は
日
本
の
食
文
化
に

深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
、
航
海
技
術
の
発
達

に
よ
り
、
和
歌
山
県
の
食
文
化
は
大

き
く
発
展
す
る
。
紀
州
は
海
路
運
搬

を
通
し
て
江
戸
や
大
阪
、
京
都
と
直

結
し
、最
新
の
文
化
、情
報
を
キ
ャ
ッ

チ
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
海
国
を
背
景
に
新
た
な

漁
法
の
発
明
に
よ
っ
て
様
々
な
魚

が
獲
れ
る
様
に
な
っ
た
。
さ
ん
ま

漁
、
か
つ
お
の
一
本
釣
り
、
ケ
ン

ケ
ン
漁
は
和
歌
山
県
が
い
ち
早
く

ハ
ワ
イ
の
漁
法
を
取
り
入
れ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　
魚
を
獲
る
こ
と
に
優
れ
て
い
た

紀
州
人
は
、
長
く
美
味
し
く
食
す

方
法
を
発
明
し
て
い
っ
た
。
そ
の

調
理
方
法
は
今
日
の
和
歌
山
県
で

食
さ
れ
て
い
る
お
寿
司
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
紀
北
、
紀
中
地
域
の
代
表
的
な

山・川・海が育んだ　 　　
　　生鮮と保存の食文化

航
海
技
術
の

発
達
が
生
ん
だ

食
文
化

さば寿司小鯛雀寿司あゆ寿司

■取材協力
 和歌山大学 経済学部 市場環境学科 准教授
 フウドわかやま理事

 鈴木 裕範
■写真提供 フウドわかやま
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寿
司
に
は
、
さ
ば
寿
司
、
な
れ
寿

司
、
小
鯛
雀
寿
司
、
は
や
寿
司
、

柿
の
葉
寿
司
、
じ
ゃ
こ
寿
司
、
あ

ゆ
寿
司
が
あ
る
。
こ
れ
が
紀
南
地

域
に
な
る
と
さ
ん
ま
と
あ
ゆ
が
中

心
に
な
る
。
紀
北
、
紀
南
の
両
方

で
食
さ
れ
る
あ
ゆ
寿
司
は
、
調
理

の
仕
方
が
変
わ
る
。
紀
北
地
域
で

は
甘
露
煮
風
に
炊
い
て
ご
飯
に
の

せ
寿
司
に
し
て
い
る
が
、
紀
南
地

域
で
は
な
れ
寿
司
に
し
て
食
べ

る
。
特
に
古
座
川
に
は
平
安
時
代

に
書
か
れ
た
「
延
喜
式
」
で
朝
廷

に
献
上
し
た
あ
ゆ
の
な
れ
寿
司
に

類
す
る
寿
司
が
今
も
残
っ
て
い

る
。

　
秋
、
冬
の
和
歌
山
で
獲
れ
る
魚

は
格
別
お
い
し
い
。
だ
が
、
春
先

に
な
る
と
旬
を
過
ぎ
味
が
落
ち
て

し
ま
う
の
で
、
代
わ
っ
て
海
藻
類

の
寿
司
が
で
て
く
る
。
和
歌
山
市

内
で
は
わ
か
め
寿
司
、
田
辺
市
で

は
ひ
と
は
め
寿
司
、
串
本
に
い
く

と
ご
く
一
部
の
地
区
で
春
先
限
定

で
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
あ
ん
ろ
く

め
寿
司
が
あ
る
。
あ
ん
ろ
く
め
寿

司
は
地
元
の
家
庭
で
作
ら
れ
て
い

た
お
寿
司
で
、
ツ
ル
ツ
ル
と
し
た

喉
越
し
が
と
て
も
良
い
。

こ
の
よ
う
に
和
歌
山
県
で
は
そ
の

旬
の
食
材
を
新
鮮
な
ま
ま
食
す
文

化
と
、
山
に
運
ん
で
食
べ
ら
れ
る

よ
う
、
保
存
の
効
く
調
理
を
し
て

食
す
文
化
が
あ
る
。
同
じ
素
材
を

使
い
な
が
ら
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド

と
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
が
あ
る
の
も
楽

し
い
。

　
山
、
川
、
海
が
あ
る
和
歌
山
県

の
豊
か
な
風
土
が
も
た
ら
し
た
食

文
化
の
特
徴
だ
。
和
歌
山
県
に
生

き
て
き
た
人
々
は
、
多
く
の
食
材

に
恵
ま
れ
て
、
そ
の
食
材
を
取
る

技
術
、
お
い
し
く
食
す
方
法
を
工

夫
し
て
き
た
。
和
歌
山
県
の
食
文

化
は
、
今
日
の
日
本
の
食
文
化
の

発
展
に
大
き
く
関
わ
っ
て
き
た
と

い
え
る
。
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
を

知
り
、
も
っ
と
自
慢
し
て
い
い
。

風
土
が

も
た
ら
し
た

二
つ
の
食
文
化

龍神村の
柚
ゆ

べし
柚べしとは柚子の中身をく
りぬき、そこに味つけした
味噌を入れ、それを干し
熟成させて食べる料理で
ある。全国各地でお餅風和菓子
として存在しているが、龍神村で
作られる柚べしはスライスして食
せば酒一升飲めるといわれる程、
酒の肴である。また、茶粥や温
かいご飯のお供としてもおいしく
食べられる。現在、「龍神は～と」
という女性中心のグループが村お
こしの一環で作り、東京の伊勢
丹にも出品している。かの有名書
道家榊莫山氏の娘で、裏千家茶
道家の榊せいこさんもお正月には
この柚べしを食べに龍神に帰って
くるという。

じゃこ寿司なれ寿司さんま寿司

柿の葉寿司はやなれ寿司

龍神は～と
〒645-0525
和歌山県田辺市龍神村龍神165
TEL・FAX 0739-79-8068
営業時間10：00～17：00
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楠
山
商
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④

甚
風
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⑨

北
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茶
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い
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ぷ
く
⑤

倉
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⑩

太
田
味
噌
⑥

⑪玉井醤
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石碑⑫

おもちゃ博物館③
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原砂糖店②

角長醤油
⑦

●角長の職人蔵

本勝寺
●

●
真楽寺

深専寺
⑬
深専寺
⑬

宝林寺
●

●北の町老人憩いの家

JR
湯浅

紀
勢
本
線

楠
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店
④

●
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風
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⑨

北
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ぷ
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⑤
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●
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館
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⑩
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太
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噌
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り
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原砂糖店②

鎌田商店●

薬局●

湯浅家●

●

旧
湯
浅
信
用
金
庫

　
歴
史
深
い
の
に
気
取
ら
な
い
、

ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る

商
人
の
町
、
湯
浅
。

　
今
で
も
な
お
、
江
戸
時
代
か
ら

昭
和
に
か
け
て
の
建
物
が
当
時
の

ま
ま
の
様
子
で
立
ち
並
ん
で
い

る
。こ
の
味
わ
い
深
い
雰
囲
気
が
、

ま
る
で
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ

う
な
心
地
に
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
足
を
止
め
て
じ
っ
く
り
と
町
屋

を
眺
め
る
の
も
、
散
策
の
楽
し
み

方
の
ひ
と
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築

様
式
を
よ
く
見
る
と
、
時
代
に

よ
っ
て
少
し
ず
つ
違
っ
た
造
り
に

な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　
そ
の
時
代
を
見
分
け
る
ヒ
ン
ト

は
屋
根
瓦
と
軒
下
の
高
さ
。
江
戸

か
ら
明
治
に
か
け
て
は
、
丸
瓦
が

使
用
さ
れ
、
軒
下
は
低
く
建
て
ら

れ
て
い
る
。
大
正
以
降
に
な
る
と

波
瓦
に
変
わ
り
、
軒
下
は
高
く
な

る
。
さ
ら
に
総
二
階
と
呼
ば
れ
る

二
階
部
分
も
で
き
、
建
物
全
体
が

高
い
造
り
に
な
り
、
明
り
取
り
の

た
め
に
虫
小
窓
が
付
け
ら
れ
た
の

だ
そ
う
だ
。

　
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊

　
麹
の
香
り
に
誘
わ
れ
て
醤
油
や

金
山
寺
味
噌
の
老
舗
も
の
ぞ
き
た

く
な
る
。
ど
の
お
店
も
長
い
歴
史

を
重
ね
て
い
る
た
め
、
お
店
の
方

か
ら
貴
重
な
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
る
。
運
が
よ
け
れ
ば
、
中
も
拝

見
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
見
逃
せ
な
い
の
が
小し

ょ
う
じ路

で
あ
る
。
通
り
を
歩
い
て
い
る

と
、
細
い
小
路
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
「
こ
っ
ち
に
お
い
で
」
と
呼
ん

で
い
る
。
ふ
ら
り
と
入
っ
て
み
る

と
、
そ
こ
に
は
人
々
の
暮
ら
し
が

広
が
っ
て
い
て
、
の
ど
か
で
ゆ
る

り
と
し
た
時
間
が
流
れ
る
。
こ
こ

で
暮
ら
す
人
々
も
ま
た
、
私
た
ち

に
温
か
く
語
り
か
け
て
く
れ
る
。

　
町
で
は
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
方
々
が
笑
顔
で
声
を
か
け
て
く

れ
る
。甚
風
呂
に
続
く
小
路
に
は
、

地
元
の
方
が
運
営
す
る
休
憩
所
が

あ
る
。
こ
こ
で
も
、
た
っ
ぷ
り
と

お
し
ゃ
べ
り
が
楽
し
め
て
、
美
味

し
い
お
茶
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
る
。

　
趣
深
い
町
並
み
と
人
と
の
お

し
ゃ
べ
り
が
相
ま
っ
て
、
こ
の
町

は
私
達
の
心
を
ほ
っ
こ
り
と
癒
し

て
く
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
古
代
よ

り
旅
人
が
多
く
訪
れ
る
理
由
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
風
景
は

き
っ
と
変
わ
ら
ず
温
か
な
形
で
こ

こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

た
っ
ぷ
り
の
お
し
ゃ
べ
り
と
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
時
間
を

ゆ
っ
た
り
、ゆ
あ
さ
の
町
散
策

古く懐かしいおもちゃなど約 5,000 点を展示して
いる。館長からは、楽しいお話が聞ける。
●開館時間 土・日・祝祭日の 10：00 ～ 16：00
　3月以降は、金曜も開館。

明治中期頃では珍しい 3 階建てで、
当時は物見櫓から町並みを一望でき
たという。

軒下や軒先に配線された電線は、電
柱不要のため沿道家屋によく見られ
た。どこか懐かしい光景がここには
ある。

古い町屋や商屋に見られる建築様式
で、風通しを良くするため、裏まで
通り抜けの通路が設けられていて、
吹き抜けにもなっている。

丸瓦は江戸時代～明治時代の建造物
に使われた。

梁の上に立てた棟木を支える短い柱
で、当時格式の高い家に見られた。「う
だつの上がらない…」の語源になっ
ている。

②

③

④
湯浅湾で獲れた新鮮な旬の魚介類を販売してい
る。お刺身を注文し、お隣の「北町茶屋いっぷく」
さんで頂くことができる。

←おもちゃ博物館で、今も使われ
ているレジスター
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千年の時を経て、受け継がれる古き良き町並み
　その昔、上皇や貴族の間で熊野参詣が盛んに行わ

れ、室町時代後半には一般庶民もこぞって熊野に足を

運ぶようになる。もとより山側を通っていた熊野街道

は、当時湯浅党が統治していた治安の良い海側へと移

され、さらに大勢の旅人が行き交うようになった。

この街道沿いには多くの御茶屋や旅
はたご

籠、商店がずらり

と軒を連ね、長旅の疲れをゆっくりと癒す旅人で賑わ

いを見せた。

　熊野街道の界隈が発達して文化が生まれたと同時に

人口が増え、次に発達したのが鍛冶町。この町では大

工道具や鎧、兜など鉄を使った産業が主に栄えた。さ

らに北町では紀州藩の手厚い保護を受け、金山寺味

噌の製造過程から生まれた醸造業が大きく伸び、幕末

には醤油屋の数は九十二軒にも及んだ。今でもこの通

りを歩くと醤油の深い香りがふんわりと鼻をくすぐる。

　漁業が盛んだったことも、湯浅が栄えた理由の一つ。

近海はもちろんのこと、北は北海道から南は九州まで

日本各地の漁場を開拓していったのが、紀州の漁師。

彼らは全国の大都市に湯浅の醤油を運び、その土地

の物資を持ち帰ったことで湯浅はさらなる発展を遂げ

た。時を経て、今もこの町には『商人の町』の面影がしっ

かりと残っている。

江戸時代に創業。昭和後期まで営業を続けていたお風呂江戸時代に創業。昭和後期まで営業を続けていたお風呂
屋で旅人や漁師が多く利用した。昔は立ち湯が一般的で、
御影石でできた底が深い浴槽が印象的。その他、昔の民
具を資料として展示している。
●開館時間 10：00 ～ 16：00 水曜休館

200 年前の建物で今も金山寺味噌を醸
造・販売している。創業 400 年を誇る
この店では、仕込み・味付けも創業以
来、同じ方法で作られている。

白い土壁の倉庫が当時の
まま残されている。
写生に訪れる人も多い。

和歌山県指定文化財に認定されている。
表には、1857 年の南海大地震の戒めを後世に継ぐ為に建てられた石碑が
ある。

北町通りには、古くからの醤油屋・味噌屋があり、
今も醸造・販売されていて、通りを歩くと、香りが
ただよってくる。

江戸時代にあった民家を改装している。店内で
は時間がゆっくりと感じられ、疲れを癒してく
れる。

古く懐かしいおもちゃなど約 5,000 点を展示して
いる。館長からは、楽しいお話が聞ける。
●開館時間 土・日・祝祭日の 10：00 ～ 16：00
　3月以降は、金曜も開館。

明治中期頃では珍しい 3 階建てで、
当時は物見櫓から町並みを一望でき
たという。

取材協力 /半邊宗五（はんべそうご）氏：湯浅ボランタリーガイド協会世話人
湯浅町伝建地区の素晴らしさを、伝え広めるため、語り部として活動をされている。 お問い合せ：湯浅町観光協会 ☎0737-63-2525

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑨

⑩⑪ ⑫

天保 9年（1838）建立の熊野古道の道しるべ。
「すぐ熊野道」とはまっすぐ進むと熊野道という意味。

湯浅湾で獲れた新鮮な旬の魚介類を販売してい
る。お刺身を注文し、お隣の「北町茶屋いっぷく」
さんで頂くことができる。

醤油などをこの堀で船
に積み込みし、日本各
地に運搬していった。

「湯札」今でいう入浴券→

アクセス
●車の場合
 阪和自動車道　有田 I.C より約５分
 湯浅御坊道路　湯浅 I.C より約５分

●電車の場合
 JR きのくに線　湯浅駅下車

⑧

←おもちゃ博物館で、今も使われ←おもちゃ博物館で、今も使われ
ているレジスターているレジスター

⑬
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株式会社ウイング／一般商業印刷物の企画・デザイン・製造を主体とし、情報化サービスや印刷付帯サービス、さらにデジタルメディ
アなどの活用を視野に入れた「新しい印刷業」を目指している企業です。2010年 6月、弊社は設立30周年を迎えます。創業よ
り皆さまに支えていただきましたこと心より御礼申しあげます。30周年特別キャンペーンを企画しています。2010年 1月中旬
（予定）に弊社ホームページにてご案内いたしますのでお楽しみに。 ［沿革］創業1972年。設立1981年。2005年に中央印刷（予定）に弊社ホームページにてご案内いたしますのでお楽しみに。 ［沿革］創業1972年。設立1981年。2005年に中央印刷
株式会社から株式会社ウイングに社名変更。本社、和歌山市梶取。従業員56名。
　　　　　　　　【お問い合わせ先】 0120-13-6700 http://w-i-n-g.jp
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