


種姫婚礼行列図

春姫の輿入れを再現した「春姫道中」

「
ハ
デ
婚
」の
ル
ー
ツ
？

「
ハ
デ
婚
」
で
有
名
な
名
古
屋

の
結
婚
式
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
、
紀

州
の
姫
様
が
尾
張
に
嫁
い
だ
際
の

き
ら
び
や
か
な
嫁
入
り
姿
に
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
特
に
民
衆
の

目
を
引
い
た
の
は
絢
爛
豪
華
な
調

度
品
で
、
そ
の
行
列
は
数
キ
ロ
に

も
及
ん
だ
ら
し
い
。
調
度
品
の
一

部
は
時
を
経
た
現
在
、
紀
州
の
伝

統
工
芸
品
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
「
春
姫
の
輿
入

れ
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
紀
州
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
嫁
入
り
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。
個
性
的

な
物
語
に
彩
ら
れ
た
紀
州
の
嫁
入

り
の
歴
史
を
た
ど
る
。

紀
州
の

嫁
入
り

〜 

婚
礼
儀
式
は
に
ぎ
や
か
に 

〜
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紀ノ川を舟で下って嫁入りする様子を再現したジオラマ

豪
華
絢
爛
、春
姫
の
嫁
入
り

紀
州
藩
の
初
代
藩
主
・
浅
野

幸
長
の
娘
で
あ
る
春
姫
が
、
尾

張
藩
初
代
藩
主
の
徳
川
義
直
に

嫁
入
り
し
た
の
は
慶
長
20
年

（
１
６
１
５
）。
大
阪
夏
の
陣
の
直

前
、
戦
乱
の
世
の
記
憶
も
生
々
し

い
時
期
の
輿
入
れ
だ
っ
た
。

春
姫
の
嫁
入
り
行
列
を
再
現
し

た
「
春
姫
道
中
」
を
主
催
し
て
い

る
本
丸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
こ
の

婚
礼
に
つ
い
て
「
戦
国
の
世
も
末

期
と
な
り
、
春
姫
は
天
下
泰
平
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
分
析

し
て
い
る
。

そ
の
花
嫁
行
列
は
女
騎
馬
武
者

43
人
、
長
持
３
０
０
棹
、
御
駕
籠

50
挺
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

が
「
ハ
デ
婚
」
の
ル
ー
ツ
だ
と
い

う
証
拠
は
な
い
が
、
想
像
を
絶
す

る
豪
華
さ
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

紀
州
も「
ハ
デ
婚
」

徳
川
御
三
家
の
ひ
と
つ
、
紀
州

藩
で
は
、
春
姫
に
限
ら
ず
、
婚
礼

に
力
を
入
れ
る
文
化
だ
っ
た
よ
う

だ
。
春
姫
の
よ
う
に
嫁
い
だ
だ
け

で
な
く
、
他
藩
か
ら
の
輿
入
れ
の

記
録
も
残
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
嫁
入
り
の

際
に
は
他
藩
か
ら
の
嫁
が
住
む
御

殿
を
建
て
る
な
ど
、
紀
州
藩
と
し

て
も
万
全
の
受
け
入
れ
態
勢
を
整

え
て
い
た
よ
う
だ
。
10
代
将
軍
家

治
の
娘
・
種
姫
の
紀
州
へ
の
嫁
入

り
を
題
材
に
し
た
絵
巻
「
種
姫
婚

礼
行
列
図
」
で
は
、
多
く
の
従
者

を
伴
っ
た
豪
勢
な
行
列
の
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。

婚
礼
で
大
騒
ぎ

で
は
、庶
民
の
嫁
入
り
は
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。「
小
梅
日
記
」な
ど
、近
世
か
ら

明
治
期
に
書
か
れ
た
日
記
類
に
は
、

一
家
総
出
で
婚
礼
準
備
に
奔
走
す

る
様
子
が
見
え
る
。ま
た
、日
ご
ろ

か
ら
知
人
と
の
贈
答
品
の
や
り
と

り
が
多
い
こ
と
も
目
立
ち
、婚
礼

の
際
も
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
。

に
ぎ
や
か
と
言
え
ば
、荷
入
れ

の
行
列
。荷
持
ち
に
は
隣
近
所
の

屈
強
な
若
者
が
選
ば
れ
、ま
ず
祝

い
酒
で
景
気
を
つ
け
て
か
ら
、祝

い
唄
を
歌
い
、出
発
し
た
。道
中
で

は
、「
ゴ
シ
ョ
モ
（
ご
所
望
）」と
声

が
か
か
る
と
荷
を
置
き
、の
ど
自

慢
が
歌
っ
た
と
い
う
。

三
三
九
度
に
も
独
特
の
風
習
が

あ
り
、近
隣
の
女
房
た
ち
が
箸
を

投
げ
つ
け
る
（
か
つ
ら
ぎ
町
）、白

紙
に
包
ん
だ
米
つ
ぶ
て
を
投
げ
る

（
旧
川
辺
町
）な
ど
が
伝
わ
っ
て
お

り
、そ
れ
ぞ
れ
花
嫁
に
当
た
る
と

吉
と
さ
れ
た
。

独
特
の
婚
礼
風
習

こ
の
ほ
か
、
日
前
宮
、
熊
野
三

山
、
玉
津
島
神
社
な
ど
、
由
緒

正
し
い
神
社
が
多
い
土
地
柄
か
ら
、

今
で
も
神
前
式
の
割
合
が
多
い
の

も
紀
州
の
嫁
入
り
の
特
徴
だ
。

祝
い
物
の
風
習
で
は
、
か
つ
て

は
近
隣
へ
の
贈
り
物
は
紅
白
の
鏡

餅
が
一
般
的
で
、
そ
の
お
返
し
に

梅
干
し
２
個
が
差
し
出
さ
れ
て
い

た
と
い
う
（
旧
大
塔
村
な
ど
）。
今

で
も
梅
干
し
や
か
ま
ぼ
こ
を
引
き

出
物
に
出
す
こ
と
は
多
く
、
こ
れ

も
他
の
地
方
で
は
見
ら
れ
な
い
紀

州
独
特
の
文
化
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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文
学
・
伝
承

華
岡
青
洲
の
妻

て
ま
り
唄

祝
い
唄

碧
く
静
か
な
紀
ノ
川
だ
が
、

流
れ
は
決
し
て
遅
い
方
で
は

な
い
。
五
艘
の
舟
は
船
頭
た

ち
の
さ
す
棹
を
待
た
ず
に
滑

る
よ
う
に
水
の
上
を
走
っ
て

い
た
。
人
々
が
い
う
よ
う
に
、

両
岸
に
は
一
行
を
見
送
る
里

人
の
姿
が
見
ら
れ
た
。
人
力

車
で
列
を
組
む
嫁
入
り
は
も

う
珍
し
く
な
い
頃
に
、
舟
を

五
艘
も
連
ね
て
、
し
か
も
花

嫁
御
寮
は
駕
籠
の
中
に
い
る

と
い
う
時
代
が
か
っ
た
嫁
入

り
は
誰
の
目
を
瞠
ら
せ
る
に

も
十
分
だ
っ
た
の
だ
。

（
中
略
）

綿
帽
子
を
と
っ
て
表
座
敷

に
直
る
と
、
男
客
ば
か
り
の

披
露
宴
は
花
婿
花
嫁
の
前
で

盃
を
あ
げ
、
和
歌
山
市
の
新

地
か
ら
か
ら
呼
ば
れ
て
き
た

芸
者
た
ち
が
胡
蝶
の
よ
う
に

三
十
八
人
の
膳
の
あ
ち
こ
ち

を
飛
び
廻
り
始
め
た
。
二

年
も
待
た
せ
た
紀
本
家
を
、

待
っ
た
真
谷
家
で
は
祝
儀
用

の
本
膳
四
ツ
椀
を
輪
島
の
椀

与
に
新
し
く
造
ら
せ
て
今
日

の
祝
宴
に
備
え
て
い
た
。

◆ 

有
吉
佐
和
子
「
紀
ノ
川
」

妹
背
家
で
は
盛
大
な
宴
を

張
っ
て
娘
を
送
り
出
し
た
が
、

こ
の
地
方
の
習
慣
に
従
っ
て

婚
家
先
に
は
家
人
は
誰
も
従

わ
な
い
。
だ
か
ら
加
恵
は
綿

帽
子
を
冠
っ
て
見
事
な
花
嫁

衣
装
で
平
山
ま
で
窓
を
あ
け

た
駕
籠
で
運
ば
れ
る
と
、
た

だ
一
人
で
家
の
中
に
上
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

◆  

有
吉
佐
和
子
「
華
岡
青
洲
の
妻
」

め
で
た
め
で
た
の　

こ
の
長
持
を

い
た
ら
き
や
せ
ん　

も
ど
り
ゃ
せ
ん

※
長
持
ち
や
た
ん
す
を
棹
で
担
っ
て

　

行
く
嫁
入
り
行
列
で
歌
わ
れ
た
も
の

◆  『
き
の
く
に
民
話
叢
書
第
二
集

紀
ノ
川
の
民
話
―
伊
都
篇
―
』

山
口
一
の
絹
屋
さ
ん

絹
屋
の
娘
お
菊
さ
ん

お
菊
を
嫁
に
や
る
時
に
ゃ

た
ん
す
長
持
一
二
、三

帯
は
千
す
じ
二
千
す
じ

着
物
の
え
り
数
か
ず
知
れ
ず

そ
れ
を
持
た
せ
て
や
る
か
ら
に

行
た
ら
も
ど
る
な
お
菊
さ
ん

◆ 『
き
の
く
に
民
話
叢
書
第
二
集

紀
ノ
川
の
民
話
―
伊
都
篇
―
』

紀
ノ
川

小
説

唄俗伝 小
説

唄俗伝 小
説

唄俗伝

紀
州
の
嫁
入
り
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
文
学
作
品
や
民
間
伝
承
の
伝
説

な
ど
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
地

域
の
嫁
入
り
の
様
子
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。
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絵巻『宮子姫伝記』

紀州箪笥

あ
る
日
、
当
時
の
右
大

臣
・
藤
原
不
比
等
は
、
鳥

の
巣
か
ら
垂
れ
下
が
っ
て

い
る
七
尺
余
り
の
黒
髪
を

見
つ
け
る
。
こ
の
美
し
い

髪
は
か
み
な
が
姫
・
宮
の

も
の
だ
っ
た
。
不
比
等
は

宮
を
養
女
と
し
て
迎
え
、

名
を
宮
子
と
改
め
た
。
宮

子
は
そ
の
美
貌
と
才
能
を
見

込
ま
れ
、
時
の
帝
・
文
武
天

皇
の
妃
に
選
ば
れ
る
。
さ
ら

に
、
宮
子
が
生
ん
だ
皇
子
は
、

の
ち
に
即
位
し
、
聖
武
天
皇

と
な
っ
た
。

◆ 

絵
巻
『
宮
子
姫
伝
記
』

（
要
約
・
口
語
訳
）

※
ほ
う
ぼ
わ
か
や
ま
14
号
よ
り

今
は
そ
れ
ほ
ど
見
な
く
な
っ
た
が
、
以

前
田
辺
の
子
ど
も
は
結
婚
式
の
真
似
を
し

て
月
夜
の
遊
戯
と
し
た
。
２
人
で
手
を

組
み
傾
け
て
人
力
車
の
よ
う
に
し
、
１

人
の
女
の
子
に
そ
れ
ぞ
れ
の
男
の
子
の
最

も
好
き
な
帯
紐
や
簪
な
ど
を
貸
し
て
装
わ

せ
、
嫁
と
し
て
乗
せ
、
多
く
の
子
ど
も
ら

が
付
き
添
い
、
手
を
組
ん
だ
２
人
の
子
が

嫁
を
揺
ら
し
な
が
ら
「
嫁
さ
ま
長
持
い
つ

来
る
よ
、
明
日
の
朝
の
今
頃
よ
（
あ
り
得

な
い
こ
と
を
言
う
）、
月
夜
に
提
灯
何
事

よ
、
闇
夜
に
提
灯
も
っ
と
も
じ
ゃ
、
ギ
コ

サ
と
ギ
コ
サ
で
ほ
ー
い
ほ
い
」
と
繰
り
返

し
唱
え
て
行
く
。

◆ 

南
方
熊
楠
「
紀
州
俗
伝
」（
口
語
訳
）

俗伝

縁起

俗伝

縁起

俗伝

縁起

和
歌
山
の
伝
統
工
芸
品
の
な
か

に
は
、
嫁
入
り
道
具
の
定
番
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。

あ
る
い
は
嫁
入
り
道
具
と
し
て
定

着
す
る
な
か
で
、
そ
の
技
術
を
発

展
さ
せ
て
き
た
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

紀き

州し
ゅ
う

箪た
ん

笥す

の
起
源
は
定
か
で

は
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
日
記
な

ど
に
は
、
嫁
入
り
道
具
と
し
て
職

人
に
つ
く
ら
せ
た
と
い
う
記
録
が

残
っ
て
い
る
。
花
嫁
行
列
で
歌
わ

れ
る
俗
謡
で
も
「
た
ん
す
長
持
」

は
よ
く
登
場
す
る
歌
詞
で
、
嫁
入

り
道
具
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ

と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

海
南
の
名
産
・
棕し
ゅ
ろ櫚

ほ
う
き
も

か
つ
て
は
嫁
入
り
道
具
の
定
番

だ
っ
た
。
20
年
、
30
年
と
長
く
使

え
る
道
具
に
「
末
永
く
幸
せ
に
」

と
い
う
思
い
を
込
め
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

紀
州
手
ま
り
は
、
紀
州
藩
の
姫

様
の
た
め
に
女
官
が
つ
く
っ
た
の

が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。「
い

つ
ま
で
も
丸
く
美
し
く
納
ま
る
よ

う
に
」
と
、
長
く
嫁
入
り
道
具
と

し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
現
在
で

も
、
家
の
ど
こ
か
に
手
ま
り
を

飾
っ
て
い
る
家
庭
は
多
い
。

嫁
入
り
道
具
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②
③

④ ⑤

⑦

①

⑩

⑨
24

ゴール スタート

急
な
上
り
坂

急
な
上
り
坂

あ
ぜ
道

慈願寺

階段

階段

落合川

至奈
良県

▼

▼ 至和
歌山
市

あぜ道

卍

真土の街並み

とびこえ休憩所

飛び越え石

⑧

⑥

隅田駅 JRわかやま線

①
歌
碑

亦ま

打つ
ち

山や
ま

　
夕
越
え
行
き
て
廬い
ほ

前さ
き

の
　

隅す
み

田だ

河
原
に
　
ひ
と
り
か
も
寝
む
　
　

弁
基
（
巻
三

－

二
九
八
）

⑩
歌
碑

あ
さ
も
よ
し

紀
人
羨と
も

し
も

亦ま

打つ
ち

山や
ま

行
き
来く

と
見
ら
む

紀
人
羨
し
も

調
首
淡
海

（
巻
一

－

五
五
）

②
歌
碑

大
君
の
　
行み

幸ゆ
き

の
ま
に
ま
　
も
の
の
ふ
の

八や

十そ

伴と
も

の
を
と
　
出
で
ゆ
き
し
　
愛う
つ
く

し
夫つ
ま

は

天あ
ま

飛
ぶ
や
　
軽な
る

の
路
よ
り
　
玉た
ま

襷だ
す
き

　
畝う
ね

火び

を
見
つ
つ

あ
さ
も
よ
し
　
紀
路
に
入
り
立
ち
　
真ま

土つ
ち

山や
ま

越
ゆ
ら
む
君
は
　
黄も
み
ぢ

葉ば

の
　
散
り
飛
ぶ
見
つ
つ

親む
つ
ま

し
く
　
我わ

れ
は
思
は
ず
　
草
枕

旅
を
よ
ろ
し
と
　
思
ひ
つ
つ
　
君
は
あ
ら
む
と

あ
そ
そ
に
は
　
か
つ
は
知
れ
ど
も
　
し
か
す
が
に

黙も

然だ

も
得
あ
ら
ね
ば
　
わ
が
背
子
が

行
き
の
ま
に
ま
に
　
追
は
む
と
は
　
千
た
び
思
へ
ど

手て

弱わ
や

女め

の
　
わ
が
身
に
し
あ
れ
ば
　
道み
ち

守も
り

の

問
は
む
答
を
　
言
ひ
遣や

ら
む
　
す
べ
を
知
ら
に
と

立
ち
て
つ
ま
づ
く
　
　
笠
朝
臣
金
村
（
巻
四

－

五
四
三
）

③
歌
碑

石い
そ
の

上か
み

　
布ふ

留る

の
尊み
こ
と

は
　
た
わ
や
め
の

ま
と
ひ
に
よ
り
て
　
馬
じ
も
の

縄
取
り
つ
け
　
し
し
じ
も
の

弓
矢
か
く
み
て
　
大
君
の

み
こ
と
か
し
こ
み
　
天
ざ
か
る

夷ひ
な

へ
に
退ま
か

る
　
古ふ
る

衣こ
ろ
も

　
又ま

打つ
ち
の

山や
ま

ゆ

還
り
来こ

ぬ
か
も

石
上
乙
麻
呂
（
巻
六

－

一
〇
一
九
）

④
歌
碑

橡つ
る
ば
み

の
　
衣き
ぬ

解と

き
洗
ひ
　
又ま

打つ
ち

山

も
と
つ
人
に
は
　
な
ほ
如し

か
ず
け
り

作
者
未
詳
（
巻
一
二

－

三
〇
〇
九
）

⑤
歌
碑

い
で
吾あ

が
駒
　
早
く
行
き
こ
そ
　
亦ま

打つ
ち

山や
ま

待
つ
ら
む
妹
を
　
行
き
て
こ
そ
早
見
む

作
者
未
詳
（
巻
一
二

－

三
一
五
四
）

⑨
歌
碑

あ
さ
も
よ
し

紀
へ
ゆ
く
君
が

信ま

土つ
ち

山や
ま

越
ゆ
ら
む
今
日
そ

雨
な
降
り
そ
ね

作
者
未
詳

（
巻
九

－

一
六
八
〇
）

真
土
山
を
夕
方
に
越
え
て
行
っ
て
、

廬
前
の
角
太
河
原
に
ひ
と
り
で
寝

る
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
。

大
君
の
行
幸
の
お
伴
を
し
て
、
ほ
か
の
多
く
の

お
伴
の
男
と
共
に
出
か
け
て
行
っ
た
私
の
い
と
し

い
夫
は
、
軽
の
路
を
通
っ
て
畝
傍
山
（
う
ね
び
や

ま
）
を
見
な
が
ら
紀
州
へ
の
路
に
入
り
立
ち
、
今

ご
ろ
は
真
土
山
を
越
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

紅
葉
の
散
り
飛
ぶ
の
を
見
な
が
ら
、
私
を
可
愛

い
女
だ
と
も
思
わ
ず
に
、
旅
は
面
白
い
と
思
っ
て

い
る
だ
ろ
う
と
薄
々
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
で
も
じ
っ
と
し
て
は
い
ら
れ
な
い
の
で
、
あ
な

た
の
行
く
に
従
っ
て
追
っ
て
行
こ
う
と
し
き
り
に

思
う
け
れ
ど
、
か
よ
わ
い
女
の
身
で
あ
る
か
ら
、

役
人
に
質
問
さ
れ
て
も
ど
う
答
え
た
ら
よ
い
か

分
か
ら
な
い
し
、
出
か
け
よ
う
と
し
て
は
た
め

ら
っ
て
し
ま
う
。

石
上
乙
麻
呂
は
、
か
よ
わ
い
女
性
の
魅
力
に

惑
っ
た
結
果
、
ま
る
で
馬
の
よ
う
に
縄
を
く
く

り
つ
け
ら
れ
、
鹿
や
猪
の
よ
う
に
弓
矢
に
囲
ま

れ
て
、
大
君
の
ご
命
令
に
よ
り
遠
い
田
舎
へ
流

さ
れ
て
行
く
。
国
境
の
真
土
山
か
ら
帰
っ
て
来

な
い
も
の
か
な
ぁ
。

つ
る
ば
み
で
染
め
て
作
っ
た
着
物
を
解
い
て
洗

い
、
ま
た
打
っ
て
柔
ら
か
く
し
て
く
れ
る
。
そ

の
古
着
の
よ
う
に
よ
く
な
じ
ん
だ
妻
に
ま
さ

る
女
は
い
な
い
。

さ
あ
私
の
馬
よ
、
早
く
こ
の
真
土
山
を
越
え

て
行
っ
て
お
く
れ
。
き
っ
と
今
ご
ろ
私
を
待
っ

て
い
る
妻
に
早
く
逢
い
た
い
か
ら
。

紀
の
国
へ
向
か
う
あ
な
た

が
真
土
山
を
越
え
て
い
る

だ
ろ
う
今
日
こ
そ
は
、
雨

よ
降
ら
な
い
で
お
く
れ
。

紀
伊
の
国
の
人
は
う
ら
や
ま
し

い
な
。
真
土
山
を
行
き
帰
り
に

見
る
と
い
う
紀
伊
の
国
の
人
は

う
ら
や
ま
し
い
な
。

真土山の
万葉歌碑を

ぐる

いざ、あこがれの紀伊国へ

真土山の
万葉歌碑を

ぐる

いざ、あこがれの紀伊国へ

真土山
（標高160m）
全長約2kmの
道のり
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②
③

④ ⑤

⑦

①

⑩

⑨
24

ゴール スタート

急
な
上
り
坂

急
な
上
り
坂

あ
ぜ
道

慈願寺

階段

階段

落合川

至奈
良県

▼

▼ 至和
歌山
市

あぜ道

卍

真土の街並み

とびこえ休憩所

飛び越え石

⑧

⑥

隅田駅 JRわかやま線

⑥飛び越え石
紀伊国と大和国の境、落合川にあるこの石を飛び越えるよう
に渡ったことが名前の由来とされる。

⑧真土の街並み
大和街道沿いに、昔ながらの土壁の住宅が多く残る。

⑦とびこえ休憩所
古民家を改造したトイレ付休憩所。周辺では、春は菜の
花、初夏は蓮の花、夏はヒマワリ、秋はコスモスを楽し
むことができる。

　
万
葉
の
都
人
に
と
っ
て
、
海
と
山
の
自

然
美
で
名
高
い
紀
伊
国
は
あ
こ
が
れ
の
地

だ
っ
た
。
都
を
出
た
旅
の
一
行
は
、
大
和

国
と
紀
伊
国
の
境
の
真
土
山
（
現
橋
本
市
）

ま
で
来
て
、「
さ
あ
こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ

紀
伊
国
だ
」
と
い
う
感
慨
を
新
た
に
し
た

に
違
い
な
い
。
万
葉
の
都
人
た
ち
の
旅
に

思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
真
土
山
の
歌
碑
を

め
ぐ
る
。

JR
隅
田
駅
の
前
に
最
初
の
歌
碑
①
が
あ

る
。
こ
れ
は
紀
伊
国
に
来
た
楽
し
さ
よ
り

も
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
寂
し
さ
が
感
じ

ら
れ
る
歌
だ
。

駅
か
ら
東
へ
線
路
沿
い
に
歩
く
と
、
左

手
に
き
つ
い
上
り
坂
。
竹
や
ぶ
に
は
さ
ま

れ
た
坂
を
登
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に
分
岐
点

が
あ
る
。
案
内
板
に
従
い
飛
び

越
え
石
の
方
へ
。

小
さ
な
集
落
と
畑
を
抜
け
る

と
「
飛
び
越
え
石
１
５
０
ｍ
」

の
標
柱
が
建
っ
て
お
り
、
そ
の
横

に
宮
廷
歌
人
・
笠か
さ
の

金か
な

村む
ら

の
長
歌
の

歌
碑
②
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
長
旅
で

浮
か
れ
て
、
き
っ
と
私
の
こ
と
な
ん
て
忘

れ
て
い
る
わ
ね
」
と
男
を
な
じ
る
都
の
女

性
の
代
作
だ
。
万
葉
時
代
も
女
性
の
気
持

ち
は
今
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
よ
う
だ
。

階
段
を
降
り
た
先
に
は
、
左
手
に
万
葉

池
。
山
道
を
さ
ら
に
下
る
と
、
人
妻
に
手

を
出
し
て
天
皇
の
怒
り
を
買
っ
た
と
さ
れ

る
石い
そ
の
か
み
の
お
と
ま
ろ

上
乙
麻
呂
の
歌
碑
③
。

は
す
池
を
眺
め
な
が
ら
山
道
を
下
り

き
っ
た
と
こ
ろ
に
、
再
び
歌
碑
④
が
あ
る
。

こ
れ
に
は
「
真
土
山
」
が
一
種
の
言
葉
あ
そ

び
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

あ
ぜ
道
を
抜
け
る
と
、
飛
び
越
え
石
へ

の
道
し
る
べ
が
視
界
に
入
る
。
案
内
に
従

い
階
段
を
降
り
た
と
こ
ろ
に
建
つ
歌
碑
⑤

は
、
真
土
山
が
重
要
な
旅
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
歌

だ
。湿

っ
た
階
段
の
下
に
は
落
合
川
が
流
れ
、

そ
の
せ
せ
ら
ぎ
を
は
さ
む
よ
う
に
飛
び
越

え
石
が
あ
る
。
こ
こ
が
紀
伊
国
と
大
和
国

の
境
界
だ
。

も
と
の
道
に
戻
り
、
古
民
家
を
改
装
し

た
と
び
こ
え
休
憩
所
で
一
休
み
。

あ
ぜ
道
を
北
へ
、
国
道
24
号
を
越
え
て
、

大
和
街
道
沿
い
に
今
も
な
お
土
壁
の
住
宅

が
多
く
残
る
真
土
の
街
並
み
へ
。
そ
こ
を

過
ぎ
れ
ば
も
う
奈
良
県
だ
。

国
道
に
戻
り
、
西
へ
下
る
と
、
旅
に
出

た
夫
か
恋
人
を
気
づ
か
う
女
性
の
歌
碑
⑨
。

待
つ
人
は
祈
る
こ
と
く
ら
い
し
か
で
き
な

か
っ
た
当
時
の
旅
が
し
の
ば
れ
る
。

国
道
を
は
さ
ん
で
、
天
皇
の
紀
伊
行
幸

に
従
っ
た
調つ
き
の

淡お
う

海み

と
い
う
人
物
の
歌
碑
⑩

が
あ
る
。
旅
の
ウ
キ
ウ
キ
感
が
に
じ
み
出

た
歌
だ
。
万
葉
時
代
の
都
と
紀
伊
国
の「
遠

さ
」
を
再
認
識
す
る
。

そ
の
横
手
に
、
弘
法
大
師
ゆ
か
り
の
井

戸
が
あ
る
。
高
野
山
草
創
の
こ
ろ
、
水
不

足
に
悩
む
住
民
の
た
め
に
弘
法
大
師
が
つ

く
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
干
ば
つ
で
も
枯

れ
た
こ
と
が
な
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
今

も
絶
え
る
こ
と
な
く
水
を
た
た
え
て
い
る
。

も
う
一
度
真
土
山
を
越
え
る
と
、
駅
へ

到
着
だ
。

紀
伊
の
国
の
人
は
う
ら
や
ま
し

い
な
。
真
土
山
を
行
き
帰
り
に

見
る
と
い
う
紀
伊
の
国
の
人
は

う
ら
や
ま
し
い
な
。

真土山の
万葉歌碑を
めぐる

いざ、あこがれの紀伊国へ

真土山の
万葉歌碑を
めぐる

いざ、あこがれの紀伊国へ
ま

つち やま
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熊
野
水
軍
の
は
じ
ま
り

紀
伊
半
島
南
部
（
元
：
紀
伊
国

牟む

婁ろ

郡ご
お
り

一
帯
）の
地
域
は「
熊
野
」

と
呼
ば
れ
る
。
中
世
の
牟
婁
郡
の

範
囲
は
現
在
の
和
歌
山
県
の
西
牟

婁
・
東
牟
婁
郡ぐ

ん

か
ら
三
重
県
の
南

牟
婁
郡
の
辺
り
ま
で
あ
っ
た
。

内
陸
部
は
山
林
で
覆
わ
れ
て
耕

作
地
に
乏
し
く
、
人
々
は
生
き

る
糧
を
海
に
求
め
た
。
港
に
適
し

た
入
り
江
が
多
く
船
材
も
豊
富
で

あ
っ
た
た
め
、
古
く
か
ら
造
船
・

操
船
の
技
術
が
発
達
し
海
上
交
通

も
発
展
し
て
い
く
。
や
が
て
海
上

で
略
奪
を
行
う
者
が
あ
ら
わ
れ
た
。

い
わ
ゆ
る「
海
賊
」の
発
生
で
あ
る
。

熊
野
地
方
沿
岸
部
の
高
台
に
は

「
平ひ

ら

見み

」
と
名
が
つ
く
地
名
が
多

い
。
こ
れ
は
海
賊
襲
来
を
見
張
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
見
張
り
所
が

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
拠
点
を
軸
に
一
定
海

域
の
治
安
を
守
り
、
航
行
す
る
船

の
水
先
案
内
人
と
な
っ
て
航
行
税

を
徴
収
す
る
集
団
が
で
き
る
。
そ

の
勢
力
は
大
き
く
な
り
、
有
事
に

は
守
護
大
名
に
水
上
兵
力
を
提
供

す
る
水
軍
と
な
っ
た
。

熊
野
別
当
家
の
確
執

熊
野
水
軍
を
統
括
し
た
の
は
、

熊
野
本
宮
大
社
・
熊
野
速
玉
大
社
・

熊
野
那
智
大
社
を
擁
す
る
熊
野
三

山
の
統
括
職
で
あ
る
熊
野
別
当
だ
。

寛か
ん

治じ

4
年
（
１
０
９
０
）、
15
代

別
当
の
長ち

ょ
う
か
い快

は
白
河
法
皇
の
熊

野
参
詣
へ
の
功
労
と
し
て
法ほ

っ
き
ょ
う橋

位い

（
朝
廷
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た

一
番
下
の
僧
位
。
の
ち
に
最
高
位

の
法
印
位
ま
で
昇
進
し
た
）
を
与

え
ら
れ
、
熊
野
三
山
に
お
け
る
政

治
的
・
財
政
的
基
盤
を
確
立
し
た
。

以
後
、別
当
家
を
新
宮
別
当
家
・

田
辺
別
当
家
の
二
系
統
に
分
立
し
、

新
宮
を
中
心
と
し
た
奥
熊
野
地
方

と
田
辺
を
中
心
と
し
た
口
熊
野
地

方
に
お
い
て
在
地
勢
力
を
拡
大
し

て
い
っ
た
。

長
快
の
死
後
、
16
代
別
当
を
新

宮
別
当
家
の
長

ち
ょ
う

範は
ん

（
長
快
の
次

男
）
が
継
承
し
、
別
当
の
補
佐
役

で
あ
る
権ご

ん

別べ
っ

当と
う

を
弟
の
長
兼
（
長

快
の
三
男
）
に
任
命
す
る
。

一
方
、
田
辺
別
当
家
の
湛た

ん
か
い快

（
長
快
の
四
男
）
は
熊
野
本
宮
か

ら
勧
請
さ
れ
た
新い

ま

熊く
ま

野の

社し
ゃ

（
現

在
の
鬪と

う

雞け
い

神
社
）
を
拠
点
に
田
辺

地
方
で
の
在
地
支
配
を
強
め
た
。

熊
野
一
帯
で
の
勢
力
を
伸
ば
し

た
両
家
だ
が
、
や
が
て
別
当
・
権

別
当
の
地
位
を
巡
っ
て
抗
争
を
繰

り
返
し
、
対
立
を
強
め
て
い
く
よ

う
に
な
る
。

勝
敗
を
左
右
し
た
熊
野
水
軍

治じ
し
ょ
う承

４
年
（
１
１
８
０
）
に
始

ま
っ
た
治
承
・
寿じ

ゅ
え
い永

の
内
乱
（
俗

に
い
う
源
平
合
戦
）
の
際
、
21
代

別
当
の
座
に
つ
い
て
い
た
の
が
田

辺
別
当
家
の
湛た

ん

増ぞ
う

（
湛
快
の
次

男
）
だ
。
田
辺
別
当
家
は
熊
野
参

詣
の
入
口
で
あ
る
田
辺
地
方
に
位

置
し
、
熊
野
三
山
の
別
宮
と
し
て

の
役
割
を
担
う
鬪
雞
神
社
を
有
し

て
い
た
た
め
上
皇
・
貴
族
と
の
結

び
つ
き
が
深
く
、
平
氏
政
権
と
親

密
な
関
係
で
あ
っ
た
。

一
方
で
新
宮
別
当
家
行ぎ

ょ
う
は
ん範

（
長

範
の
長
男
）
は
妻
鳥と

り

居い

禅ぜ
ん

尼に

が
源

熊
野
水
軍
と

熊
野
別
当

鬪
と う け い

雞神社
源平合戦の最終決戦とし

て知られる壇ノ浦の戦いで
源氏を勝利に導いた熊野
水軍の伝説が名前の由来
となっている神社で、地元で
は通称「権現さん」と呼ば
れ親しまれています。

社伝によると允
いん

恭
ぎょう

天皇8
（419）年に熊

くま
野
の

坐
にます

神社（現 

熊野本宮大社）より勧請し
たのがはじまりとあります。

毎年7月24日・25 日には
紀州三大祭りの一つ「田
辺祭」が行われます。この祭
りは450 年余りの歴史が
あり、県の無形民俗文化財
にも指定されています。

和歌山県田辺市東陽1-1

湛増と弁慶像

「熊野水軍出陣の碑」（田辺市扇ヵ浜）
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氏
の
出
身
の
た
め
、
六
人
の
子
ら

を
中
心
に
親
源
氏
派
の
立
場
に

あ
っ
た
。

『
平
家
物
語
』
に
よ
る
と
内
乱

の
末
期
、
平
氏
・
源
氏
の
双
方
か

ら
援
軍
の
要
請
を
さ
れ
た
湛
増
は

決
断
を
迫
ら
れ
る
。
そ
こ
で
熊
野

三
山
の
意
志
を
一
つ
に
す
る
た
め

に
行
っ
た
の
が
、
新
熊
野
社
で
の

鶏
合
わ
せ
の
儀
で
あ
っ
た
。
社
殿

の
前
で
そ
れ
ぞ
れ
7
羽
の
赤
鶏
と

白
鶏
を
、
平
氏
と
源
氏
に
見
立
て

て
闘
わ
せ
、
ど
ち
ら
が
勝
つ
か
で

熊
野
権
現
の
神
意
を
仰
ご
う
と
し

た
の
だ
。
源
氏
に
見
立
て
た
白

鶏
が
勝
っ
た
こ
と
で
、
湛
増
は

２
０
０
艘
を
超
え
る
熊
野
水
軍
を

率
い
て
壇
ノ
浦
の
戦
い
に
加
わ
り

源
氏
軍
の
勝
利
に
貢
献
し
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。

熊
野
別
当
の
衰
退

湛
増
の
死
後
、
22
代
別
当
と

な
っ
た
新
宮
別
当
家
の
行ぎ

ょ
う

快か
い

は

三
山
で
の
影
響
力
を
強
め
、
田
辺

別
当
家
で
は
湛
増
の
遺
産
争
い
が

起
き
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、

田
辺
別
当
家
の
快か

い

実じ
つ

は
た
び
た

び
熊
野
参
詣
に
訪
れ
て
い
た
後
鳥

羽
上
皇
に
接
近
し
、
そ
の
権
力
を

後
ろ
盾
に
反
対
勢
力
を
封
じ
込
め

よ
う
と
画
策
す
る
。

承じ
ょ
う
き
ゅ
う久

３
年
（
１
２
２
１
）
の
承

久
の
乱
で
事
態
は
一
変
す
る
。
こ

の
争
乱
で
惨
敗
し
た
上
皇
方
に
つ

い
た
田
辺
別
当
家
は
滅
亡
し
、
幕

府
方
に
つ
い
た
新
宮
別
当
家
は

残
っ
た
も
の
の
、
非
・
反
別
当
家

系
の
新
興
武
士
団
が
独
自
の
行
動

を
取
り
始
め
て
従
わ
な
く
な
っ
た

た
め
、
そ
の
支
配
力
を
衰
退
さ
せ

て
い
く
。
熊
野
別
当
が
統
率
し
て

い
た
熊
野
水
軍
の
主
流
は
事
実
上

の
解
体
状
態
と
な
っ
た
。

激
動
の
時
代
を
経
て

徳と
く
じ治
３
年
（
１
３
０
８
）
に
は

鎌
倉
幕
府
に
活
動
を
抑
制
さ
れ

て
い
た
西
国
お
よ
び
熊
野
浦
々
の

集
団
が
一
斉
に
反
乱
を
起
こ
し
た
。

争
乱
は
約
7
年
続
き
、
そ
の
鎮
圧

に
多
国
の
兵
が
動
員
さ
れ
た
。
の

ち
に
水
軍
と
し
て
活
躍
す
る
安あ

た
ぎ宅

氏
や
小こ

山や
ま

氏
は
こ
の
と
き
幕
府
に

よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
武
士
団
と
い

わ
れ
て
い
る
。
熊
野
水
軍
は
統
治

者
を
変
え
な
が
ら
後
世
へ
と
引
き

継
が
れ
て
い
っ
た
。

慶
長
５
年（
１
６
０
０
）の
関
ヶ

原
の
戦
い
で
熊
野
水
軍
の
武
力
活

動
は
終
焉
を
迎
え
る
。

残
存
勢
力
は
あ
っ
た
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
の
者
が
平
時
の
収
入
源

で
あ
っ
た
交
易
や
漁
業
に
力
を
入

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
黒
潮

に
の
っ
て
活
動
範
囲
を
広
げ
海
外

の
商
人
と
交
易
す
る
者
も
い
た
。

漁
業
で
は
優
れ
た
操
船
技
術
を
応

用
し
て
組
織
的
な
捕
鯨
法
を
開
発

し
た
。
巨
大
な
鯨
を
捕
獲
す
る
の

に
水
軍
で
培
わ
れ
た
知
識
と
技
術

が
そ
の
ま
ま
有
効
に
活
用
さ
れ
た

の
だ
。
中
世
に
お
け
る
動
乱
の
時

代
を
経
て
、
海
民
た
ち
は
元
の
生

業
へ
戻
っ
て
い
っ
た
。

安
あ

宅
た け

船
ぶ ね

御
み

船
ふ ね

祭
まつり

三段壁洞窟
熊野水軍の拠点の一つとして

船の隠し場所だったとされる三
段壁洞窟。エレベーターで地中
36m まで降りた先では、日本最
大級の青銅でできた辯

べん

才
ざい

天
てん

像が
ある。当時の様子を再現した熊野
水軍の番所小屋などがあり、打ち
寄せる波が作り出したダイナミッ
クな景観を鑑賞できる。

【お問い合わせ】
営業時間 8:00 ～ 17:00
※最終入場 16:50　年中無休
〒649-2211
和歌山県西牟婁郡白浜町 2927-52
TEL 0739-42-4495
FAX 0739-43-3278

熊野速玉大社の例大祭の一つで、県の無
形民俗文化財に指定されています。

大社の御神体が華やかな朱塗りの神
みやきぶね

幸船
にのって熊野川を約2km上り、神の宿所とす
る御
みふねじま

船島の周囲を3周して、再び大社に還る
神事です。

御船島の周りを9隻の早船が競漕する様
子は、熊野水軍の勇姿を今に伝えています。

毎年10月16日

室町末期から江戸初期の水軍の主力となった軍船。
船体上部全体を矢倉と呼ばれる厚さ三寸（約9cm）の樫

木の上に薄い鉄板を張った装甲板で覆い、楯板に設けられ
た狭間と呼ばれる銃眼から鉄砲や弓などで攻撃ができるよ
うになっている。

数十人の漕ぎ手が櫓を操ることで速力は出ないものの小
回りが利き、海上の城にも例えられた。

大型のものは大安宅とも呼ばれ、最盛期には二千石積以
上の規模を誇ったが、慶長14年（1609）に徳川幕府が諸
大名に対し五百石積以上の大船の所有を禁じたためその歴
史に幕を閉じた。

安宅船の名前は熊野水軍として活躍した安宅氏に由来す
るという通説をはじめ諸説あるが、確かな資料は残っておら
ず不明である。

9 歴史　｜　熊野水軍と熊野別当



ゼ
ッ
ト
の
提
案
を
一
斉
に
行
っ

た
。
そ
の
た
め
、
箪
笥
を
含
め
た

大
型
家
具
の
受
注
は
全
国
で
３
割

も
減
る
こ
と
に
な
る
。

　
時
代
の
流
れ
と
共
に
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
や
価
値
観
も
変
化
し
、
近

年
で
は
外
国
製

の
安
価
な
商
品

を
取
り
扱
う
大

型
家
具
店
の
出

店
も
相
次
い
で

い
る
。

　
時
代
の
変
化

に
対
応
す
る
た

め
、
従
来
の
桐

箪
笥
に
は
な

か
っ
た
曲
面
加

工
や
焼
き
桐
加

工
、
洋
間
に
合

う
カ
ラ
フ
ル
な

デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
生
み
出
し
て
顧

客
の
ニ
ー
ズ
を
つ
か
み
な
が
ら
新

製
品
の
開
発
を
進
め
て
き
た
。
昭

和
62
年
に
伝
統
的
工
芸
品
に
認
定

さ
れ
て
以
降
は
、
桐
箪
笥
製
造
に

一
本
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
す

ま
す
創
意
工
夫
を
意
欲
的
に
追
及

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
次
期
社
長
で
あ
る
長
男
の
聡
一

氏
は
、
大
学
卒
業
後
に
シ
ガ
木
工

に
入
社
し
箪
笥
職
人
と
し
て
技
術

を
学
ん
で
い
る
。
伝
統
工
芸
士
に

な
る
に
は
、
最
低
12
年
の
実
務
を

経
る
必
要
が
あ
り
、
経
験
を
積
ん

だ
聡
一
氏
は
近
々
受
験
予
定
だ
と

い
う
。
啓
二
氏
は
「
今
後
も
創
意

工
夫
を
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
な
も

の
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
す

れ
ば
〝
も
の
づ
く
り
〞
の
お
も
し

ろ
さ
が
ど
ん
ど
ん
わ
か
っ
て
く

る
。
」
と
次
期
社
長
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
熱

く
語
っ
た
。

　
「
継
続
し
て
い
く
に
は
〝
創
意

工
夫
〞
が
大
切
な
の
で
す
」
と
語

る
の
は
、
株
式
会
社
シ
ガ
木
工
現

社
長
の
志
賀
啓
二
氏
だ
。

　
志
賀
社
長
は
高
校
を
卒
業
し
て

す
ぐ
に
、
父
が
営
ん
で
い
た
シ
ガ

木
工
に
入
社
し
た
。
元
々
、
も
の

づ
く
り
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
箪
笥
づ
く
り
の
修
行
を
し
な

が
ら
製
造
部
の
責
任
者
と
し
て

日
々
奮
闘
す
る
こ
と
に
な
る
。
父

か
ら
は
常
に
〝
創
意
工
夫
〞
が
大

切
だ
と
教
え
ら
れ
、
そ
れ
が
時
代

と
と
も
に
激
変
す
る
家
具
業
界
を

生
き
抜
く
経
営
理
念
と
な
っ
た
。

　
父
が
、
合
資
会
社
の
紀
陽
木
工

で
箪
笥
づ
く
り
を
修
行
し
て
い
た

大
正
時
代
に
、
和
歌
山
県
の
家
具

生
産
量
は
全
国
で
二
位
と
な
り
、

地
場
産
業
と
し
て
家
具
業
界
は
最

盛
期
を
迎
え
て
い
た
。
当
時
、
紀

陽
木
工
は
、
画
期
的
な
合
板
技
術

を
生
か
し
た
家
具
製
造
と
製
造
技

術
の
機
械
化
を
全
国
に
先
駆
け
て

確
立
さ
せ
て
お
り
、
１
２
０
名
も

の
社
員
が
在
籍
す
る
活
気
の
あ
る

会
社
だ
っ
た
。

　
昭
和
に
入
る
と
、
戦
時
中
に
は

軍
需
工
場
と
な
り
弾
薬
箱
な
ど
を

作
っ
て
い
た
。
和
歌
山
大
空
襲
で

工
場
が
燃
え
、
紀
陽
木
工
は
残
念

な
が
ら
解
散
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
紀
陽
木
工
で
常
に
〝
創
意
工

夫
〞
を
す
る
こ
と
を
身
に
つ
け
、

シ
ガ
木
工
を
創
業
し
た
。

 

伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
認
定
さ

れ
て
い
る
紀
州
箪
笥
に
は
、
他
の

認
定
地
域
に
あ
る
〝
桐
〞
の
文
字

が
入
っ
て
い
な
い
。
箪
笥
づ
く
り

が
盛
ん
だ
っ
た
和
歌
山
県
で
は
木

材
の
種
類
が
豊
富
で
、
長
持
は
桐

だ
が
、
箪
笥
や
刀
箪
笥
は
、
ス

ギ
・
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
雑
木
が
多
く

使
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
書
か
れ
た

川
合
小
梅
の
小
梅
日
記
に
も
「
三

丁
目
に
た
ん
す
を
見
に
行
く
」
と

〝
桐
〞
の
文
字
は
入
っ
て
い
な
い

よ
う
に
、
桐
箪
笥
と
い
う
言
葉
が

残
る
文
献
数
が
少
な
い
。

　
箪
笥
作
り
の
起
源
は
定
か
で
は

な
い
が
、
江
戸
時
代
に
は
武
家
だ

け
で
は
な
く
一
般
の
人
々
に
も
婚

礼
の
調
度
品
と
し
て
愛
さ
れ
て
い

た
の
は
確
か
で
あ
り
、
高
い
品
質

は
百
年
以
上
も
伝
承
さ
れ
て
き

た
。
長
年
培
わ
れ
て
き
た
箪
笥
製

造
の
技
術
は
、
品
質
、
デ
ザ
イ
ン

と
も
に
県
内
外
か
ら
高
い
評
価
を

受
け
て
お
り
、
新
潟
、
春
日
部
、

名
古
屋
、
泉
州
と
と
も
に
紀
州
も

経
済
産
業
大
臣
指
定
の
伝
統
的
工

芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
家
具
業
界
が
転
機
を
迎
え
る
の

は
、
平
成
七
年
に
発
生
し
た
阪
神

大
震
災
で
あ
る
。
震
災
を
機
に
ハ

ウ
ス
メ
ー
カ
ー
が
従
来
の
大
型
家

具
に
比
べ
安
全
性
が
高
く
費
用
も

抑
え
ら
れ
る
備
え
付
ク
ロ
ー

志賀啓二  氏志賀聡一  氏

創
意
工
夫
の
原
点

伝
統
的
工
芸
品

     

　紀
州
箪
笥

そ
し
て

　次
の
世
代
へ 　日本は世界的に類をみないほど長寿企

業が多く、製造技術を後世へ脈々とつな
げてきた。和歌山県でも長年培われてき
た伝統技術が多く、現在もその技術を次
世代へ引き継ぐために奮闘している人々
がいる。今号は伝統的工芸品の紀州箪笥
を製造しているシガ木工さんにお話しを
伺った。

技術を
引き継ぐ
者たち。

技術を
引き継ぐ
者たち。

技術を
引き継ぐ
者たち。

取材協力

株式会社シガ木工
〒640-8443和歌山県和歌山市延時13-4
TEL.073-452-2011
FAX.073-453-1304
http://www.shiga-mokkou.com/

6  4  0  8  7  9  0

和歌山市梶取 17-2
差出有効期限
平成 30年3月
 31日まで

2259

̶ 紀州箪笥 ̶̶ 紀州箪笥 ̶̶ 紀州箪笥 ̶
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ゼ
ッ
ト
の
提
案
を
一
斉
に
行
っ

た
。
そ
の
た
め
、
箪
笥
を
含
め
た

大
型
家
具
の
受
注
は
全
国
で
３
割

も
減
る
こ
と
に
な
る
。

　
時
代
の
流
れ
と
共
に
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
や
価
値
観
も
変
化
し
、
近

年
で
は
外
国
製

の
安
価
な
商
品

を
取
り
扱
う
大

型
家
具
店
の
出

店
も
相
次
い
で

い
る
。

　
時
代
の
変
化

に
対
応
す
る
た

め
、
従
来
の
桐

箪
笥
に
は
な

か
っ
た
曲
面
加

工
や
焼
き
桐
加

工
、
洋
間
に
合

う
カ
ラ
フ
ル
な

デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
生
み
出
し
て
顧

客
の
ニ
ー
ズ
を
つ
か
み
な
が
ら
新

製
品
の
開
発
を
進
め
て
き
た
。
昭

和
62
年
に
伝
統
的
工
芸
品
に
認
定

さ
れ
て
以
降
は
、
桐
箪
笥
製
造
に

一
本
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
す

ま
す
創
意
工
夫
を
意
欲
的
に
追
及

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
次
期
社
長
で
あ
る
長
男
の
聡
一

氏
は
、
大
学
卒
業
後
に
シ
ガ
木
工

に
入
社
し
箪
笥
職
人
と
し
て
技
術

を
学
ん
で
い
る
。
伝
統
工
芸
士
に

な
る
に
は
、
最
低
12
年
の
実
務
を

経
る
必
要
が
あ
り
、
経
験
を
積
ん

だ
聡
一
氏
は
近
々
受
験
予
定
だ
と

い
う
。
啓
二
氏
は
「
今
後
も
創
意

工
夫
を
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
な
も

の
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
す

れ
ば
〝
も
の
づ
く
り
〞
の
お
も
し

ろ
さ
が
ど
ん
ど
ん
わ
か
っ
て
く

る
。
」
と
次
期
社
長
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
熱

く
語
っ
た
。

　
「
継
続
し
て
い
く
に
は
〝
創
意

工
夫
〞
が
大
切
な
の
で
す
」
と
語

る
の
は
、
株
式
会
社
シ
ガ
木
工
現

社
長
の
志
賀
啓
二
氏
だ
。

　
志
賀
社
長
は
高
校
を
卒
業
し
て

す
ぐ
に
、
父
が
営
ん
で
い
た
シ
ガ

木
工
に
入
社
し
た
。
元
々
、
も
の

づ
く
り
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
箪
笥
づ
く
り
の
修
行
を
し
な

が
ら
製
造
部
の
責
任
者
と
し
て

日
々
奮
闘
す
る
こ
と
に
な
る
。
父

か
ら
は
常
に
〝
創
意
工
夫
〞
が
大

切
だ
と
教
え
ら
れ
、
そ
れ
が
時
代

と
と
も
に
激
変
す
る
家
具
業
界
を

生
き
抜
く
経
営
理
念
と
な
っ
た
。

　
父
が
、
合
資
会
社
の
紀
陽
木
工

で
箪
笥
づ
く
り
を
修
行
し
て
い
た

大
正
時
代
に
、
和
歌
山
県
の
家
具

生
産
量
は
全
国
で
二
位
と
な
り
、

地
場
産
業
と
し
て
家
具
業
界
は
最

盛
期
を
迎
え
て
い
た
。
当
時
、
紀

陽
木
工
は
、
画
期
的
な
合
板
技
術

を
生
か
し
た
家
具
製
造
と
製
造
技

術
の
機
械
化
を
全
国
に
先
駆
け
て

確
立
さ
せ
て
お
り
、
１
２
０
名
も

の
社
員
が
在
籍
す
る
活
気
の
あ
る

会
社
だ
っ
た
。

　
昭
和
に
入
る
と
、
戦
時
中
に
は

軍
需
工
場
と
な
り
弾
薬
箱
な
ど
を

作
っ
て
い
た
。
和
歌
山
大
空
襲
で

工
場
が
燃
え
、
紀
陽
木
工
は
残
念

な
が
ら
解
散
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
紀
陽
木
工
で
常
に
〝
創
意
工

夫
〞
を
す
る
こ
と
を
身
に
つ
け
、

シ
ガ
木
工
を
創
業
し
た
。

 

伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
認
定
さ

れ
て
い
る
紀
州
箪
笥
に
は
、
他
の

認
定
地
域
に
あ
る
〝
桐
〞
の
文
字

が
入
っ
て
い
な
い
。
箪
笥
づ
く
り

が
盛
ん
だ
っ
た
和
歌
山
県
で
は
木

材
の
種
類
が
豊
富
で
、
長
持
は
桐

だ
が
、
箪
笥
や
刀
箪
笥
は
、
ス

ギ
・
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
雑
木
が
多
く

使
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
書
か
れ
た

川
合
小
梅
の
小
梅
日
記
に
も
「
三

丁
目
に
た
ん
す
を
見
に
行
く
」
と

〝
桐
〞
の
文
字
は
入
っ
て
い
な
い

よ
う
に
、
桐
箪
笥
と
い
う
言
葉
が

残
る
文
献
数
が
少
な
い
。

　
箪
笥
作
り
の
起
源
は
定
か
で
は

な
い
が
、
江
戸
時
代
に
は
武
家
だ

け
で
は
な
く
一
般
の
人
々
に
も
婚

礼
の
調
度
品
と
し
て
愛
さ
れ
て
い

た
の
は
確
か
で
あ
り
、
高
い
品
質

は
百
年
以
上
も
伝
承
さ
れ
て
き

た
。
長
年
培
わ
れ
て
き
た
箪
笥
製

造
の
技
術
は
、
品
質
、
デ
ザ
イ
ン

と
も
に
県
内
外
か
ら
高
い
評
価
を

受
け
て
お
り
、
新
潟
、
春
日
部
、

名
古
屋
、
泉
州
と
と
も
に
紀
州
も

経
済
産
業
大
臣
指
定
の
伝
統
的
工

芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
家
具
業
界
が
転
機
を
迎
え
る
の

は
、
平
成
七
年
に
発
生
し
た
阪
神

大
震
災
で
あ
る
。
震
災
を
機
に
ハ

ウ
ス
メ
ー
カ
ー
が
従
来
の
大
型
家

具
に
比
べ
安
全
性
が
高
く
費
用
も

抑
え
ら
れ
る
備
え
付
ク
ロ
ー

志賀啓二  氏志賀聡一  氏

創
意
工
夫
の
原
点

伝
統
的
工
芸
品

     
　紀
州
箪
笥

そ
し
て

　次
の
世
代
へ 　日本は世界的に類をみないほど長寿企

業が多く、製造技術を後世へ脈々とつな
げてきた。和歌山県でも長年培われてき
た伝統技術が多く、現在もその技術を次
世代へ引き継ぐために奮闘している人々
がいる。今号は伝統的工芸品の紀州箪笥
を製造しているシガ木工さんにお話しを
伺った。

技術を
引き継ぐ
者たち。

技術を
引き継ぐ
者たち。

技術を
引き継ぐ
者たち。

取材協力

株式会社シガ木工
〒640-8443和歌山県和歌山市延時13-4
TEL.073-452-2011
FAX.073-453-1304
http://www.shiga-mokkou.com/

6  4  0  8  7  9  0

和歌山市梶取 17-2
差出有効期限
平成 30年3月
 31日まで

2259

̶ 紀州箪笥 ̶̶ 紀州箪笥 ̶̶ 紀州箪笥 ̶



合計10名様にプレゼント!!

①春姫　②夏姫　③秋姫

このハガキの各項目をご記入後、切り取って投函（切手は不要です）
もしくはメールにてご応募ください。　houbo@w-i-n-g.jp

Vol.16の答えは『③紀の川』でした。

色・柄はお選びできませんので
あらかじめご了承ください。

ご協力ありがとうございました。

問題 紀州藩の初代藩主・浅野
幸長の娘の名前は？

2016年10月末日〆切

応募方法

本誌へのご意見・ご感想

ヒント
本号のどこかに
答えが載っています

クイズにお答え頂いた方の中から抽選で
「紀州てまりストラップ」を1つ

クイズとアンケートで

当たる！！
クイズとアンケートで

当たる！！

株式会社ウイング／印刷物を中心に販売促進のお手
伝い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 

協力機関

「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
2008 年から年 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。

本誌を作成するにあたり、次の機関・団体にご協力をいただきました。
厚く御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

本丸ネットワーク　田辺市　鬪雞神社　三段壁洞窟　株式会社シガ木工
橋本市シティセールス推進課　和歌山市立博物館

編 集 後 記
　こんにちは、ほうぼわかやま第 17 号をお届けいたします。発刊から 9 年目、
年2回発行を続けてこられましたのも、読者のみなさまや取材を受けてくださっ
たみなさまのご支援・ご協力のおかげです。ありがとうございます。
　さて、今回取り上げさせていただいたテーマのうち、「紀州の嫁入り」「熊
野水軍」はどちらも面白いテーマで、この 2 つの間で特集ページの 4 ページ
のスペースを奪い合いました。結果、「紀州の嫁入り」が優勢と編集部では判
断したのですが、みなさまにとっての読みごたえはいかがでしたでしょうか？
　最近ではめっきり見なくなりましたが、きっとご高齢な読者のみなさまに
とっては、豪華な和歌山の嫁入りには懐かしい思い出が残るのではないでしょ
うか？
　一方、和歌山には伝統工芸品も多く、その技術が継承されています。職人
の生きざまを通して、匠の技を紹介する新企画をスタートさせました。第 1 回
目は、紀州箪笥で知られるシガ木工の志賀さん親子にご登場いただきました
が、「創意工夫」という社長の言葉に重みを感じたのは、私だけではないと思
います。
　散策のページでご紹介した「真土山の万葉句碑をめぐる」は、あぜ道（道な
き道？）も多いようですが、万葉の人々の旅を思い描きながら、ぜひ歩いてい
ただきたいコースです。
　そして、「熊野水軍」の本拠地に近い田辺市から真砂市長には、「I ♥ 
WAKAYAMA」を語っていただきました。市長のメッセージから、ダブル世
界遺産のまちの魅力を再発見してくださいね。ご愛読ありがとうございます。

　　　　　　　　　　第 17 号編集長　岡　京子

田
辺
市
は
、
美
し
い
海
、
山
、
川
の
大
自
然
を
は

じ
め
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
「
熊
野
古
道
」
や

「
熊
野
本
宮
大
社
」
に
代
表
さ
れ
る
古
い
歴
史
や
文

化
、
風
土
に
育
ま
れ
た
多
く
の
文
化
財
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

中
で
も
市
街
地
に
あ
る
鬪
雞
神
社
は
、
今
号
で
掲
載
さ
れ
た
熊
野
水
軍
ゆ
か
り

の
神
社
で
、
こ
の
号
が
み
な
さ
ま
の
お
手
元
に
届
く
頃
に
は
、
世
界
遺
産
へ
の
追

加
登
録
が
決
定
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
「
み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
」
は
、

養
分
に
乏
し
い
礫れ
き

質し
つ

斜
面
を
活
用
し
て
、
高
品
質
な
梅
を
持
続
的
に
生
産
し
て
き

た
当
地
域
独
特
の
農
業
シ
ス
テ
ム
で
、

当
地
域
で
栽
培
さ
れ
た
「
紀
州
南
高

梅
」
は
、
そ
の
味
わ
い
な
ど
か
ら
梅

干
し
の
最
高
級
品
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
日
本
三
美
人
の

湯
で
知
ら
れ
る
「
龍
神
温
泉
」
や
日

本
最
古
の
湯
と
い
わ
れ
る
「
湯
の
峰

温
泉
」
等
の
温
泉
郷
な
ど
、
人
々
の

心
と
身
体
を
癒
や
す
た
く
さ
ん
の
観

光
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
身
近
に
“
田
辺
”
を
感
じ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

I
♥
W
A
K
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Y
A
M
A  
私
の
和
歌
山

田
辺
市
長　

真
砂 

充
敏

Ｗダ
ブ
ル

世
界
遺
産
の
ま
ち

『
未
来
へ
つ
な
が
る
道  

田
辺
市
』へ

真砂市長
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