


古
来
、神
事
や
宮
中
行
事
、ま
た

武
道
の
鍛
錬
と
し
て
行
わ
れ
て
い

た
相
撲
が
興
行
と
し
て
組
織
化
さ

れ
た
の
は
、江
戸
時
代
の
初
め
ご

ろ
と
言
わ
れ
る
。し
か
し
、黎
明
期

の
相
撲
興
行
は
勝
敗
を
め
ぐ
っ
て

の
喧
嘩
沙
汰
が
絶
え
ず
、た
び
た

び
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
た
。江

戸
や
大
坂
と
い
っ
た
大
都
市
の
相

撲
興
行
も
、17
世
紀
中
ご
ろ
に
は

約
30
年
間
の
中
断
期
間
が
あ
る
。

そ
ん
な
時
期
、多
く
の
力
士
を

迎
え
入
れ
、育
成
に
励
ん
で
い
た

の
が
紀
州
藩
だ
っ
た
。時
の
藩
主

は
、紀
州
徳
川
家
初
代
の
頼
宣
。続

く
二
代
・
光
貞
も
相
撲
を
好
み
、名

だ
た
る
力
士
を
育
成
し
た
。相
撲

興
行
は
中
断
の
の
ち
、元
禄
年
間

（
１
６
８
８
～
１
７
０
４
）ご
ろ
か

ら
地
盤
が
固
ま
っ
て
い
く
が
、そ

の
こ
ろ
主
役
と
な
っ
た
力
士
の
多

く
は
、紀
州
藩
の
お
抱
え
だ
っ
た
。

黎
明
期
の
角
界
を
リ
ー
ド
し
た

紀
州
の
ス
タ
イ
ル
は
、当
然
の
こ

和
歌
山
は
相
撲
ど
こ
ろ
。
大
相
撲
に
多
く
の
力
士
を
輩
出
し
、
学
生
や

社
会
人
の
部
活
動
も
盛
ん
だ
。
和
歌
山
の
相
撲
人
気
は
筋
金
入
り
で
、
そ

の
起
源
は
、
遠
く
江
戸
時
代
、
相
撲
好
き
だ
っ
た
殿
様
が
多
く
の
力
士
を

抱
え
た
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
現
在
の
大
相
撲
の
基
盤
を
築
い
た
と
も
言

わ
れ
る
「
紀
州
相
撲
」
と
は
―
。

江
戸
角
界
の

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー

東照宮縁起絵巻 ＝ 紀州東照宮所蔵

―
技
と
錦
の
紀
州
相
撲
―

紀
州
の
殿
様
は

相
撲
が
好
き

紀
州
相
撲
が

ル
ー
ツ
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と
な
が
ら
、他
の
地
方
の
力
士
た

ち
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

ひ
と
つ
は
、相
撲
の
技
術
で
あ

る
。元
禄
年
間
の
紀
州
徳
川
家
お

抱
え
力
士
・
鏡か

が
み

山や
ま

沖お
き

之の

右え

衛も

門ん

は
、

柔
術
を
取
り
入
れ
た
技
術
で
「
天

下
無
双
相
撲
ノ
名
人
」（『
十ま

す

ほ

寸
穂

の
薄す

す
き

』）と
呼
ば
れ
た
。こ
の
鏡
山

に
学
ん
だ
力
士
た
ち
の
一
団
が

「
紀
州
相
撲
」と
称
さ
れ
、そ
の
技

は
紀
州
以
外
の
力
士
に
も
波
及
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、当
時
の
立
ち
合
い
は

立
っ
た
ま
ま
行
う
の
が
一
般
的

だ
っ
た
が
、紀
州
相
撲
で
は
、土
俵

に
手
を
下
ろ
し
て
か
ら
取
り
組
む

型
を
採
用
。現
在
の
立
ち
合
い
に

も
通
じ
る
こ
の
型
は
「
紀
州
流
」

と
呼
ば
れ
た
。

紀
州
相
撲
を
ル
ー
ツ
と
す
る
あ

れ
こ
れ
の
な
か
で
、忘
れ
て
な
ら

な
い
の
は
「
紀
州
ま
わ
し
」の
存

在
だ
。現
在
の
大
相
撲
で
も
、華
や

か
な
化
粧
ま
わ
し
を
付
け
た
力
士

の
土
俵
入
り
は
見
物
の
ひ
と
つ
だ

が
、そ
の
始
ま
り
は
、華
や
か
な
織

物
で
作
ら
れ
た
紀
州
相
撲
の
下
帯

だ
と
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
相
撲
の
事
典
『
古

今
相
撲
大
全
』に
は
、紀
州
ま
わ
し

に
つ
い
て
「
華
美
眼
を
お
ど
ろ
か

す
み
ご
と
さ
、言
語
に
の
べ
が
た

し
、そ
れ
よ
り
次
第
に
わ
れ
お
と

ら
じ
と
風
流
を
つ
く
す
こ
と
に
な

り
た
り
※
」と
あ
る
。紀
州
ま
わ
し

の
き
ら
び
や
か
さ
が
流
行
を
生
ん

だ
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

現
在
、紀
州
東
照
宮
の
和
歌
祭

り
の
行
列
に
は
、紀
州
ま
わ
し
を

締
め
た
力
士
が
登
場
す
る
。紀
州

相
撲
の
往
時
を
し
の
ば
せ
る
そ
の

光
景
は「
相
撲
ど
こ
ろ
わ
か
や
ま
」

な
ら
で
は
の
風
物
詩
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

県内では盛んに大会が開催されている。
＝ 県営相撲競技場、平成29年度県高校総体

和歌山県内には、相撲関係の絵馬が奉納されている
神社が多い。写真は応供寺（和歌山市）土俵が四角
形の珍しいもの。

和歌祭りで見られる力士の行列。紀州まわしが華やか。 ＝ 紀州東照宮所蔵

錦
織
り
な
す

紀
州
ま
わ
し

巻頭特集　｜　江戸角界のトップランナー　技と錦の紀州相撲

＜取材協力・表紙写真提供＞
公益財団法人 日本相撲協会

※【大意】華やかさ、目を驚かせる見事さは
言葉にできないほどだ。それから次第に
皆が競うように美しく飾るようになった。
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表
紙
の
錦
絵
で
描
か
れ
て
い
る

の
が
、17
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た

紀
州
藩
お
抱
え
力
士
、鬼
勝
象
之

助
で
あ
る
。絵
の
詞
書
に
は
「
身

丈
七
尺
八
寸
」と
あ
り
、現
在
の
単

位
に
換
算
す
る
と
、何
と
2
メ
ー

ト
ル
34
セ
ン
チ
。と
て
つ
も
な
い

大
男
で
あ
る
。

こ
の
錦
絵
は
、江
戸
時
代
末
期

の
天
保
年
間
に
描
か
れ
た
も
の
で
、

古
今
東
西
の
名
力
士
５
人
を
紹
介

す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。活
躍

し
た
時
代
か
ら
２
０
０
年
を
経
て

描
か
れ
た
絵
で
あ
り
、鬼
勝
が
伝

説
的
な
名
力
士
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
も
の
だ
。

鬼
勝
の
墓
が
あ
る
正
住
寺
（
和

歌
山
市
東
長
町
）に
は
、鬼
勝
が
紀

州
公
か
ら
拝
領
し
た
と
い
う
刀
が

伝
わ
っ
て
い
る（
県
立
博
物
館
蔵
）。

そ
の
長
さ
は
１
８
０
セ
ン
チ
以
上

も
あ
り
、鬼
勝
は
こ
れ
を
差
し
て

歩
い
て
い
た
と
い
う
。

29
歳
（
一
説
に
は
18
歳
）の
若

さ
で
没
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、

強
さ
を
妬
ま
れ
て
毒
殺
さ
れ
た
と

い
う
説
も
あ
る
。

鬼
勝
と
並
ぶ
力
自
慢
の
力
士
で
、

18
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
。
も
と

も
と
は
白
山
新
三
郎
と
名
乗
っ
て

い
た
が
、
後
年
に
石
鎚
島
之
助
と

改
名
し
た
よ
う
で
あ
る
。

船
乗
り
10
人
以
上
で
立
て
る
千

石
船
の
帆
を
た
っ
た
ひ
と
り
で

立
て
て
し
ま
っ
た
な
ど
、
腕
力
に

関
す
る
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝

わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
短
気
な
力

士
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
一

度
負
け
た
相
手
を
そ
の
後
の
取
り

組
み
の
際
に
殺
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
話
も
あ
る
。

９
年
間
も
無
敗
を
続
け
た
名
力

士
・
初
代
谷た

に
か
ぜ風

梶か
じ

之の

助す
け

に
土
を

つ
け
た
。
紀
州
の
行
司
・
尺せ

き

子し

一い
ち

学が
く

か
ら
「
待
っ
た
」
を
伝
授
さ
れ
、

谷
風
と
の
取
組
の
際
も
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
立
ち
合
わ
な
か
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
の
平

静
を
奪
い
、
勝
利
を
つ
か
ん
だ
。

人
間
的
に
は
負
け
ず
嫌
い
で
稽

古
一
筋
の
堅
物
だ
っ
た
ら
し
い
。

稽
古
で
石
鎚
を
し
ば
し
ば
下
し
た

た
め
、
ひ
ど
く
怒
ら
せ
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

17
世
紀
後
半
の
元
禄
年
間
に
活

躍
し
た
力
士
で
、
石
鎚
や
八
角
の

師
匠
に
あ
た
る
。
紀
州
関
口
流
の

柔
術
を
習
い
、
そ
れ
を
相
撲
に
取

り
入
れ
、
新
し
い
相
撲
術
を
生
み

出
し
た
。
鏡
山
は
多
く
の
力
士
に

こ
の
技
術
を
教
え
た
た
め
、
各
地

で
流
行
す
る
こ
と
と
な
る
。

鏡
山
の
立
ち
合
い
は
、
中
腰
の

前
傾
姿
勢
だ
っ
た
と
い
う
。
当
時

の
立
ち
合
い
は
立
っ
た
ま
ま
が
主

流
だ
っ
た
の
で
、
相
手
よ
り
低
い

姿
勢
で
当
た
る
こ
と
に
な
り
、
低

い
体
勢
と
柔
術
の
技
で
向
か
う
と

こ
ろ
敵
な
し
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ

の
た
め
、
多
く
の
力
士
が
中
腰
を

採
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が

手
を
つ
く
ス
タ
イ
ル
の「
紀
州
流
」

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か

た
く
な
い
。

な
お
、
紀
州
関
口
流
に
は
、
家

元
が
鬼
勝
を
投
げ
た
と
い
う
逸
話

が
伝
わ
っ
て
い
る
。

個性あふれる
紀州藩のお抱え

力士たち

鬼お

に

勝か

つ

象ぞ

う

之の

助す

け

天
下
に
名
だ
た
る
大
男

石い

し

鎚づ

ち

島し

ま

之の

助す

け

常
識
は
ず
れ
の
剛
力

八は

っ

角か

く

楯た

て

之の

助す

け

世
紀
の
大
金
星

鏡か
が
み

山や
ま

沖お
き

之の

右え

も

ん

衛
門

紀
州
の
相
撲
マ
ス
タ
ー

鬼勝の墓 ＝ 和歌山市東長町の正住寺
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　全国でも若い少年力士たちの活躍が目立ち、県庁

に務める社会人力士が全国優勝したりと和歌山は今

も相撲どころだ。そんな伝統を背負う若き力士と教育

者、それぞれに話を聞いた。

この地で強くなりたい

県立和歌山商業高校に通う高校一年生の花
はな

田
だ

秀
ひで

虎
とら

君は、中学生時代に全国で個人総合２位になった

将来を嘱望される力士だ。

そんな彼が相撲の魅力を嬉しそうに語ってくれた。

「子供の頃たまたま出た相撲大会で優勝しました。そこ

で相撲の面白さに夢中になりました。相撲には引き分

けがなく必ず決着がつきます。厳しいところでもあります

が、そこが最大の魅力だと思っています」。

和歌山出身の関取には、元関脇の栃乃和歌や久島

海らがいるが、彼の見据える目標はそんな先達にも負け

ないくらい高い位置にある。「先輩力士の後を追ってい

ずれは角界に入り、大相撲の頂点を目指したいと思って

います。そのためにも、まずは高校で全国制覇を果たし

たい」。遥かな高みを目指しながらも、次なる一歩を見定

めている。そこには彼の和歌山に対する思いがあった。

「相撲の世界で自分が活躍することで、相撲文化

のある和歌山に元気を与え続けたい。それが僕の夢

です」。どの質問にも真正面から答える彼の柔らかな

語り口には、その取り組みと同じように横綱相撲の姿勢

が貫かれていた。

相撲で生きる力を高めてほしい

「相撲では、心・技・体この三つを高いレベルで維持

できなければ勝つことはできません。逆に言えば、体に

恵まれなくても他の二つを懸命に磨けば自分より大きな

者にも勝つことができます」。

県立和歌山商業高校相撲部の監督を務める門
もん

林
ばやし

三
み

千
ち

生
お

さんは、言い回しを変えながら何度も、勝つため

に努力すること、挑戦していく気持ちの大事さを言葉に

した。「この前へ向かう気持ちは子どもたちが社会に出

て、困難な壁にぶつかった時、それを乗り越えるのに必

ず役立ちます」。

教育者としての立場から現代を捉え、相撲を通して

子どもたちの成長を考え続けている。そんな彼は、監督

や公式戦のレフェリーを務める今でも、生徒たちと体を

ぶつけ合い共に稽古に励んでいる。

そして現在へ。

D A T A

気迫の立合いをみせる花田君

レフェリーを務める門林さん（中央）

和歌山市少年相撲教室では、
毎週土・日曜日の10時から少年相撲の
稽古が行われている。随時参加者募集中。

【住所】和歌山県和歌山市有田屋町5

巻頭特集　｜　江戸角界のトップランナー　技と錦の紀州相撲5



琴
の
滝

合
戦
河
原

カ
モ
シ
カ

渡
り

抜
け
穴

午
の
大
岩

中
洲

糸
繰
の
滝

青
苔
の
滝

河
鹿
の
滝

奏
で
の
滝

朝
虹
の
滝

鮎
戻
の
滝

元
服
の
滝

日
暮
し
の
滝

P

琴
の
滝
荘

遊歩道
林道広瀬谷線

め
ん
の
滝

午
鬼
の
滝

南
紀
熊
野
ジ
オ
パ
ー
ク
の
ジ
オ
サ

イ
ト
に
選
定
さ
れ
て
い
る
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
で
美
し
い
海
岸
線
、
ケ
ン

ケ
ン
船
に
よ
る
カ
ツ
オ
漁
な
ど
の

漁
業
が
有
名
な
す
さ
み
町
。
恋
人

岬
か
ら
見
る
婦め
お
と
な
み

夫
波
や
、
エ
ビ
と

カ
ニ
の
水
族
館
な
ど
の
観
光
ス
ポ

ッ
ト
が
あ
り“
海
”の
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
が
、
今
回
の
散
策
は
涼
を

求
め
て“
山
”へ
む
か
う
。

今
回
の
散
策
コ
ー
ス
で
あ
る
広

瀬
谷
渓
谷
は
、
周す

参さ

見み

川が
わ

の
支

流
で
大
小
10
余
り
の
滝
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
遊
歩
道
が
整
備
さ

れ
て
い
る
。
紀
勢
自
動

車
道
す
さ
み
IC
を
お
り

て
車
で
走
る
こ
と
５
分
、

遊
歩
道
の
ス
タ
ー
ト
地

点
で
あ
る
琴
の
滝
荘
に

着
く
。
遊
歩
道
は
片
道

１
㎞
ほ
ど
あ
り
往
復
で

約
1
時
間
と
い
う
短
時

間
で
楽
し
め
る
行
程
だ
。

渓
流
に
沿
っ
て
遊
歩
道
を
歩
い

て
い
く
と
、
す
ぐ
に
鬱
蒼
と
し

た
森
に
入
る
。
遠
く
か
ら
は
ザ
ア

ア
ァ
と
水
音
が
聞
こ
え
、
ひ
ん
や

り
し
た
空
気
に
包
ま
れ
る
と
、
第

一
の
滝
“
元
服
の
滝
”
が
現
れ
る
。

再
び
進
む
と
第
二
の
滝
“
鮎
戻
の

滝
”。
少
し
進
ん
で
滝
、
少
し
進

ん
で
滝
と
連
続
し
て
大
小
様
々
な

滝
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

だ
け
に
遊
歩
道
の
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン

が
き
つ
く
、
苔
む
し
た
足
元
が
滑

り
や
す
い
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

遊歩道
木漏れ日のなかを渓流に沿って歩けば、
野鳥のさえずりや季節の植物を楽しむことができる

～広瀬谷渓谷～

元服の滝

朝虹の滝

琴の滝
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琴
の
滝

合
戦
河
原

カ
モ
シ
カ

渡
り

抜
け
穴

午
の
大
岩

中
洲

糸
繰
の
滝

青
苔
の
滝

河
鹿
の
滝

奏
で
の
滝

朝
虹
の
滝

鮎
戻
の
滝

元
服
の
滝

日
暮
し
の
滝

P

琴
の
滝
荘

遊歩道
林道広瀬谷線

め
ん
の
滝

午
鬼
の
滝

琴の滝荘
〒649-2621
和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見 55 番地
TEL 0739（55）4335
FAX 0739（55）4744

【アクセス】紀勢自動車道すさみ IC から
　　　　　古座・佐本方面へ約５分
http://kotonotaki.ikoi-w.com/

すさみ八景の一つ、「琴の滝」の渓流沿い
の景観が素晴らしい静かな宿。

遊歩道は整備されています
が、苔で足元が滑りやすい
です。トレッキングシューズ
など滑りにくい靴を履きま
しょう。

自動車が通れ
る舗装道路が
並行してます！

遊
歩
道
の
最
終
地
に
は
、
渓
谷

の
最
大
の
滝
で
あ
る
“
琴
の
滝
”

が
あ
る
。
落
差
が
20
ｍ
あ
り
滝
壺

か
ら
の
ミ
ス
ト
状
の
水
し
ぶ
き
が

あ
た
り
を
包
み
込
む
。
木
漏
れ
日

に
照
ら
さ
れ
た
滝
の
音
は
心
地
よ

く
、
ず
っ
と
聞
い
て
い
ら
れ
る
。

こ
の
滝
壺
に
は
伝
説
が
あ
り
、

影
を
食
う
牛
鬼
と
い
う
お
そ
ろ
し

い
化
け
物
が
住
ん
で
お
り
、
影
を

食
わ
れ
た
人
は
必
ず
命
を
落
と
し

た
と
い
う
。
恐
れ
た
村
人
は
正
月

に
牛
鬼
に
酒
を
供
え
た
と
こ
ろ
、

酒
好
き
な
牛
鬼
は
そ
れ
以
降
は
村

人
の
影
を
食
べ
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
と
い
う
。

IC
か
ら
ア
ク
セ
ス
が
良
い
森
林

の
散
策
コ
ー
ス
。
夏
の
散
策
に
は

最
適
で
あ
る
。
す
さ
み
町
に
あ
る

海
の
レ
ジ
ャ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
あ
わ

せ
て
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
。

一部補助ロープが
あり、足元に注意！！

青苔の滝

ペットと泊まれるログコテージも備えている

河鹿の滝
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西
川
好
次
郎
は
明
治
36
年
10

月
、
垣
口
家
の
次
男
と
し
て
日
高

郡
寒
川
村
に
生
ま
れ
る
。
後
に
旧

川
上
村
の
西
川
家
に
養
子
縁
組
さ

れ
西
川
姓
と
な
る
。

　
地
元
寒
川
で
親
交
の
あ
っ
た
福

島
さ
ん
に
よ
る
と
、
好
次
郎
は
幼

い
頃
か
ら
と
て
も
繊
細
な
感
覚
の

持
ち
主
で
、
物
事
を
よ
く
観
察

し
、
ま
た
表
現
豊
か
な
人
物
で

あ
っ
た
。
そ
の
才
能
は
家
族
も
認

め
、
兄
弟
が
家
の
仕
事
を
手
伝
っ

て
い
る
中
、
好
次
郎
に
は
勉
強
を

優
先
さ
せ
た
と
い
う
。

　
好
次
郎
は
小
学
校
高
等
科
を
卒

業
し
た
の
ち
、
植
林
の
仕
事
で
和

歌
山
市
を
訪
れ
た
際
、
紅
葉
溪
納

涼
音
頭
の
作
詞
募
集
を
知
り
、
こ

れ
に
応
募
し
当
選
。
五
十
銭
（
当

時
の
日
当
に
当
た
る
）
の
作
詞
料

を
得
た
。
こ
れ
が
の
ち
に
懸
賞
歌

謡
の
巨
星
と
呼
ば
れ
る
最
初
の
一

歩
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
寒
川
第
一
小
学
校
の

教
員
を
経
て
、
川
原
河
小
学
校
の

教
諭
と
な
る
。
そ
し
て
昭
和
８
年
、

報
知
新
聞
社
が
皇
太
子
（
今

上
天
皇
）
の
誕
生
を
記
念
し
て

歌
詞
を
一
般
公
募
し
た
「
皇
太
子

殿
下
御
降
誕
奉
祝
歌
」
に
応
募
、

応
募
作
品
数
約
五
千
八
百
の
中
か

ら
一
等
入
賞
を
果
た
し
た
。
選
者

の
一
人
、
文
学
博
士
の
佐
佐
木
信

綱
は
「
荘
重
、
雄
快
の
作
に
加
え

て
作
曲
上
の
字
脚
、
音
楽
的
効

果
、
詩
趣
の
ゆ
た
か
さ
の
こ
も
っ

た
も
の
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ

を
機
に

好
次
郎
の
元
に
は
作

詞
の
依
頼
が
殺
到
し
た
と
い
う
。

　
昭
和
12
年
７
月
７
日
、
日
中
戦

争
勃
発
。
好
次
郎
は
司
令
部
付
の

事
務
官
と
し
て
招
集
さ
れ
る
。
中

国
の
漢
口
の
基
地
に
就
い
て
い
た

と
き
、
日
本
か
ら
の
報
道
班
と
し

て
現
地
に
訪
れ
た
詩
人
の
西
條
八

十
に
出
会
う
。
好
次
郎
は
走
り
書

き
し
た
「
漢
口
晴
れ
て
」
と
い
う

歌
を
西
條
に
手
渡
し
た
と
こ
ろ
、

歌
を
読
ん
だ
西
條
は
感
銘
を
受
け

「
内
地
に
帰
っ
た
ら
、
必
ず
訪
ね
て

く
だ
さ
い
」
と
言
い
残
し
た
。

　
後
日
、
日
本
に
帰
っ
た
好
次
郎

が
東
京
の
西
條
を
訪
ね
る
と
「
一

切
の
面
倒
を
見
る
か
ら
」
と
上
京

を
薦
め
ら
れ
る
が
即
答
は
せ
ず
、

同
郷
の
作
家
沖
野
岩
三
郎
の
元
へ

相
談
に
行
っ
た
。
岩
三
郎
は
じ
っ

と
考
え
込
む
と
無
言
で
色
紙
に

〝
野
に
山
に
　
親
し
き
友
と
　
た

わ
む
れ
て
　
遊
べ
る
こ
ろ
の
　
な

つ
か
し
き
か
も
〞
と
し
た
た
め
好

次
郎
に
手
渡
し
た
と
い
う
。
安
住

の
地
ふ
る
さ
と
に
と
ど
ま
る
が
良

か
ろ
う
、
と
の
意
を
解
し
た
好
次

郎
は
西
條
の
誘
い
を
固
辞
し
故
郷

に
帰
る
決
心
を
し
た
。
西
條
と
は

そ
の
後
も
文
通
を
続
け
、
晩
年
に

は
友
好
の
し
る
し
と
し
て
色
紙
が

贈
ら
れ
て
い
る
。

　
故
郷
に
帰
っ
た
好
次
郎
は
教
員

の
仕
事
の
傍
ら
、
歌
謡
研
究
会
に

所
属
し
、
そ
こ
で
知
っ
た
全
国
の

懸
賞
歌
謡
に
次
々
と
応
募
し
て

い
っ
た
。
「
和
歌
山
県
民
歌
」
「
紀

州
お
ど
り
ぶ
ん
だ
ら
節
」
「
御
坊
市

歌
」
「
新
宮
音
頭
」
「
新
海
南
音

頭
」
「
道
成
寺
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
カ
踊

り
」
な
ど
の
他
、
１
位
入
選
歌
１
４

０
曲
余
、
そ
の
他
入
選
４
０
０
曲
以

上
、
ま
た
和
歌
山
県
内
を
中
心
に
多

数
の
校
歌
を
手
が
け
て
い
る
。

　
な
か
で
も
「
和
歌
山
県
民
歌
」

は
戦
後
間
も
な
い
昭
和
23
年
、
和

歌
山
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
・
ソ

サ
エ
テ
ィ
が
「
県
の
再
建
に
つ
な

が
り
、
後
世
に
残
る
も
の
」
と
し

て
作
詞
部
門
に
佐
藤
春
夫
、
作
曲

部
門
に
山
田
耕
筰
を
そ
れ
ぞ
れ
選

者
に
迎
え
て
一
般
公
募
を
行
っ

た
。
好
次
郎
は
「
木
の
国
の
す
ば

ら
し
い
新
し
い
巨
歩
を
踏
み
出
し

て
い
く
」
と
い
う
願
い
を
こ
め
て

県
民
歌
を
作
詞
、
一
席
に
入
選
し

た
。
作
曲
部
門
に
は
佳
作
の
み
と

な
り
、
選
者
の
山
田
耕
筰
に
作
曲

を
依
頼
し
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
さ
れ

た
。

　
昭
和
24
年
、
当
時
川
原
河
小
学

校
の
校
長
を
務
め
て
い
た
好
次
郎

は
小
学
校
の
校
歌
を
作
っ
て
い

た
。
歌
詞
は
で
き
た
が
作
曲
は
ど

う
す
る
か
。
好
次
郎
は
県
民
歌
で

縁
の
あ
る
山
田
耕
筰
に
依
頼
し
て

み
て
は
と
思
い
立
ち
、
歌
詞
を
添

え
て
手
紙
を
送
っ
た
。

　
山
村
の
小
さ
な
学
校
で
あ
り
作

曲
料
も
ろ
く
に
払
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
一
顧
だ
に
さ
れ
な
い
で

あ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
が
、
思

い
が
け
ず
返
事
が
あ
り
「
正
式
に

依
頼
を
受
け
る
に
は
山
田
耕
筰
作

曲
協
会
を
通
し
て
３
万
円
の
依
頼

料
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
こ
の

素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
れ
ば
是
非

引
き
受
け
た
い
。
そ
こ
で
私
か
ら

２
万
円
を
送
付
す
る
の
で
１
万
円

を
加
え
て
協
会
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
好
次
郎
の
作
品
で
山
田
耕
筰

作
曲
の
二
点
「
和
歌
山
県
民
歌
」

「
川
原
河
小
学
校
校
歌
」
は
こ
う

し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
寒
川
第
一
小
学
校
校

長
、
上
初
湯
川
小
学
校
校
長
、
と

教
職
を
務
め
な
が
ら
作
詞
活
動
を

続
け
て
い
た
好
次
郎
で
あ
っ
た

が
、
地
元
の
人
た
ち
と
の
ふ
れ
あ

い
を
大
切
に
し
た
い
と
の
思
い

で
、
昭
和
32
年
12
月
に
依
願
退

職
、
旧
美
山
村
の
自
宅
を
改
装
し
食

堂
「
河
鹿
荘
」
を
開
い
た
。
好
次
郎

の
人
柄
も
あ
り
「
河
鹿
荘
」
は
地
元

住
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
多
く
の
人

が
訪
れ
た
と
い
う
。

　
昭
和
51
年
11
月
、
作
詞
活
動
を

通
し
て
地
域
文
化
の
向
上
に
貢
献

し
た
こ
と
を
評
価
さ
れ
和
歌
山
県

文
化
功
労
賞
を
受
賞
。
昭
和
58
年

11
月
に
は
文
化
庁
第
一
回
地
域
文

化
功
労
者
と
し
て
文
部
大
臣
表
彰

を
受
賞
し
た
。

　
平
成
２
年
88
歳
で
こ
の
世
を

去
っ
た
好
次
郎
で
あ
る
が
、
晩
年

書
き
記
し
た
自
著
に
こ
の
よ
う
な

詩
を
残
し
て
い
る
。

〝
山
波
に
　
ゆ
れ
て
ひ
び
く
か
　

唄
ご
え
は
　
雲
に
の
れ
の
れ
　
あ

な
た
を
の
せ
て
〞

　
好
次
郎
の
残
し
た
数
々
の
歌
は

こ
れ
か
ら
も
時
代
を
超
え
、
人
々

に
歌
い
継
が
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。 西川好次郎氏

村役場（現在の日高川町役場美山支所）のほど近くにある自宅兼食堂

西條八十から贈られた色紙

河鹿荘に残る好次郎作の歌

西川好次郎
♪ほのぼのと　かおる浜木綿

陽に映ゆる　緑の起伏　和歌山は～

先の紀の国わかやま国体でも

合唱された｢和歌山県民歌｣

この歌を作詞した西川好次郎とは

どのような人物であったのか

歌
人
西
川
好
次
郎

西
條
八
十
と
の

出
会
い

「
和
歌
山
県
民
歌
」

と
山
田
耕
筰

故
郷
を
愛
し
た

好
次
郎

懸賞歌謡の巨星

はまゆう

に
し
か
わ
よ
し
じ
ろ
う

そ
う
が
わ

さ  

さ  

き 

の
ぶ

さ
い
じ
ょ
う  

や

そ

つ
な

お
き 

の
い
わ
さ
ぶ
ろ
う

さ 

と
う
は
る  

お

か 

じ
か
そ
う

や
ま 

だ 

こ
う
さ
く

昭和60年に村民の8割にのぼる747世帯が集めた
270万円の浄財を当てて自宅横に建立された歌碑
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西
川
好
次
郎
は
明
治
36
年
10

月
、
垣
口
家
の
次
男
と
し
て
日
高

郡
寒
川
村
に
生
ま
れ
る
。
後
に
旧

川
上
村
の
西
川
家
に
養
子
縁
組
さ

れ
西
川
姓
と
な
る
。

　
地
元
寒
川
で
親
交
の
あ
っ
た
福

島
さ
ん
に
よ
る
と
、
好
次
郎
は
幼

い
頃
か
ら
と
て
も
繊
細
な
感
覚
の

持
ち
主
で
、
物
事
を
よ
く
観
察

し
、
ま
た
表
現
豊
か
な
人
物
で

あ
っ
た
。
そ
の
才
能
は
家
族
も
認

め
、
兄
弟
が
家
の
仕
事
を
手
伝
っ

て
い
る
中
、
好
次
郎
に
は
勉
強
を

優
先
さ
せ
た
と
い
う
。

　
好
次
郎
は
小
学
校
高
等
科
を
卒

業
し
た
の
ち
、
植
林
の
仕
事
で
和

歌
山
市
を
訪
れ
た
際
、
紅
葉
溪
納

涼
音
頭
の
作
詞
募
集
を
知
り
、
こ

れ
に
応
募
し
当
選
。
五
十
銭
（
当

時
の
日
当
に
当
た
る
）
の
作
詞
料

を
得
た
。
こ
れ
が
の
ち
に
懸
賞
歌

謡
の
巨
星
と
呼
ば
れ
る
最
初
の
一

歩
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
寒
川
第
一
小
学
校
の

教
員
を
経
て
、
川
原
河
小
学
校
の

教
諭
と
な
る
。
そ
し
て
昭
和
８
年
、

報
知
新
聞
社
が
皇
太
子
（
今

上
天
皇
）
の
誕
生
を
記
念
し
て

歌
詞
を
一
般
公
募
し
た
「
皇
太
子

殿
下
御
降
誕
奉
祝
歌
」
に
応
募
、

応
募
作
品
数
約
五
千
八
百
の
中
か

ら
一
等
入
賞
を
果
た
し
た
。
選
者

の
一
人
、
文
学
博
士
の
佐
佐
木
信

綱
は
「
荘
重
、
雄
快
の
作
に
加
え

て
作
曲
上
の
字
脚
、
音
楽
的
効

果
、
詩
趣
の
ゆ
た
か
さ
の
こ
も
っ

た
も
の
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ

を
機
に

好
次
郎
の
元
に
は
作

詞
の
依
頼
が
殺
到
し
た
と
い
う
。

　
昭
和
12
年
７
月
７
日
、
日
中
戦

争
勃
発
。
好
次
郎
は
司
令
部
付
の

事
務
官
と
し
て
招
集
さ
れ
る
。
中

国
の
漢
口
の
基
地
に
就
い
て
い
た

と
き
、
日
本
か
ら
の
報
道
班
と
し

て
現
地
に
訪
れ
た
詩
人
の
西
條
八

十
に
出
会
う
。
好
次
郎
は
走
り
書

き
し
た
「
漢
口
晴
れ
て
」
と
い
う

歌
を
西
條
に
手
渡
し
た
と
こ
ろ
、

歌
を
読
ん
だ
西
條
は
感
銘
を
受
け

「
内
地
に
帰
っ
た
ら
、
必
ず
訪
ね
て

く
だ
さ
い
」
と
言
い
残
し
た
。

　
後
日
、
日
本
に
帰
っ
た
好
次
郎

が
東
京
の
西
條
を
訪
ね
る
と
「
一

切
の
面
倒
を
見
る
か
ら
」
と
上
京

を
薦
め
ら
れ
る
が
即
答
は
せ
ず
、

同
郷
の
作
家
沖
野
岩
三
郎
の
元
へ

相
談
に
行
っ
た
。
岩
三
郎
は
じ
っ

と
考
え
込
む
と
無
言
で
色
紙
に

〝
野
に
山
に
　
親
し
き
友
と
　
た

わ
む
れ
て
　
遊
べ
る
こ
ろ
の
　
な

つ
か
し
き
か
も
〞
と
し
た
た
め
好

次
郎
に
手
渡
し
た
と
い
う
。
安
住

の
地
ふ
る
さ
と
に
と
ど
ま
る
が
良

か
ろ
う
、
と
の
意
を
解
し
た
好
次

郎
は
西
條
の
誘
い
を
固
辞
し
故
郷

に
帰
る
決
心
を
し
た
。
西
條
と
は

そ
の
後
も
文
通
を
続
け
、
晩
年
に

は
友
好
の
し
る
し
と
し
て
色
紙
が

贈
ら
れ
て
い
る
。

　
故
郷
に
帰
っ
た
好
次
郎
は
教
員

の
仕
事
の
傍
ら
、
歌
謡
研
究
会
に

所
属
し
、
そ
こ
で
知
っ
た
全
国
の

懸
賞
歌
謡
に
次
々
と
応
募
し
て

い
っ
た
。
「
和
歌
山
県
民
歌
」
「
紀

州
お
ど
り
ぶ
ん
だ
ら
節
」
「
御
坊
市

歌
」
「
新
宮
音
頭
」
「
新
海
南
音

頭
」
「
道
成
寺
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
カ
踊

り
」
な
ど
の
他
、
１
位
入
選
歌
１
４

０
曲
余
、
そ
の
他
入
選
４
０
０
曲
以

上
、
ま
た
和
歌
山
県
内
を
中
心
に
多

数
の
校
歌
を
手
が
け
て
い
る
。

　
な
か
で
も
「
和
歌
山
県
民
歌
」

は
戦
後
間
も
な
い
昭
和
23
年
、
和

歌
山
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
・
ソ

サ
エ
テ
ィ
が
「
県
の
再
建
に
つ
な

が
り
、
後
世
に
残
る
も
の
」
と
し

て
作
詞
部
門
に
佐
藤
春
夫
、
作
曲

部
門
に
山
田
耕
筰
を
そ
れ
ぞ
れ
選

者
に
迎
え
て
一
般
公
募
を
行
っ

た
。
好
次
郎
は
「
木
の
国
の
す
ば

ら
し
い
新
し
い
巨
歩
を
踏
み
出
し

て
い
く
」
と
い
う
願
い
を
こ
め
て

県
民
歌
を
作
詞
、
一
席
に
入
選
し

た
。
作
曲
部
門
に
は
佳
作
の
み
と

な
り
、
選
者
の
山
田
耕
筰
に
作
曲

を
依
頼
し
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
さ
れ

た
。

　
昭
和
24
年
、
当
時
川
原
河
小
学

校
の
校
長
を
務
め
て
い
た
好
次
郎

は
小
学
校
の
校
歌
を
作
っ
て
い

た
。
歌
詞
は
で
き
た
が
作
曲
は
ど

う
す
る
か
。
好
次
郎
は
県
民
歌
で

縁
の
あ
る
山
田
耕
筰
に
依
頼
し
て

み
て
は
と
思
い
立
ち
、
歌
詞
を
添

え
て
手
紙
を
送
っ
た
。

　
山
村
の
小
さ
な
学
校
で
あ
り
作

曲
料
も
ろ
く
に
払
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
一
顧
だ
に
さ
れ
な
い
で

あ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
が
、
思

い
が
け
ず
返
事
が
あ
り
「
正
式
に

依
頼
を
受
け
る
に
は
山
田
耕
筰
作

曲
協
会
を
通
し
て
３
万
円
の
依
頼

料
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
こ
の

素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
れ
ば
是
非

引
き
受
け
た
い
。
そ
こ
で
私
か
ら

２
万
円
を
送
付
す
る
の
で
１
万
円

を
加
え
て
協
会
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
好
次
郎
の
作
品
で
山
田
耕
筰

作
曲
の
二
点
「
和
歌
山
県
民
歌
」

「
川
原
河
小
学
校
校
歌
」
は
こ
う

し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
寒
川
第
一
小
学
校
校

長
、
上
初
湯
川
小
学
校
校
長
、
と

教
職
を
務
め
な
が
ら
作
詞
活
動
を

続
け
て
い
た
好
次
郎
で
あ
っ
た

が
、
地
元
の
人
た
ち
と
の
ふ
れ
あ

い
を
大
切
に
し
た
い
と
の
思
い

で
、
昭
和
32
年
12
月
に
依
願
退

職
、
旧
美
山
村
の
自
宅
を
改
装
し
食

堂
「
河
鹿
荘
」
を
開
い
た
。
好
次
郎

の
人
柄
も
あ
り
「
河
鹿
荘
」
は
地
元

住
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
多
く
の
人

が
訪
れ
た
と
い
う
。

　
昭
和
51
年
11
月
、
作
詞
活
動
を

通
し
て
地
域
文
化
の
向
上
に
貢
献

し
た
こ
と
を
評
価
さ
れ
和
歌
山
県

文
化
功
労
賞
を
受
賞
。
昭
和
58
年

11
月
に
は
文
化
庁
第
一
回
地
域
文

化
功
労
者
と
し
て
文
部
大
臣
表
彰

を
受
賞
し
た
。

　
平
成
２
年
88
歳
で
こ
の
世
を

去
っ
た
好
次
郎
で
あ
る
が
、
晩
年

書
き
記
し
た
自
著
に
こ
の
よ
う
な

詩
を
残
し
て
い
る
。

〝
山
波
に
　
ゆ
れ
て
ひ
び
く
か
　

唄
ご
え
は
　
雲
に
の
れ
の
れ
　
あ

な
た
を
の
せ
て
〞

　
好
次
郎
の
残
し
た
数
々
の
歌
は

こ
れ
か
ら
も
時
代
を
超
え
、
人
々

に
歌
い
継
が
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。 西川好次郎氏

村役場（現在の日高川町役場美山支所）のほど近くにある自宅兼食堂

西條八十から贈られた色紙

河鹿荘に残る好次郎作の歌

西川好次郎
♪ほのぼのと　かおる浜木綿

陽に映ゆる　緑の起伏　和歌山は～

先の紀の国わかやま国体でも

合唱された｢和歌山県民歌｣

この歌を作詞した西川好次郎とは

どのような人物であったのか

歌
人
西
川
好
次
郎

西
條
八
十
と
の

出
会
い

「
和
歌
山
県
民
歌
」

と
山
田
耕
筰

故
郷
を
愛
し
た

好
次
郎

懸賞歌謡の巨星

はまゆう

に
し
か
わ
よ
し
じ
ろ
う

そ
う
が
わ

さ  

さ  

き 

の
ぶ

さ
い
じ
ょ
う  

や

そ

つ
な

お
き 

の
い
わ
さ
ぶ
ろ
う

さ 

と
う
は
る  

お

か 

じ
か
そ
う

や
ま 

だ 

こ
う
さ
く

昭和60年に村民の8割にのぼる747世帯が集めた
270万円の浄財を当てて自宅横に建立された歌碑

わかやまの先人　｜　西川　好次郞9



気
な
ど
に
お
さ
れ
て
、
最
盛
期
の

１
９
５
０
年
代
に
約
１
５
０
名
い

た
竿
師
が
、
現
在
で
は
37
名
に
ま

で
減
少
し
て
い
る
。

　
山
上
さ
ん
を
含
め
弟
子
を
持
た

な
い
竿
師
も
多
く
、
平
均
年
齢
60

歳
以
上
で
あ
り
、

後
継
者
問
題
は
深

刻
だ
。
従
来
の
師

弟
制
度
で
は
新
た

な
人
材
の
確
保
は

難
し
い
。

　
紀
州
製
竿
組
合

で
は
、
複
数
の
竿

師
が
交
代
で
後
継

者
育
成
を
す
る
学

校
形
式
の
「
匠
工

房
」
を
開
校
し
て

い
る
。

　
こ
れ
に
は
講
師

と
な
る
竿
師
そ
れ
ぞ
れ
の
優
れ
た

技
術
を
習
得
で
き
る
利
点
が
あ

り
、
２
年
間
の
基
本
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
修
了
し
た
後
は
、
師
弟
制
度

に
も
編
入
で
き
る
。
修
行
に
最
低

５
年
は
か
か
る
竿
師
へ
の
独
立
を

早
め
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
と
い

う
。
こ
れ
ま
で
に
７
名
を
輩
出

し
、
現
在
も
１
名
が
研
修
中
だ
。

　
ま
た
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
シ
ョ
ー

へ
の
出
展
や
、
全
国
ヘ
ラ
ブ
ナ
釣

り
選
手
権
大
会
（
ヘ
ラ
ワ
ン
Ｇ

Ｐ
）
の
開
催
、
地
元
の
小
中
学
生

を
対
象
と
し
た
体
験
教
室
な
ど
の

普
及
活
動
に
も
余
念
が
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
高
度
な
技
術
と

伝
統
を
絶
や
す
こ
と
な
く
後
世
に

残
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

　
　
釣
り
竿
の
材
質
は
、
現
在
で
は

カ
ー
ボ
ン
製
が
主
流
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
へ
ら
鮒
釣
り
に
は

竹
製
の
和
竿
を
使
用
す
る
愛
好
家

が
多
い
。
竹
の
持
つ
し
な
や
か
さ

や
弾
力
性
が
、
わ
ず
か
な
ア
タ
リ

の
感
触
か
ら
、
水
中
を
右
へ
左
へ

と
動
き
回
る
へ
ら
鮒
の
動
き
ま
で

手
元
に
伝
え
や
す
い
か
ら
だ
。

　
へ
ら
鮒
と
の
駆
け
引
き
を
愉
し

む
釣
り
師
た
ち
に
と
っ
て
、
一
度

は
手
に
し
た
い
と
憧
れ
る
逸
品
が

「
紀
州
へ
ら
竿
」
で
あ
る
。

　
和
歌
山
県
橋
本
市
は
、
紀
州
へ

ら
竿
の
産
地
で
和
竿
の
全
国
シ
ェ

ア
９
割
以
上
を
占
め
、
年
間
約
２

５
０
０
本
を
出
荷
し
て
い
る
。

　
複
数
の
竹
を
組
み
合
わ
せ
る
製

造
技
法
は
、
明
治
15
年
（
１
８

８
２
）
に
大
阪
市
の
竿
師
「
初
代

竿
正
」
の
手
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ

た
。
竿
正
の
孫
弟
子
に
師
事
し
た

橋
本
出
身
の
竿
師
２
名
が
地
元
で

独
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
初

期
か
ら
本
格
的
な
生
産
が
始
ま

る
。
へ
ら
鮒
釣
り
ブ
ー
ム
や
原
料

と
な
る
良
質
な
竹
の
産
地
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
地
場
産
業
へ
と
発
展

し
て
い
っ
た
。
昭
和
63
年
（
１
９

８
８
）
に
は
、
そ
の
歴
史
・
技

法
・
品
質
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
県

か
ら
「
伝
統
的
工
芸
品
第
１
号
」

の
指
定
を
受
け
る
。

　
そ
の
後
、
平
成
25
年
（
２
０
１

３
）
に
は
国
の
「
伝
統
的
工
芸

品
」
に
指
定
さ
れ
た
。

 

「
竹
の
良
し
悪
し
を
見
極
め
る

目
を
持
つ
こ
と
が
大
事
で
、
材
料

探
し
に
は
苦
労
し
ま
す
。
」
と
話

す
山
上
寛
恭
さ
ん
は
、
「
こ
ま

鳥
」
の
銘
で
知
ら
れ
る
竿
師
。

　
高
校
卒
業
後
、
昭
和
45
年
（
１

９
７
０
）
に
父
で
あ
る
初
代
こ
ま

鳥
に
入
門
す
る
が
、
９
ヵ
月
後
に

父
が
他
界
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後

は
伯
父
に
師
事
し
、
竿
師
と
し
て

47
年
活
躍
し
続
け
て
い
る
。

　
へ
ら
竿
づ
く
り
は
、
竹
の
切
り

出
し
か
ら
仕
上
げ
ま
で
一
人
の
竿

師
が
す
べ
て
行
う
。
竹
林
に
分
け

入
っ
て
良
質
の
竹
を
採
取
し
、
乾

燥
に
数
年
か
け
る
。
そ
れ
ら
の
な

か
か
ら
良
い
も
の
を
選
び
、
半
年

以
上
を
か
け
て
完
成
さ
せ
る
。

　
材
料
に
使
用
さ
れ
る
竹
は
３
種

類
。
穂
先
（
竿
先
）
は
真
竹
、
２

番
の
穂
持
ち
は
高
野
竹
、
３
番
目

以
降
は
矢
竹
と
組
み
合
わ
せ
た
継

ぎ
竿
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
竹
が
持
つ

特
徴
を
最
大
限
に
活
し
、
約
１
３

０
も
の
工
程
を
長
い
時
間
と
技
巧

を
つ
く
し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
。

　
山
上
さ
ん
の
竿
は
、
持
ち
手
部

分
が
「
卵
殻
握
り
」
と
呼
ば
れ
る

卵
の
殻
を
細
か
く
割
っ
て
鳥
や
虫

な
ど
の
貼
り
絵
に
し
た
細
工
が
施

さ
れ
て
い
る
。
釣
り
道
具
と
し
て

の
機
能
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
遊
び

心
と
個
性
が
光
る
工
芸
品
だ
。

　　
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
や
カ
ー
ボ

ン
素
材
の
品
質
向
上
、
海
釣
り
人

技術を
引き継ぐ
者たち。

技術を
引き継ぐ
者たち。

取材協力

山上寛恭 氏 〔こま鳥〕
〒648-0072 和歌山県橋本市東家3丁目4-9
TEL&FAX 0736-32-3707

へ
ら
鮒
に
は

　
　
和
竿
が
最
適

｢

技｣

と｢

人｣

を

 

育
て
る
取
り
組
み

個
性
が
光
る

 

機
能
性
と
美
し
さ

技術を
引き継ぐ
者たち。
－紀州へら竿－
　釣りの最高峰と言われるへら鮒釣り。
その難易度の高さに魅了された釣り師
たちが使用する専用の釣竿がへら竿だ。
　和歌山県橋本市は｢紀州へら竿｣の産地
として知られている。
１００年以上の伝統技術を受け継ぐ竿師
の山上寛恭さんにお話を伺った。

わ
ざ
お

さ
お
し
ょ
う

ま
だ
け

こ
う
や
ち
く

や
だ
け

せ
い
か
ん

ぶな

きしゅう　　　　ざお

やまうえ ひろやす

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
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気
な
ど
に
お
さ
れ
て
、
最
盛
期
の

１
９
５
０
年
代
に
約
１
５
０
名
い

た
竿
師
が
、
現
在
で
は
37
名
に
ま

で
減
少
し
て
い
る
。

　
山
上
さ
ん
を
含
め
弟
子
を
持
た

な
い
竿
師
も
多
く
、
平
均
年
齢
60

歳
以
上
で
あ
り
、

後
継
者
問
題
は
深

刻
だ
。
従
来
の
師

弟
制
度
で
は
新
た

な
人
材
の
確
保
は

難
し
い
。

　
紀
州
製
竿
組
合

で
は
、
複
数
の
竿

師
が
交
代
で
後
継

者
育
成
を
す
る
学

校
形
式
の
「
匠
工

房
」
を
開
校
し
て

い
る
。

　
こ
れ
に
は
講
師

と
な
る
竿
師
そ
れ
ぞ
れ
の
優
れ
た

技
術
を
習
得
で
き
る
利
点
が
あ

り
、
２
年
間
の
基
本
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
修
了
し
た
後
は
、
師
弟
制
度

に
も
編
入
で
き
る
。
修
行
に
最
低

５
年
は
か
か
る
竿
師
へ
の
独
立
を

早
め
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
と
い

う
。
こ
れ
ま
で
に
７
名
を
輩
出

し
、
現
在
も
１
名
が
研
修
中
だ
。

　
ま
た
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
シ
ョ
ー

へ
の
出
展
や
、
全
国
ヘ
ラ
ブ
ナ
釣

り
選
手
権
大
会
（
ヘ
ラ
ワ
ン
Ｇ

Ｐ
）
の
開
催
、
地
元
の
小
中
学
生

を
対
象
と
し
た
体
験
教
室
な
ど
の

普
及
活
動
に
も
余
念
が
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
高
度
な
技
術
と

伝
統
を
絶
や
す
こ
と
な
く
後
世
に

残
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

　
　
釣
り
竿
の
材
質
は
、
現
在
で
は

カ
ー
ボ
ン
製
が
主
流
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
へ
ら
鮒
釣
り
に
は

竹
製
の
和
竿
を
使
用
す
る
愛
好
家

が
多
い
。
竹
の
持
つ
し
な
や
か
さ

や
弾
力
性
が
、
わ
ず
か
な
ア
タ
リ

の
感
触
か
ら
、
水
中
を
右
へ
左
へ

と
動
き
回
る
へ
ら
鮒
の
動
き
ま
で

手
元
に
伝
え
や
す
い
か
ら
だ
。

　
へ
ら
鮒
と
の
駆
け
引
き
を
愉
し

む
釣
り
師
た
ち
に
と
っ
て
、
一
度

は
手
に
し
た
い
と
憧
れ
る
逸
品
が

「
紀
州
へ
ら
竿
」
で
あ
る
。

　
和
歌
山
県
橋
本
市
は
、
紀
州
へ

ら
竿
の
産
地
で
和
竿
の
全
国
シ
ェ

ア
９
割
以
上
を
占
め
、
年
間
約
２

５
０
０
本
を
出
荷
し
て
い
る
。

　
複
数
の
竹
を
組
み
合
わ
せ
る
製

造
技
法
は
、
明
治
15
年
（
１
８

８
２
）
に
大
阪
市
の
竿
師
「
初
代

竿
正
」
の
手
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ

た
。
竿
正
の
孫
弟
子
に
師
事
し
た

橋
本
出
身
の
竿
師
２
名
が
地
元
で

独
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
初

期
か
ら
本
格
的
な
生
産
が
始
ま

る
。
へ
ら
鮒
釣
り
ブ
ー
ム
や
原
料

と
な
る
良
質
な
竹
の
産
地
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
地
場
産
業
へ
と
発
展

し
て
い
っ
た
。
昭
和
63
年
（
１
９

８
８
）
に
は
、
そ
の
歴
史
・
技

法
・
品
質
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
県

か
ら
「
伝
統
的
工
芸
品
第
１
号
」

の
指
定
を
受
け
る
。

　
そ
の
後
、
平
成
25
年
（
２
０
１

３
）
に
は
国
の
「
伝
統
的
工
芸

品
」
に
指
定
さ
れ
た
。

 

「
竹
の
良
し
悪
し
を
見
極
め
る

目
を
持
つ
こ
と
が
大
事
で
、
材
料

探
し
に
は
苦
労
し
ま
す
。
」
と
話

す
山
上
寛
恭
さ
ん
は
、
「
こ
ま

鳥
」
の
銘
で
知
ら
れ
る
竿
師
。

　
高
校
卒
業
後
、
昭
和
45
年
（
１

９
７
０
）
に
父
で
あ
る
初
代
こ
ま

鳥
に
入
門
す
る
が
、
９
ヵ
月
後
に

父
が
他
界
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後

は
伯
父
に
師
事
し
、
竿
師
と
し
て

47
年
活
躍
し
続
け
て
い
る
。

　
へ
ら
竿
づ
く
り
は
、
竹
の
切
り

出
し
か
ら
仕
上
げ
ま
で
一
人
の
竿

師
が
す
べ
て
行
う
。
竹
林
に
分
け

入
っ
て
良
質
の
竹
を
採
取
し
、
乾

燥
に
数
年
か
け
る
。
そ
れ
ら
の
な

か
か
ら
良
い
も
の
を
選
び
、
半
年

以
上
を
か
け
て
完
成
さ
せ
る
。

　
材
料
に
使
用
さ
れ
る
竹
は
３
種

類
。
穂
先
（
竿
先
）
は
真
竹
、
２

番
の
穂
持
ち
は
高
野
竹
、
３
番
目

以
降
は
矢
竹
と
組
み
合
わ
せ
た
継

ぎ
竿
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
竹
が
持
つ

特
徴
を
最
大
限
に
活
し
、
約
１
３

０
も
の
工
程
を
長
い
時
間
と
技
巧

を
つ
く
し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
。

　
山
上
さ
ん
の
竿
は
、
持
ち
手
部

分
が
「
卵
殻
握
り
」
と
呼
ば
れ
る

卵
の
殻
を
細
か
く
割
っ
て
鳥
や
虫

な
ど
の
貼
り
絵
に
し
た
細
工
が
施

さ
れ
て
い
る
。
釣
り
道
具
と
し
て

の
機
能
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
遊
び

心
と
個
性
が
光
る
工
芸
品
だ
。

　　
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
や
カ
ー
ボ

ン
素
材
の
品
質
向
上
、
海
釣
り
人

技術を
引き継ぐ
者たち。

技術を
引き継ぐ
者たち。

取材協力

山上寛恭 氏 〔こま鳥〕
〒648-0072 和歌山県橋本市東家3丁目4-9
TEL&FAX 0736-32-3707

へ
ら
鮒
に
は

　
　
和
竿
が
最
適

｢

技｣

と｢

人｣

を

 

育
て
る
取
り
組
み

個
性
が
光
る

 
機
能
性
と
美
し
さ

技術を
引き継ぐ
者たち。
－紀州へら竿－
　釣りの最高峰と言われるへら鮒釣り。
その難易度の高さに魅了された釣り師
たちが使用する専用の釣竿がへら竿だ。
　和歌山県橋本市は｢紀州へら竿｣の産地
として知られている。
１００年以上の伝統技術を受け継ぐ竿師
の山上寛恭さんにお話を伺った。

わ
ざ
お

さ
お
し
ょ
う

ま
だ
け

こ
う
や
ち
く

や
だ
け

せ
い
か
ん

ぶな

きしゅう　　　　ざお

やまうえ ひろやす

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



10th

合計８名様にプレゼント!!

①化粧まわし　②大銀杏　③相撲甚句

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.18の答えは③アメリカ村でした。

ご協力ありがとうございました。

問題
華やかな織物で作られた紀州
相撲の下帯がルーツだとされて
いるものは？

2017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
「北斎漫画相撲ハンカチ」を1枚

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！！

色はお選びできませんので
あらかじめご了承ください。

編 集 後 記
読者のみなさま、いつもお読みくださりありがとうございます。「ほうぼわ

かやま」の 19 号をお届けします。年 2 回夏と冬に発行している弊誌ですが、
19 号ということは、次回は 20 号。つまり発刊 10 年を迎えることになりました。
これも、編集スタッフの努力の積み重ねと、応援してくださる読者のみなさま
のおかげです。ありがとうございます。というわけで、次号は通常よりも少し
豪華な内容でお届けできたらと企画を進めています。ぜひご期待くださいま
せ。ご要望・ご提案がございましたら、お電話・メールでお聞かせくださいね。

さて、今月は自画自賛と叱られてしまうかもしれませんが、かなり粒ぞろい
の興味深い記事をお届けできたと思っています。いかがでしょうか？ 多くは語
りませんが、特集「紀州相撲」も面白いですし、散策の「すさみ広瀬谷渓谷」、
伝統工芸の「紀州へら竿」、そして、西川好次郎さん！ すごい人ですね。この
記事を読んだ後は、ぶんだら節にさらに愛着がわきますね。

今号もふるさと和歌山の魅力を再発見していただけましたでしょうか？ では、
また 20 号でお会いしましょう。　　　　　　　　第 19 号編集長　岡　京子

今
号
で
特
集
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
に
、
紀

州
で
は
江
戸
時
代
以
来
、
相
撲
が
大
変
盛
ん
で
す
が
、

ほ
か
に
も
、
和
歌
山
県
指
定
無
形
文
化
財
の
関
口
新

心
流
柔
術
、
岩
倉
流
泳
法
な
ど
、
和
歌
山
市
に
は
紀

州
藩
の
武
道
の
伝
統
が
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
武
道
の
伝
統
は
、
約
４
０
０
年
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
紀
州
東
照
宮
の

例
大
祭
「
和
歌
祭
」
の
祭
礼
行
列
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
和
歌
の
浦
の
海

の
景
色
を
背
景
に
練
り
歩
く
、
勇
壮
な
相
撲
取
り
や
薙
刀
振
り
、
甲
冑
武
者
な
ど

は
、
紀
州
人
の
心
意
気
を
今
に
伝
え
て
く

れ
ま
す
。

ま
た
和
歌
祭
で
も
う
た
わ
れ
る
「
わ
か

の
浦
に　
潮
満
ち
く
れ
ば
潟
を
無
み　
葦

辺
を
さ
し
て　

鶴
鳴
き
わ
た
る
」
と
い

う
和
歌
は
、
千
三
百
年
前
の
万
葉
の
時
代

に
和
歌
の
浦
の
景
観
を
讃
え
た
も
の
で
す
。

和
歌
の
神
を
ま
つ
る
玉
津
島
神
社
、
学
芸

の
神
を
ま
つ
る
和
歌
浦
天
満
神
社
、
西
国

巡
礼
の
霊
場
で
あ
る
護
国
院
（
紀
三
井

寺
）
な
ど
、
多
様
な
歴
史
と
文
化
が
積

み
重
な
っ
た
和
歌
の
浦
の
景
観
が
、
こ
の

度
、「
日
本
遺
産
」
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

千
三
百
年
の
歴
史
・
文
化
が
織
り
成
す
景

観
を
ぜ
ひ
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

I
♥
W
A
K
A
Y
A
M
A  
私
の
和
歌
山

和
歌
山
市
長
　
尾
花 

正
啓

千
三
百
年
の
歴
史
・
文
化
が
織
り
成
す
和
歌
の
浦
の
景
観

『
日
本
遺
産
の
ま
ち
　
和
歌
山
市
』

尾花市長不老橋

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。

おかげさまで、弊誌は創刊10周年を迎えます。
次号はページ数を増やした記念特大号に
なります。どうぞ、ご期待ください。

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 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）

和歌山市、公益財団法人日本相撲協会、和歌山県相撲連盟、紀州東照宮、
詔賢山正住寺、すさみ町観光協会、すさみ町琴の滝荘、三尾屋商店、山下寛恭 [こま鳥 ]
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