


メ
イ
ン
会
場
の
紀
三
井
寺
運
動
公
園
や
、

国
体
道
路
な
ど
、
黒
潮
国
体
の
た
め
に
多

数
の
施
設
や
道
路
が
整
備
さ
れ
た
。
そ
し

て
そ
れ
ら
は
、
全
国
か
ら
の
来
訪
者
を
迎

え
た
当
時
の
県
民
の
熱
気
を
伝
え
て
い
る
。

県
民
総
参
加
で
行
っ
た
イ
ベ
ン
ト
の
ひ

と
つ
が
、
８
千
人
を
超
え
る
ラ
ン
ナ
ー
が

参
加
し
た
「
炬
火
リ
レ
ー
」
だ
。
熊
野
三

山
、
高
野
山
で
採
火
し
た
炬
火
は
、
白
浜

町
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
14
日
間
か
け
て
メ

イ
ン
会
場
に
届
け
ら
れ
た
。
ラ
ン
ナ
ー
は

小
学
生
か
ら
高
齢
者
ま
で
。
県
民
の
国
体

ム
ー
ド
を
充
分
盛
り
上
げ
た
。

国
体
１
０
０
日
前
を
記
念
し
、
和
歌

山
市
で
夕
涼
み
歩
行
者
天
国
が
実
施
さ
れ

た
の
は
7
月
10
日
。
本
町
付
近
に
は
約

10
万
人
の
人
出
が
あ
っ
た
。
国
体
開
催
決

定
時
か
ら
、
県
内
で
は
花
と
緑
い
っ
ぱ
い

運
動
や
、
清
潔
運
動
、
親
切
運
動
が
展
開

さ
れ
て
お
り
、
県
民
が
い
か
に
国
体
を
心

待
ち
に
し
て
い
た
か
が
伺
わ
れ
る
。

大
会
期
間
中
に
は
、
会
場
の
清
掃
や
競

技
場
の
整
備
で
県
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

活
躍
。
大
会
を
運
営
す
る
上
で
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
協
力
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
だ
っ
た
。

ま
た
、
県
外
か
ら
の
選
手
団
の
宿
泊
を

受
け
入
れ
る
民
泊
は
、
出
場
者
と
地
元
住

民
が
絆
を
深
め
る
き
っ
か
け
に
。
県
民
の

心
を
こ
め
た
お
も
て
な
し
は
好
評
で
、
大

会
終
了
後
に
は
、
地
元
住
民
と
選
手
が
別

れ
を
惜
し
む
場
面
も
多
く
見
ら
れ
た
。

県
民
の
熱
い
後
押
し
も
あ
り
、
和
歌
山

県
選
手
団
は
、
男
女
総
合
成
績
1
位
に
与

え
ら
れ
る
天
皇
杯
を
獲
得
、
女
子
総
合
成

績
で
も
第
2
位
と
好
成
績
を
収
め
る
。
選

手
の
大
活
躍
と
、
黒
潮
国
体
の
た
め
に
一

丸
と
な
っ
た
県
民
の
熱
気
は
、
今
も
多
く

の
人
の
心
に
焼
き
付
い
て
い
る
。

　

昭
和
46
年
（
１
９
７
１
）
10
月
24
日
、
ス
タ
ン
ド
を
埋
め
尽
く
し
た
大
観

衆
が
見
守
る
中
、
紀
三
井
寺
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
の
炬き

ょ

火か

台
に
炎
が
灯
さ

れ
、
第
26
回
国
民
体
育
大
会
「
黒
潮
国
体
（
秋
季
大
会
）」
の
幕
が
開
い
た
。

全
国
か
ら
約
1
万
６
千
人
の
選
手
団
を
迎
え
た
県
を
挙
げ
て
の
一
大
イ
ベ
ン

ト
は
、
１
０
４
万
県
民
あ
げ
て
の
英
知
と
努
力
が
実
を
結
ん
だ
祭
典
だ
っ
た
。

①盛大に行われた開会式。②歓
声を揚げる子どもたち。③全国
から 15,000 人以上の選手団が
参加した。④和歌山市本町付近
で実施された歩行者天国。⑤熊
野三山、高野山で採火した炬火。
⑥県内各地を巡った炬火リレー。
写真は打田町（現紀の川市）。

①

②

③

④

⑤

⑥

黒潮国体
あの熱気をふたたび

平
成
27
年
（
２
０
１
５
年
）、
和
歌
山
で
は
2
度
目

と
な
る
第
70
回
国
民
体
育
大
会
「
紀
の
国
わ
か
や
ま

国
体
」
が
開
催
さ
れ
る
。
開
催
ま
で
2
年
を
切
り
、

膨
ら
む
県
民
の
期
待
。
そ
の
ム
ー
ド
に
、
前
回
大
会

の
記
憶
を
重
ね
合
わ
せ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
今
を

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
40
年
以
上
、
和
歌
山
で
初
め
て

開
催
さ
れ
た
国
体
「
黒
潮
国
体
」
の
熱
気
と
は
―
。

和
歌
山
市
本
町
２
丁
目
付
近
。
炬
火
ラ
ン
ナ
ー
に
沿
道
か
ら
声
援
が
飛
ぶ
。

【写真・動画提供】紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会実行委員会ARAR
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出
場
を
機
に
和
歌
山
に
定
住

黒
潮
国
体
で
は
、
県
勢
の
競
技

力
の
向
上
を
目
的
に
、
国
内
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
選
手
、
指
導
者
が
招

聘
さ
れ
た
。
当
時
、
県
選
手
団
と

し
て
出
場
し
た
他
県
出
身
者
の
な

か
に
は
、
そ
の
ま
ま
和
歌
山
に
移

り
住
ん
だ
人
も
少
な
く
な
い
。
福

島
県
出
身
で
、
黒
潮
国
体
の
自
転

車
競
技
に
出
場
し
た
福
原
広
次
さ

ん
も
そ
の
ひ
と
り
だ
。

東
京
五
輪
に
出
場
、
続
く
メ
キ

シ
コ
五
輪
の
あ
と
に
引
退
し
て
い

た
の
で
、
黒
潮
国
体
に
は
指
導
者

と
し
て
参
加
す
る
つ
も
り
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
和
歌
山
に
来
て
み
る

と
選
手
で
出
て
く
れ
と
い
う
話
に

な
っ
た
。
五
輪
選
手
だ
か
ら
国
体

く
ら
い
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
。

そ
し
て
本
番
、
自
転
車
競
技
は

何
人
か
入
賞
者
を
出
し
た
も
の
の
、

も
う
ひ
と
つ
振
る
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
悔
し
か
っ
た
の
は
、
自
転
車

競
技
の
総
合
優
勝
を
福
島
県
に

持
っ
て
い
か
れ
た
こ
と
で
す
。
福

島
は
初
優
勝
で
し
た
。

温
暖
な
和
歌
山
に
驚
き

県
勢
が
思
っ
た
よ
う
な
成
績
を

残
せ
な
か
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に

は
、
選
手
の
の
ん
び
り
し
た
性
質

が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
穏
や
か

な
気
候
で
育
っ
た
せ
い
か
、
和
歌

山
の
選
手
は
「
絶
対
勝
つ
」
と
い

う
気
迫
が
薄
い
。
私
が
育
っ
た
東

北
の
選
手
と
は
違
い
ま
し
た
ね
。

和
歌
山
に
来
て
い
ち
ば
ん
驚
い

た
の
は
、
冬
に
雪
が
降
ら
な
い
こ

と
。
私
は
那
須
山
系
（
福
島
県
と

栃
木
県
の
県
境
）
の
麓
で
育
ち
ま

し
た
か
ら
、
冬
は
雪
に
埋
も
れ
て

し
ま
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
和
歌
山

の
暖
か
い
冬
に
は
衝
撃
を
受
け
ま

し
た
。

当
時
は
何
か
に
つ
け
て
ま
だ
の

ん
び
り
し
た
時
代
で
、
よ
く
練
習

に
利
用
し
た
大
浦
街
道
は
車
が
少

な
く
、
走
り
込
み
に
最
適
で
し
た
。

国
体
の
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
用
コ
ー
ス

は
、
み
か
ん
畑
の
中
を
走
り
抜
け

る
よ
う
な
道
で
し
た
よ
。

県
勢
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
尽
力

黒
潮
国
体
の
あ
と
も
、
和
歌
山

県
の
指
導
者
と
し
て
30
年
以
上
、

国
体
に
出
場
し
ま
し
た
。
そ
の

間
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム
の
監
督
、

コ
ー
チ
も
務
め
、「
和
歌
山
に
福

原
あ
り
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
私
の
誇
り

で
す
ね
。

現
在
は
「
ス
ポ
ー
ツ
吹
矢
」
と

い
う
競
技
の
普
及
に
努
め
て
い
ま

す
。
紀
の
国
わ
か
や
ま
国
体
で
も

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー

ツ
と
し
て
実
施
さ
れ
る
の
で
、
ぜ

ひ
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た

い
で
す
ね
。

黒
潮
国
体
で
は
、
一
般
家
庭
に

選
手
が
宿
泊
す
る
「
民
泊
」
が
県

内
各
地
で
実
施
さ
れ
た
。
福
原
さ

ん
が
受
け
入
れ
た
の
は
、
出
身
地

の
福
島
県
選
手
団
だ
っ
た
。

黒
潮
国
体
の
と
き
、
福
島
県
の

選
手
が
私
を
頼
っ
て
き
ま
し
た
。

「
泊
め
て
く
れ
」
と
。
そ
こ
で
選
手

団
の
民
泊
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に

し
た
ん
で
す
。
結
局
、
そ
の
福
島

に
優
勝
を
持
っ
て
い
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
今
と
な
っ

て
は
そ
れ
も
い
い
思
い
出
で
す
。

粉
河
町
に
あ
っ
た
田
中
秀
樹
さ

ん
（
社
会
福
祉
法
人
一
麦
会
理
事

長
）
の
実
家
は
、
レ
ス
リ
ン
グ
選

手
の
民
泊
を
受
け
入
れ
た
。

若
い
人
が
た
く
さ
ん
や
っ
て
来

て
、
両
親
が
喜
ん
で
い
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。
十
分
な
お
も
て
な

し
が
で
き
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
絆
が
深
ま
っ
た
の
は
確
か
で
、

県
勢
だ
け
で
な
く
、
宿
泊
し
て
く

れ
た
選
手
も
応
援
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
国
体
を
身
近
に
感
じ

た
出
来
事
で
し
た
ね
。

地域ぐるみで選手団を歓迎した。

好評だった民泊、楽しげな１コマ。 県民と選手団の間には絆が生まれた。

県
営
秋
葉
山
県
民
プ
ー
ル
を
主
会
場
に

実
施
さ
れ
た
水
泳
競
技
。

ヨ
ッ
ト
競
技
は
和
歌
浦
湾
で
実
施
。

日
置
川
町
立
総
合
運
動
場
（
現
白
浜
町
立
総

合
運
動
場
）
で
実
施
さ
れ
た
テ
ニ
ス
競
技
。

体
操
競
技
の
会
場
と
な
っ
た

県
立
体
育
館
。

選
手
は
躍
動
感

溢
れ
る
姿
を
見
せ
た
。

広がる
国体の輪

絆を深めた
民泊

【取材協力】福
ふく

原
はら

 広
ひろ

次
つぐ

 氏
自転車競技で五輪出場。
黒潮国体出場を機に福島県から
和歌山県に移住した。
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暮
ら
し
と
共
に
あ
っ
た
歌

街
を
歩
け
ば
た
く
さ
ん
の
音

が
あ
ふ
れ
、
私
た
ち
の
意
思
と

は
関
係
な
く
勝
手
に
耳
に
入
っ

て
く
る
。
そ
ん
な
音
の
洪
水
の

な
か
で
も
、
平
気
で
過
ご
せ
る

私
た
ち
の
日
常
は
、
あ
る
意
味

で
悲
し
い
現
実
か
も
し
れ
な
い
。

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
が
普
及
し

て
い
な
い
こ
ろ
な
ら
、
海
の
波

音
や
川
の
せ
せ
ら
ぎ
、
木
々
を

揺
ら
す
風
の
音
、
地
面
を
た
た

く
雨
音
な
ど
、
自
然
の
音
に
耳

を
傾
け
て
、
様
々
な
こ
と
に
思

い
を
馳は

せ
て
い
た
だ
ろ
う
。

人
々
を
取
り
巻
い
て
い
た
の

は
自
然
の
音
ば
か
り
で
は
な
い
。

田
植
え
唄
や
木こ

挽び

き
唄
、
酒
造

り
唄
な
ど
、
作
業
を
す
る
と
き

　
い
ま
地
方
を
活
動
拠
点
と
す
る
ご
当

地
ア
イ
ド
ル
や
、
地
域
色
を
タ
イ
ト
ル

や
歌
詞
に
盛
り
込
ん
だ
ご
当
地
ソ
ン
グ

が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
楽

曲
が
人
々
に
愛
さ
れ
る
の
は
今
も
昔
も

変
わ
ら
な
い
。
民
謡
や
わ
ら
べ
う
た
な

ど
は
、
古
く
か
ら
愛
さ
れ
唄
い
継
が
れ

て
い
る
ご
当
地
ソ
ン
グ
だ
。

と
ん
と
ん
お
寺
の

根
来
の
子
守
唄

日
高
川
町
に
あ
る
道ど
う

成じ
ょ
う

寺じ

は
、
安あ
ん

珍ち
ん

と
清き
よ

姫ひ
め

の
凄せ
い

惨さ
ん

な
物
語
で
全
国
的
に

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
安
珍
清
姫
伝
説
は
、
能
を
は
じ
め
と
し
て
歌
舞

伎
や
浄
瑠
璃
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
の
題
材
と
な
り
、い
わ
ゆ
る
「
道
成
寺
物
」

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
生
ま
れ
る
ほ
ど
流
行
し
た
。
演
目
ご
と
に
話
の
展
開
や
人

物
設
定
が
異
な
る
が
、
現
在
で
も
映
画
や
フ
ラ
メ
ン
コ
に
至
る
ま
で
た
く
さ
ん

の
作
品
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
山
に
伝
わ
る
「
わ
ら
べ
う
た
」
の
な
か

に
も
、
道
成
寺
の
安
珍
清
姫
伝
説
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
ん
と
ん
お
寺
の　

道
成
寺

釣
鐘
下お

ろ
い
て　

身
を
か
く
し

安
珍
清
姫　

蛇じ
ゃ
に
化
け
て

七な
な
重よ

に
巻
か
れ
て

ひ
と
ま
わ
り　

ひ
と
ま
わ
り

こ
れ
は
小
学
校
の
音
楽
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
「
手
ま
り

唄
」
だ
。
県
外
の
人
で
も
、
小
学
校
の
授
業
で
習
っ
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。

１
番
目
の
歌
詞
で
は
安
珍
清
姫
伝
説
が
歌
わ
れ
、
続
く
２
番
目
の
歌
詞
で
は

道
成
寺
の
境
内
の
様
子
が
歌
わ
れ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
地
域
に
よ
っ
て
歌
詞
の
異
な
る
わ
ら
べ
う
た
の
ひ
と
つ
だ
。

現
在
、
広
く
歌
わ
れ
て
い
る
「
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ　

お
こ
ろ
り
よ
」
で
始

ま
る
子
守
唄
の
ル
ー
ツ
は
江
戸
の
子
守
唄
と
さ
れ
、
参
勤
交
代
や
行
商
の
往
来

に
よ
っ
て
全
国
に
伝
わ
り
、
ま
た
そ
の
土
地
の
文
化
や
風
習
が
歌
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

紀
北
地
方
で
広
く
伝
え
ら
れ
る
「
根
来
の
子
守
唄
」
も
そ
う
し
た
な
か
の
ひ

と
つ
だ
が
、
多
く
の
子
守
唄
が
子
ど
も
を
寝
か
し
つ
け
る
「
寝
さ
せ
歌
」
や
起

き
た
子
を
あ
や
す
「
遊
ば
せ
歌
」
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
当
時
の
根
来
の
様

子
を
色
濃
く
伝
え
る
歌
詞
が
特
徴
的
だ
。　

ね
ん
ね
根
来
の　

覚
ば
ん
山
で

と
し
ょ
じ　

来
い
よ
の　

鳩
が
鳴
く

ね
ん
ね
根
来
の　

よ
う
な
る
鐘
は

一
里
き
こ
え
て　

二
里
ひ
び
く

こ
の
歌
詞
は
根
来
寺
境
内
に
石
碑
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
覚
ば
ん

山
と
は
覚か
く
鑁ば
ん
上
人
の
ひ
ら
い
た
根
来
寺
一
帯
を
差
し
て
お
り
、“
と
し
ょ
じ
”

に
は
年
寄
り
の
意
味
も
あ
る
が
、
東
照
神
す
な
わ
ち
徳
川
家
康
を
あ
ら
わ
し
、

天
正
13
年
（
1
5
8
5
）
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
根
来
攻
め
の
際
、
徳
川
方
の

援
軍
を
願
っ
た
歌
詞
だ
と
す
る
説
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
根
来
の
子
守
唄
で
も
別
の
歌
詞
で
は
、
根
来
寺
の
ふ
も
と
西
坂

本
に
あ
る
豪
家
の
娘
が
嫁
入
り
の
際
、
通
り
か
か
っ
た
池
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
大

蛇
に
さ
ら
わ
れ
た
と
い
う
伝
説
を
歌
っ
た
も
の
も
あ
り
、
歌
と
地
域
の
人
々
と

が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

に
は
様
々
な
仕
事
唄
が
歌
わ

れ
、
民
謡
と
し
て
各
地
で
伝
え

ら
れ
て
い
た
。

子
ど
も
た
ち
の
世
界
も
同
じ

だ
。
子
守
り
唄
や
遊
び
唄
な

ど
、
そ
の
土
地
に
古
く
か
ら
伝

え
ら
れ
た
歌
が
口
ず
さ
ま
れ

て
い
た
。
人
々
の
暮
ら
し
に

は
、
い
つ
も
歌
が
一
緒
に
あ
っ

た
の
だ
。

遊
び
の
な
か
の伝

承
文
化

子
ど
も
た
ち
は
夕
暮
れ
ま
で

遊
び
ま
わ
り
、
色
々
な
「
わ
ら

べ
う
た
」
を
口
ず
さ
ん
で
い

た
。
子
守
唄
、
手
ま
り
唄
、
数

え
唄
、
し
り
と
り
唄
、
唱
え
唄

（
お
ま
じ
な
い
）
な
ど
、「
わ
ら

べ
う
た
」
は
遊
び
の
な
か
で
生

ま
れ
歌
い
継
が
れ
た
伝
承
文

化
と
い
え
る
。

ま
た
、
口
伝
え
さ
れ
る
過

程
で
、
地
域
の
生
活
環
境
や

方
言
の
違
い
、
遊
び
の
種
類

な
ど
の
変
化
を
受
け
や
す
く
、

歌
詞
や
メ
ロ
デ
ィ
に
地
域
差

や
時
代
差
が
で
る
。
同
じ
歌

で
あ
っ
て
も
遊
び
方
が
違
っ

た
り
す
る
の
だ
。

全
国
的
に
は
〝
か
ご
め
か
ご

め
〟や〝
花
い
ち
も
ん
め
〟、〝
あ

ん
た
が
た
ど
こ
さ
〟
に
〝
ゆ

び
き
り
げ
ん
ま
ん
〟
な
ど
が

知
ら
れ
て
い
る
が
、
和
歌
山

に
も
長
い
時
代
を
経
て
、
人

か
ら
人
へ
と
伝
え
ら
れ
て
き

た
歌
が
数
多
く
あ
る
。
時
代

の
流
れ
の
な
か
で
、
そ
の
影

が
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、

貴
重
な
文
化
を
見
つ
め
直
し

て
み
た
い
。

ARARARAR

ARAR
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美しい海を眺めながら温泉を楽しみ、歴史を探る

①本覚寺
白浜で最も古い
お寺で、別名「貝寺」と呼ばれる。多くの
貝を収集し、展示している。

⑤中村憲吉の歌碑
近代日本の代表的な歌人（1889
～ 1934）。アララギ派の有力な
歌人として活躍した。昭和 2 年
に白浜に来て詠んだ歌のひとつ
が歌碑になっている。

⑦有間皇子之碑
謀反の疑いで捕らえられ、処刑された悲
劇の皇子。彼は伯母の斉明天皇に牟婁の
湯に行くことを勧めた。

⑩高浜虚子の句碑
明治～昭和期の俳人、小説家（1874 ～
1959）。昭和８年熊野巡遊の際に白浜を
詠んだ句の句碑が白良浜を見渡す海辺に
建てられている。

⑪行幸源泉
歴代の天皇や有間皇子も入ったと言われ、
1400 年前から続く最も歴史ある源泉。
湧出量も豊かでここから外湯の「崎の湯」

「牟婁の湯」へ供給している。

⑬反対たまご
温泉街の名物といえばやは
り温泉たまご。黄身が固ま
り、白身が半熟の温泉たま
ごで「反対たまご」と呼ばれ、
観光客に人気だ。

⑫行幸の芝の碑
行幸の芝とは、天皇が湯治の
ために滞在する行宮（あんぐう）
跡地が畑となった場所。

④白良浜
日本の渚百選にも選定された近畿屈指の
海水浴場。石英を成分とするサラサラの
砂が有名だ。

②熊野三所神社
熊野の三所（本宮、速玉、那智）を奉斎
した古い歴史を持つ社で、境内には「火
雨塚古墳（ヒサメヅカコフン）」という紀南
を代表する古墳の史跡がある。

⑨真白良媛像
有間皇子を慕ってひたすら皇子の帰りを
待ったという創作の悲話に出てくる女性の
像。白浜でとれるという「ホンガクジヒガイ」
という貝を抱いている。

⑭崎の湯
目の前に太平洋が広がる開放感あふれる露天風呂の
共同浴湯。万葉の昔から「湯崎七湯」のひとつといわ
れ、その風情は古えの姿に近い形を残している。

【定休日：水曜】

⑧牟婁の湯
かつて「日本書紀」や「万葉集」にも登場した歴史を
持つ由緒ある温泉。まぶ湯と行幸湯（みゆきゆ）の 2
つの源泉からお湯をひいている。【定休日：火曜】

⑥しらすな
海水浴場に隣接した温泉施設で、冬は「足湯」として
ベンチも用意され、夏は水着着用で入る混浴露天風
呂になる。【定休日：月曜（7/1 ～ 9/30 は無休）】

③白良湯
白良浜の目前にある温泉で、
1 階は木造りの休憩所があり、お風呂のあとゆったり
とくつろげるスペースになっている。【定休日：木曜】

ま
ず
は
、
白
浜
で
は
最
古
の
寺
「
本ほ

ん

覚か
く

寺じ

」
を
め
ざ
す
。
最
寄

り
の
バ
ス
停
・
瀬
戸
の
浦
を
降
り
る
と
す
ぐ
に
見
え
て
く
る
。
紀
州

徳
川
家
の
崇
敬
が
あ
つ
く
、
付
近
で
と
れ
た
珍
し
い
貝
殻
を
藩
主
に

献
上
す
る
白
浜
の
慣
例
に
従
い
、
多
く
の
貝
殻
を
集
め
た
こ
と
か
ら
、

別
名
『
貝
寺
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
円
月
島
を
右
に
眺
め
な
が
ら
進

む
と
、「
熊く
ま
野の

三さ
ん
所し
ょ
神じ
ん
社じ
ゃ
」
の
鳥
居
が
右
側
に
見
え
て
く
る
。
権
現

崎
の
付
け
根
辺
り
に
鎮
座
し
、
熊
野
三
山
の
別
宮
的
存
在
で
あ
る
。

社し
ゃ
叢そ
う（
神
社
の
森
）と
し
て
、県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
進
む
と
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
向
こ
う
に
は
「
白し
ら
ら
は
ま

良
浜
」
が
一

望
で
き
る
。

次
に
海
岸
通
り
沿
い
の
「
白
良
湯
」
を
め
ざ
す
。
こ
こ
は
番
台
が

あ
り
、昔
な
が
ら
の
銭
湯
を
思
わ
せ
る
温
泉
だ
。
さ
ら
に
進
む
と「
し

ら
す
な
」
が
あ
る
。
水
着
を
着
た
ま
ま
入
る
混
浴
露
天
風
呂
で
、
冬

は
足
湯
と
し
て
利
用
で
き
る
。
礦ま
ぶ
湯ゆ

を
湯
元
と
す
る
正
真
正
銘
の
天

然
温
泉
だ
。
そ
の
裏
手
に
あ
る
「
中な
か

村む
ら

憲け
ん

吉き
ち

の
歌か

碑ひ

」
は
、
白
浜
の

風
情
、
風
景
に
魅
せ
ら
れ
た
、
多
く
の
歌
人
の
歌
碑
や
句
碑
の
一
つ

だ
。
道
路
を
渡
っ
て
す
ぐ
右
手
に
は
、
白
浜
を
舞
台
に
、
悲
劇
の
皇

子
と
し
て
日
本
書
紀
に
登
場
し
、
白
浜
温
泉
の
名
を
広
く
世
に
知
ら

し
め
た
「
有あ
り

間ま
の

皇み

子こ

之
碑
」
が
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
、
風
格
あ
る
佇
ま
い
の
「
牟む

婁ろ

の
湯
」
へ
と
進
む
。
日

本
書
紀
に
も
牟
婁
の
温
湯
で
登
場
し
、
礦
湯
・
行み
ゆ
き
ゆ

幸
湯
の
２
種
類
の

源
泉
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
歴
史
あ
る
外
湯
だ
。
さ
ら
に
歩
く
と

「
真ま
し
ら
ら
ひ
め

白
良
媛
像
」・「
高た
か
浜は
ま
虚き
ょ
子し

の
句
碑
」
が
あ
る
。
坂
道
を
上
が
る

と
「
行み
ゆ
き幸
源げ
ん
泉せ
ん
」
の
鉄
柱
が
そ
び
え
、
辺
り
に
は
硫
黄
の
匂
い
が
漂

う
。
白
浜
最
古
の
源
泉
で
、
天
皇
が
都
を
離
れ
て
外
出
す
る
時
に
い

う
言
葉
『
行ぎ
ょ
う

幸こ
う

』
に
由
来
す
る
。
温
泉
風
情
を
楽
し
み
な
が
ら
、
さ

ら
に
進
む
と
「
行み
ゆ
き幸
の
芝
の
碑
」
が
あ
る
。

少
し
戻
っ
て
温
泉
街
名
物
の
「
反
対
た
ま
ご
」
の
お
店
で
温

泉
玉
子
を
頂
く
。
そ
し
て
今
回
の
最
終
地
点
「
崎さ
き

の
湯
」
に
到

着
。
太
平
洋
と
一
体
と
な
っ
た
気
分
を
味
わ
え
る
こ
の
露
天
風
呂
は
、

一
三
五
〇
年
の
歴
史
を
持
ち
、
か
つ
て
天
皇
・
貴
族
ら
が
好
ん
で
入

浴
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
白
浜
は
、
日
本
を
代
表
す
る
有
馬
温
泉
や
道
後
温
泉
に
並
ぶ
、
日
本
三
古
湯
の
ひ
と
つ
。

飛
鳥
・
奈
良
朝
の
時
代
か
ら
多
く
の
天
皇
・
宮
人
が
訪
れ
、

海
岸
美
の
名
勝
と
、
古
く
か
ら
愛
さ
れ
る
温
泉
街
の
歴
史
を
ひ
も
解
き
な
が
ら
歩
く
…

ぶ ら り 湯

しらはまウォーク

ARAR
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日本全国に 200 万人いるといわれる
「鈴木さん」。そのルーツが海南市の藤白
神社敷地内にある鈴木屋敷だ。昭和の
初頭まで鈴木宗家が住んでいたこの屋敷
は、その後、無人となり荒廃した。しか
し、近年は「鈴木屋敷を守る会」を中心
に保存活動が活発化している。そんなな
か、海南市で行われた第 7 回全国鈴木
サミットに合わせ、同会が『紀州藤白 鈴
木屋敷ものがたり』を発行。発起人の角
谷勝司さん（株式会社サンコー相談役）
には、同書にかける熱い「想い」があった。

海南市は鈴木姓の発祥の町ですが、
現在の海南市には40戸ほどしかありま
せん。そのため鈴木姓発祥の町である
ことが町の誇りとなっていなかった。鈴
木屋敷も藤白神社の宮司が守ってくれて
いましたが、ひとりの力では地元の総意
とはいえませんよね。その状況をなんと
かしたいと宮司や鈴木会の方 に々相談し、
昨年2月「鈴木屋敷を育てる会」を結成
しました。そして第 6回で中断していた
鈴木サミットを地元海南市でやろうと決
めたのです。
鈴木サミットを鈴木宗家の海南市でや
ると決めたからには盛大にやりたい。県
をあげておもてなしするべく、知事、市長、
代議士もまきこみました。熱意をもって
自筆の手紙を送り、日本一有名な鈴木さ

んであるスズキ自動車の鈴木会長にきて
いただくことに成功。せっかく全国の鈴
木さんにきていただくので、何かお土産
を、ということでできたのが、『鈴木屋
敷ものがたり』です。
この本は小学校高学年の子どもから
読めるようにしてもらいました。サミット
以外に、海南市の小中学校にも無料配
布してもらいましたよ。すぐ浸透すると
いうことはないでしょうが、常に話題を
つくっていきたいですね。藤白神社で配
布していますが、県外の方に好評で、よ
く持ち帰ってくれているようです。

これまでにも何冊かの自費出版本を発
行してきた角谷さん。その原動力たる「想
い」をうかがった。
私は頑張ることでできる心のよりどこ
ろを「心

しんばしら
柱」と呼んでいますが、この無

形の心の財産を文字を通して残していき
たいと思っています。心柱を綴ることで
目に見えるようになった「想い」は、ずっ
と後世に残っていくと思っています。

地元を応援したい、関わる人々に心柱
を残したいと終始、語ってくれた角谷さ
ん。にこやかに、かつ情熱的に語る「人
に喜んでもらえるために、死ぬまでお役
に立てることをしていきたい」との言葉
から、本に込めた信念が伝わってきた。

想いを

vol.1

カタチに
　
今
回
は
、
こ
の
季
節
に
耳
に
す
る
和
歌
山
弁
を
編
集
部
で
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
。
こ
ん
な
こ
と
ば
が
あ
る
、
あ
ん
な
こ
と
ば
も
あ
っ
た
と
、

会
話
が
弾
ん
だ
。
読
者
の
み
な
さ
ん
も
、
ま
わ
り
の
方
々
と
和
歌
山

弁
の
お
も
し
ろ
さ
を
再
発
見
し
て
み
て
は
？

手
袋
を
は
く

手
袋
を
さ
す

は
ん
ち
ゃ

ど
ん
だ

き
け
る
＝
疲
れ
る
。
ば
て
る
。

は
し
か
い
＝
喉
が
チ
ク
チ
ク
と
む
ず
が
ゆ
い
。 

き
づ
か
い
な
い
＝
大
丈
夫
。

「
き
け
て
な
い
か
い
？
」（
疲
れ
て
い
な
い
？
）

「
か
で
ひ
い
て
、
の
ど
は
し
か
い
ん
よ
。
き
づ
か
い
な
い

で
。」（
風
邪
を
ひ
い
て
喉
が
痛
い
ん
だ
。
大
丈
夫
だ
よ
）

が
い
に
・
や
に
こ
い
・
ど
て
ら
い
＝
と
て
も
。
す
ご
い
。 

ち
っ
と
う
・
ち
っ
た
か
し
・
ち
ょ
と
か
い
＝
少
し
。

ひ
や
こ
い
・
ひ
ゃ
っ
こ
い
＝
寒
い
。
冷
た
い
。 

「
け
さ
は
、
が
い
に
ひ
ゃ
っ
こ
い
の
ー
。」（
今
朝
は
、
や

け
に
寒
い
〔
冷
え
る
〕
ね
。）「
ひ
る
に
は
ぬ
く
な
っ
て
、

ち
っ
と
う
ま
し
に
な
る
や
ろ
。」（
お
昼
に
は
暖
か
く
な
っ

て
少
し
は
ま
し
に
な
る
よ
）

みんなに伝えたい、誰かに知ってもらいたい。胸に秘めた想いは誰にでもあるもの。
そんな思いをカタチにするのが本づくりです。

あなたのそばにいる和歌山の人が書いた和歌山の本、その１文字1文字に込められた想いを紹介します。

『紀州藤白　鈴木屋敷ものがたり』発起人の角谷勝司さん

我
が
ふ
る
さ
と
、“
和
歌
山
”
の
美
し
い
海
岸
沿
い
を
バ
イ

ク
で
走
っ
て
い
る
と
、
ふ
と
思
い
出
す
。

16
、
7
年
前
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
学
生
時
代
に
広
島
県
と
香

川
県
出
身
の
友
人
２
人
と
オ
ー
ト
バ
イ
で
紀
伊
半
島
を
ぐ
る
り

と
1
周
し
た
こ
と
が
あ
る
。
和
歌
山
市
を
出
発
し
、
大
阪
に
住

ん
で
い
る
友
人
た
ち
と
合
流
す
る
と
、
大
仏
を
見
る
こ
と
な
く

奈
良
県
を
横
断
し
、
三
重
県
で
は
松
坂
牛
を
食
ら
う
こ
と
も
な

く
そ
の
ま
ま
南
下
し
、
和
歌
山
県
に
入
っ
て
も
文
化
財
な
ど
の

観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
は
目
も
く
れ
ず
、
海
岸
沿
い
を
ひ
た
す
ら
走

り
ぬ
け
た
。
若
さ
ゆ
え
だ
っ
た
の
か
、
今
思
い
お
こ
せ
ば
勿
体

無
い
ツ
ー
リ
ン
グ
を
し
て
し
ま
っ
た
と
苦
笑
す
る
。

そ
の
ツ
ー
リ
ン
グ
の
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
コ
ン
ビ
ニ
で
休
憩

し
た
と
き
、
そ
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
「
兄

ち
ゃ
ん
ら
、こ
れ
食
べ
な
あ
」
と
く
れ
た
蜜
柑
が
甘
酸
っ
ぱ
か
っ

た
こ
と
、
ひ
た
す
ら
走
り
抜
け
る
な
か
で
友
人
た
ち
が
和
歌
山

の
海
を
「
き
れ
い
だ
」
と
や
た
ら
連
呼
し
て
い
た
こ
と
を
鮮
明

に
思
い
出
す
。
今
思
う
と
和
歌
山
の
良
さ
が
少
し
は
伝
わ
っ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。

最
近
は
忙
し
く
て
、
泊
り
が
け
の
ツ
ー
リ
ン
グ
な
ん
て
行
け

な
い
け
ど
、
美
し
い
と
褒
め
て
く
れ
た
和
歌
山
の
海
岸
沿
い
を

た
ま
に
バ
イ
ク
で
な
が
す
。
友
人
た
ち
よ
、
和
歌
山
の
海
は
今

も
最
高
に
き
れ
い
で
気
持
ち
が
い
い
ぞ
。

I
♥
W
A
K
A
Y
A
M
A  
私
の
和
歌
山

「
美
し
き
ロ
ー
ド
」  

by 

ジ
ョ
ー
（
編
集
部
）

お
国

こ
と
ば

おも
い
わ
�

て

し

し

番
外
編

【取材協力】角
かく

谷
たに

 勝
まさ

司
じ

 氏
株式会社サンコー創業者。現相談
役。著書に『ひたむきに生きる』『自
分を育てる知恵』など。

紀州藤白 鈴木屋敷を育てる会発行
A5 判／ 76 頁
印刷製本・㈱ウイング
古代熊野から続く鈴木姓の成り立
ちを軸に、和歌山の歴史・風土が
つづられている。

＝
手
袋
を
は
め
る
。
あ
な
た
は
「
履
く
派
」
？

　
そ
れ
と
も
「
挿
す
派
」
？

＝
ど
て
ら
（
中
綿
入
り
半
纏
）
の
こ
と
。
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株式会社ウイング／印刷物の企画・デザイン・製造を専門とする会社で、「ほうぼわかやま」の発行や本づくりを通じ、
文字による地域文化の振興を目指しています。自費出版のご相談はウイングまで！
［沿革］創業 1972年。設立 1981年。

ウイング 和歌山

ハガキ
見本

詳しくはウェブで検索→ http://w-i-n-g.jp ほうぼわかやまのバックナンバーは弊社ホームページからもダウンロードできます。
お問い合わせ先 0120-136-700 

「ほうぼ・わかやま」発行について 和歌山の歴史・文化を掘り起こし郷土愛を育む一助になればと、弊社が自費で年 2 回発行している情報誌です。
また、この活動を通して、郷土と社内の活性化の両立を図ることを目的としています。

■ハガキ ： 〒640-8464 和歌山市市小路153-1 紀の川ビル2F ㈱ウイング「ほうぼ・クイズ＆プレゼント係」
■メール ： houbo@w-i-n-g.jp  ※応募くださいました個人情報は、プレゼントの発送及び弊社からのお知らせ以外には使用しません。

①わかぱん ②きいちゃん ③きしゅう君

応募要項

1次〆切：2014年2月末日（当選人数／5名様）2次〆切：2014年3月末日（当選人数／5名様）

問題

編 集 後 記
　「覚えてる」vs「全然知らない」…と、編集部
内でいろんな意見が出たのが今回の国体の特集記
事です。読者のみなさんは覚えていらっしゃる方
の方が多いのでしょうか？私はほとんど覚えて
いません…と若ぶってみました（笑）。ちなみに、
記事を書いたのは、黒潮国体を知らない世代です。
今回の「ほうぼ」は、新しい挑戦を試みておりま
す。AR（AugmentedReality ＝拡張現実）です。
私も今回、初めて教えて頂きました。誌面に関連
する情報を、ネット上の情報とスマホ等で連動さ
せる技術だそうです。「国体」「散策」などの一部
の写真に動画を埋め込んでいます。みなさんも体
験してみて下さいね。そして、「こんなになった
らいいのになぁ」というお声をお聞かせ頂けると
嬉しいです。もちろん、AR に限らず、ほうぼ全
般へのご要望・ご提案も大歓迎です♪
　そうそう、ほうぼの Facebook ページもこの
秋より立ち上がっていますので、そちらへ来て下
さってもうれしいです。お待ちしております。
　しかし、デジタルの世界の進化は速いですね～。
ボチボチついて行きましょう（笑）。

第 12 号編集長　岡　京子

紀の国わかやま国体・紀の国わかやま
大会マスコットの名前はなんでしょう？

Vol.11の答えは『①飛行機』でした。

本誌のご意見・ご感想
本誌の入手場所

「
ほ
う
ぼ
わ
か
や
ま

　
　
　
ク
イ
ズ
＆
プ
レ
ゼ
ン
ト
」 係

官製ハガキまたはメールにて ①ご住所 ②お名前 ③年齢 ④性別 
⑤クイズの答え ⑥本誌の入手場所 ⑦本誌へのご意見・ご感想を
必ずご記入の上、下記へふるってご応募ください。

クイズにお答え頂いた方の中から抽選で
「紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会」のオリジナルフレーム切手

クイズとアンケートで当たる！
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1212

ヒント
本号のどこかに答えが載っています。

合計10名様にプレゼント!!


