


神話の忠臣

～紙幣の人・長寿の代名詞～

武内宿禰
紀伊国

と

▲岩橋千塚古墳群も紀氏に関係のあるものだと言われている
▲神功皇后の御子（のちの応神天皇）を
　抱く武内宿禰 ― 歌川国芳 画

▲江戸時代の「武内宿禰誕生井」―『紀伊国名所図会』より ▲和歌山市教委文化振興課パンフレット「大谷古墳」より

▲明治22年（1889）発行の改造１円券と、大正５年
　（1916）発行の丙５円券

紙幣の肖像になった歴史上の人物のうち、最も長く使われたのは誰か。あまり知られて
いないが、それは、古代に活躍した武内宿禰という人物だ。戦前には一般になじみが深く、
５種類の紙幣の肖像に採用されている。その生誕地は和歌山市とされ、古代の紀伊国を
牛耳った大豪族、紀氏ともかかわりが深い。神話の時代を彩った武内宿禰の伝説を紐解く。

たけうちのすくね

　
武
内
宿
禰
を
「
人
物
」
と

言
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か

ど
う
か
。『
日
本
書
紀
』
に

よ
る
と
、
景
行
か
ら
仁
徳
ま

で
５
代
の
天
皇
に
仕
え
た
記

述
が
あ
る
大
臣
だ
。
そ
の
期

間
は
実
に
３
世
紀
に
わ
た

る
。
享
年
は
３
６
０
歳
以
上

（『
因
幡
国
風
土
記
』）、
２
８

０
歳
（『
水
鏡
』）
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
説
が
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
桁
外
れ
の
長
寿

で
あ
る
。

　
そ
の
間
、
反
乱
を
起
こ
し

た
皇
子
の
征
伐
や
、
大
和
国

内
で
の
溜
め
池
の
造
営
、
宴

で
の
皇
后
と
の
歌
の
や
り
と

り
な
ど
、
多
彩
な
活
躍
を
見

せ
て
い
る
。
ま
た
、
の
ち
の

多
く
の
有
力
豪
族
の
祖
と
も

さ
れ
て
お
り
、
子
孫
繁
栄
を

象
徴
す
る
人
物
と
し
て
も
知

ら
れ
る
。
　
　
　

　『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、

武
内
宿
禰
は
現
在
の
和
歌
山

市
で
生
ま
れ
た
。
和
歌
山
市

松
原
の
武
内
神
社
に
は
、
産

湯
に
使
っ
た
と
い
う
い
わ
れ

の
あ
る
「
武
内
宿
禰
誕
生
井
」

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
江
戸

時
代
に
は
、
紀
州
徳
川
家
に

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
際
、
こ

の
井
戸
の
水
を
産
湯
と
し
て

使
っ
た
と
い
う
。

　
同
時
代
の
『
紀
伊
国
名
所

図
会
』
に
は
「
上
代
の
人
の

中
に
後
世
ま
で
名
の
よ
く
聞

え
た
る
此
大
臣
に
及
（
お
よ

ぶ
）
は
な
し
」
と
あ
り
、
尊

敬
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
書

に
は
川
柳
「
歯
も
つ
よ
し
二

百
粒
の
歳
の
豆
」
も
記
さ
れ

て
お
り
、
長
寿
の
人
物
像
が

定
着
し
て
い
た
こ
と
も
間
違

い
な
さ
そ
う
だ
。

　
武
内
神
社
は
安
原
八
幡
神

社
の
奥
宮
に
あ
た
る
。
安
原

八
幡
神
社
は
神
功
皇
后
が
建

て
た
仮
の
宮
殿
の
跡
と
さ
れ

る
。
神
功
皇
后
は
三
韓
征
伐

か
ら
の
凱
旋
の
折
、御
子
（
の

ち
の
応
神
天
皇
）
を
武
内
宿

禰
に
守
ら
せ
、
紀
水
門
か
ら

上
陸
さ
せ
た
。
皇
后
は
現
在

の
安
原
小
学
校
付
近
か
ら
上

陸
し
、
そ
こ
に
仮
の
宮
殿
を

建
て
て
滞
在
し
た
と
い
う
。

　『
日
本
書
紀
』
の
武
内
宿

禰
に
関
す
る
記
述
は
、
神
功

皇
后
時
代
の
も
の
が
多
い
。

そ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

勇
敢
な
女
帝
と
そ
れ
を
支
え

る
忠
臣
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
た

ち
づ
く
っ
て
い
る
。

　
武
内
宿
禰
が
上
陸
し
た
紀

水
門
は
、
古
代
の
紀
の
川
河

口
の
港
で
、
６
世
紀
ま
で
は

紀
氏
が
管
理
し
、
大
和
朝
廷

が
直
轄
す
る
重
要
な
外
港

だ
っ
た
。
当
時
の
紀
の
川
は

現
在
の
和
歌
川
河
口
付
近
に

注
い
で
い
た
。

　
紀
氏
は
、
古
代
の
紀
伊
国

を
支
配
し
た
大
豪
族
で
、
神

話
の
時
代
か
ら
日
前
神
宮
・

國
懸
神
宮
の
祭
祀
を
司
っ
て

お
り
、
現
在
も
末
裔
が
宮
司

を
受
け
継
い
で
い
る
。
紀
伊

国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
中
央
の

実
力
者
と
、
紀
伊
国
を
牛
耳

る
大
豪
族
。「
古
事
記
」や「
日

本
書
紀
」
の
時
代
の
話
で
あ

り
、
資
料
だ
け
で
は
わ
か
ら

な
い
こ
と
が
多
い
が
、
両
者

の
間
に
ど
の
よ
う
な
交
渉
が

あ
り
、
ど
ん
な
関
係
を
築
い

て
い
た
の
か
、
興
味
は
尽
き

な
い
。

※

表
紙
の
写
真
は
、

　
　
　
　

  『
武
内
宿
禰
誕
生
井
』

け
い
こ
う

き
の
み
な
と

が
い
せ
ん

に
ん
と
く

じ
ん
ぐ
う

神
功
皇
后
の

　
　
　忠
臣
と
し
て

紀
氏
と
の
か
か
わ
り

300
歳
の
長
寿
？

紀
州
徳
川
家
の

　
　
　産
湯
の
井
戸
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▲武内神社

▲大日山35号墳から和歌山市を一望できる

▲濵宮

▲木本八幡宮にかかって
　いたとされる額

▲安原八幡神社

は
ま
の
　
　
　 

み
や

い
わ  

せ

　
「
紀
伊
風
土
記
の
丘
」
に
あ
る
、
岩
橋
千

塚
古
墳
群
は
４
世
紀
末
か
ら
７
世
紀
に
か
け

て
造
ら
れ
た
約
９
０
０
基
を
数
え
る
古
墳
群

で
、
日
本
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
る
。
文
字

が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
か
、
墓
誌
が

納
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
直
接
は
誰
の
墓
な

の
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
だ

け
の
古
墳
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
大
き
な

力
を
持
っ
た
豪
族
と
な
る
と
「
紀
氏
」
が
有

力
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
大
日
山
35
号
墳
か
ら
は
和
歌
山
市
が
一
望

で
き
る
。
古
代
の
紀
の
川
は
蛇
行
し
て
い
て
、

現
在
の
新
和
歌
浦
の
辺
り
か
ら
海
に
注
ぎ
込

む
場
所
に
「
紀
水
門
」
と
呼
ば
れ
る
重
要
な

外
港
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
大
和
か
ら
中

国
や
朝
鮮
半
島
と
行
き
来
す
る
使
節
は
紀
の

川
を
使
っ
て
出
航
し
、
ま
た
渡
来
し
た
人
々

は
紀
の
川
を
使
っ
て
大
和
を
目
指
し
た
。

　
紀
の
川
を
見
下
ろ
す
小
高
い
丘
に
岩
橋
千

塚
古
墳
群
は
あ
る
。
航
行
す
る
人
々
に
豪
族

の
力
を
誇
示
す
る
に
は
ぴ
っ
た
り
の
場
所
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　
社
伝
な
ど
に
よ
る
と
、
木
本
宮
と
芝
原
八

幡
宮
を
合
祀
し
た
の
が
現
在
の
木
本
八
幡
宮

で
あ
る
。 

芝
原
八
幡
宮
は
、
神
功
皇
后
の
命

を
受
け
た
武
内
宿
禰
が
、
御
子
を
守
る
た
め

に
紀
の
川
河
口
に
仮
の
宮
を
建
て
た
と
い
う

故
事
に
基
づ
き
、
創
建
さ
れ
た
と
い
う
。

　

『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
に
よ
る
と
、
江
戸
時

代
に
は
「
三
跡
」
と
し
て
名
高
い
小
野
道
風

の
筆
に
よ
る
額
が
か
か
っ
て
い
た
よ
う
で
、

古
く
か
ら
信
仰
を
あ
つ
め
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

　
紀
氏
が
祭
祀
を
司
っ
て
き
た
日
前
国
懸
神

宮
の
遷
宮
前
の
場
所
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　『（
紀
伊
）
国
造
家
旧
記
』
な
ど
に
よ
る
と
、

神
武
東
征
の
際
、
紀
氏
の
祖
先
で
あ
る
天
道

根
命
は
神
鏡
と
日
矛
（
い
ず
れ
も
日
前
国
懸

神
宮
の
ご
神
体
）
の
鎮
座
地
を
求
め
て
加
太

浦
に
来
着
し
た
。
そ
の
後
、
加
太
（
加
太
春

日
神
社
）、
木
本
（
木
本
八
幡
宮
）
を
経
て
、

琴
の
浦
の
岩
上
に
奉
っ
た
と
伝
わ
る
。
こ
れ

が
濱
宮
の
は
じ
め
と
さ
れ
る
。

　
安
原
八
幡
神
社
は
第
15
代
応

神
天
皇
（
誉
田
別
尊
）、
そ
の
母

の
神
功
皇
后
（
気
長
足
姫
尊
）

と
そ
の
忠
臣
で
あ
る
武
内
宿
禰

を
祀
っ
て
い
る
。

　
現
在
の
名
草
山
か
ら
安
原
ま

で
は
船
を
停
泊
さ
せ
や
す
い
、

穏
や
か
な
入
り
江
で
港
町
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　「
江
南
」、「
出
島
」、「
松
原
」

な
ど
海
辺
を
思
わ
せ
る
地
名
が

今
も
残
る
。

　
朝
鮮
半
島
や
九
州
か
ら
海
上

ル
ー
ト
を
行
き
来
す
る
神
功
皇

后
が
、
天
皇
の
仮
の
宮
を
安
原

の
地
に
建
て
た
の
は
、
武
内
宿

禰
の
一
族
が
お
り
、
安
心
し
て

休
憩
で
き
る
場
所
だ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　　
武
内
神
社
は
安
原
八
幡
神
社

の
奥
宮
で
あ
る
。
神
社
が
あ
る

和
歌
山
市
松
原
地
域
は
武
内
宿

禰
の
生
誕
の
地
で
古
く
は
高
羅

神
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
武
内

宿
禰
は
七
人
の
男
子
と
二
人
の

女
子
を
も
う
け
、
の
ち
の
蘇
我

氏
・
平
群
氏
・
紀
氏
な
ど
に
続

く
豪
族
27
氏
の
祖
先
と
言
わ
れ

て
い
る
。

　
江
戸
時
代
に
は
こ
の
事
績
を

重
ん
じ
「
子
孫
繁
栄
の
水
」
と

し
て
、「
武
内
宿
禰
誕
生
井
」
は

紀
州
藩
御
用
達
の
産
湯
の
井
戸

と
さ
れ
た
。

　
幕
府
の
直
轄
地
と
な
っ
た
こ

と
で
一
般
庶
民
の
立
ち
入
り
は

入
り
江
の
ほ
と
り
の
宮
の
跡
？

　
　 

安
原
八
幡
神
社

「
生
誕
地
」を
復
興

　

　
　

  

武
内
神
社

禁
じ
ら
れ
、
明
治
時
代
に
は
廃

藩
置
県
に
よ
っ
て
国
の
管
理
の

も
と
に
お
か
れ
る
な
ど
、
名
跡

で
あ
り
な
が
ら
、
長
年
地
域
と

の
結
び
つ
き
は
薄
い
ま
ま
だ
っ

た
。

　
維
持
管
理
も
ま
ま
な
ら
ず

す
っ
か
り
荒
れ
る
ま
ま
に
な
っ

て
い
た
こ
の
地
は
昭
和
４
年
（
１

９
２
９
）
に
安
原
八
幡
神
社
に

移
管
さ
れ
た
。『
い
わ
れ
の
あ
る

地
な
の
に
忍
び
な
い
』
と
宮
司

と
関
係
者
が
復
興
を
す
す
め
よ

う
と
し
た
が
戦
争
と
敗
戦
で
実

現
で
き
ず
、
よ
う
や
く
昭
和
42

年
（
１
９
６
７
）
地
域
の
人
々

の
努
力
に
よ
っ
て
復
興
。
建
屋

を
作
り
周
辺
を
整
備
し
、
八
幡

神
社
か
ら
武
内
宿
禰
を
分
祀
し

た
、
新
た
な
「
武
内
神
社
」
が

再
建
さ
れ
た
。

　「
２
８
０
歳
、
３
０
０
歳
の
長

命
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
健
康
長
寿
の
神
様
と

し
て
井
戸
の
水
を
汲
み
に
こ
ら

れ
た
り
、
熊
野
古
道
と
大
変
近

い
の
で
寄
っ
て
く
だ
さ
っ
た
り

と
、
最
近
は
来
て
く
れ
る
方
が

増
え
て
い
ま
す
」
と
宮
司
の
大

畑
弥
さ
ん
。 神話の舞台を訪ねて神話の舞台を訪ねて

国
際
港
を
見
下
ろ
す
古
墳
の
丘

　

　岩
橋
千
塚
古
墳
群

「
日
前
宮
」の
も
と
の
宮

　
　
　

 

　濱

　宮

「
仮
の
宮
」の
故
事
に
基
づ
き
創
建

　
　

 

　
　木
本
八
幡
宮

▲

江戸時代の「安原八幡宮」―『紀伊国名所図会』より

▲武内神社　宮司の大畑弥さん

和歌山には、武内宿禰や神功皇后、紀氏にかかわる故地が多く残されて
いる。訪れてみれば、眼前に神話の世界が広がるかもしれない。

ほ
む
た
わ
け
の
み
こ
と

お
き
な
が
た
ら
し
の
み
こ
と

あ
ま
の
み
ち

ね
の
み
こ
と
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▲武内神社

▲大日山35号墳から和歌山市を一望できる

▲濵宮

▲木本八幡宮にかかって
　いたとされる額

▲安原八幡神社

は
ま
の
　
　
　 

み
や

い
わ  

せ

　
「
紀
伊
風
土
記
の
丘
」
に
あ
る
、
岩
橋
千

塚
古
墳
群
は
４
世
紀
末
か
ら
７
世
紀
に
か
け

て
造
ら
れ
た
約
９
０
０
基
を
数
え
る
古
墳
群

で
、
日
本
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
る
。
文
字

が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
か
、
墓
誌
が

納
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
直
接
は
誰
の
墓
な

の
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
だ

け
の
古
墳
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
大
き
な

力
を
持
っ
た
豪
族
と
な
る
と
「
紀
氏
」
が
有

力
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
大
日
山
35
号
墳
か
ら
は
和
歌
山
市
が
一
望

で
き
る
。
古
代
の
紀
の
川
は
蛇
行
し
て
い
て
、

現
在
の
新
和
歌
浦
の
辺
り
か
ら
海
に
注
ぎ
込

む
場
所
に
「
紀
水
門
」
と
呼
ば
れ
る
重
要
な

外
港
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
大
和
か
ら
中

国
や
朝
鮮
半
島
と
行
き
来
す
る
使
節
は
紀
の

川
を
使
っ
て
出
航
し
、
ま
た
渡
来
し
た
人
々

は
紀
の
川
を
使
っ
て
大
和
を
目
指
し
た
。

　
紀
の
川
を
見
下
ろ
す
小
高
い
丘
に
岩
橋
千

塚
古
墳
群
は
あ
る
。
航
行
す
る
人
々
に
豪
族

の
力
を
誇
示
す
る
に
は
ぴ
っ
た
り
の
場
所
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　
社
伝
な
ど
に
よ
る
と
、
木
本
宮
と
芝
原
八

幡
宮
を
合
祀
し
た
の
が
現
在
の
木
本
八
幡
宮

で
あ
る
。 

芝
原
八
幡
宮
は
、
神
功
皇
后
の
命

を
受
け
た
武
内
宿
禰
が
、
御
子
を
守
る
た
め

に
紀
の
川
河
口
に
仮
の
宮
を
建
て
た
と
い
う

故
事
に
基
づ
き
、
創
建
さ
れ
た
と
い
う
。

　

『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
に
よ
る
と
、
江
戸
時

代
に
は
「
三
跡
」
と
し
て
名
高
い
小
野
道
風

の
筆
に
よ
る
額
が
か
か
っ
て
い
た
よ
う
で
、

古
く
か
ら
信
仰
を
あ
つ
め
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

　
紀
氏
が
祭
祀
を
司
っ
て
き
た
日
前
国
懸
神

宮
の
遷
宮
前
の
場
所
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　『（
紀
伊
）
国
造
家
旧
記
』
な
ど
に
よ
る
と
、

神
武
東
征
の
際
、
紀
氏
の
祖
先
で
あ
る
天
道

根
命
は
神
鏡
と
日
矛
（
い
ず
れ
も
日
前
国
懸

神
宮
の
ご
神
体
）
の
鎮
座
地
を
求
め
て
加
太

浦
に
来
着
し
た
。
そ
の
後
、
加
太
（
加
太
春

日
神
社
）、
木
本
（
木
本
八
幡
宮
）
を
経
て
、

琴
の
浦
の
岩
上
に
奉
っ
た
と
伝
わ
る
。
こ
れ

が
濱
宮
の
は
じ
め
と
さ
れ
る
。

　
安
原
八
幡
神
社
は
第
15
代
応

神
天
皇
（
誉
田
別
尊
）、
そ
の
母

の
神
功
皇
后
（
気
長
足
姫
尊
）

と
そ
の
忠
臣
で
あ
る
武
内
宿
禰

を
祀
っ
て
い
る
。

　
現
在
の
名
草
山
か
ら
安
原
ま

で
は
船
を
停
泊
さ
せ
や
す
い
、

穏
や
か
な
入
り
江
で
港
町
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　「
江
南
」、「
出
島
」、「
松
原
」

な
ど
海
辺
を
思
わ
せ
る
地
名
が

今
も
残
る
。

　
朝
鮮
半
島
や
九
州
か
ら
海
上

ル
ー
ト
を
行
き
来
す
る
神
功
皇

后
が
、
天
皇
の
仮
の
宮
を
安
原

の
地
に
建
て
た
の
は
、
武
内
宿

禰
の
一
族
が
お
り
、
安
心
し
て

休
憩
で
き
る
場
所
だ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　　
武
内
神
社
は
安
原
八
幡
神
社

の
奥
宮
で
あ
る
。
神
社
が
あ
る

和
歌
山
市
松
原
地
域
は
武
内
宿

禰
の
生
誕
の
地
で
古
く
は
高
羅

神
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
武
内

宿
禰
は
七
人
の
男
子
と
二
人
の

女
子
を
も
う
け
、
の
ち
の
蘇
我

氏
・
平
群
氏
・
紀
氏
な
ど
に
続

く
豪
族
27
氏
の
祖
先
と
言
わ
れ

て
い
る
。

　
江
戸
時
代
に
は
こ
の
事
績
を

重
ん
じ
「
子
孫
繁
栄
の
水
」
と

し
て
、「
武
内
宿
禰
誕
生
井
」
は

紀
州
藩
御
用
達
の
産
湯
の
井
戸

と
さ
れ
た
。

　
幕
府
の
直
轄
地
と
な
っ
た
こ

と
で
一
般
庶
民
の
立
ち
入
り
は

入
り
江
の
ほ
と
り
の
宮
の
跡
？

　
　 

安
原
八
幡
神
社

「
生
誕
地
」を
復
興

　

　
　

  

武
内
神
社

禁
じ
ら
れ
、
明
治
時
代
に
は
廃

藩
置
県
に
よ
っ
て
国
の
管
理
の

も
と
に
お
か
れ
る
な
ど
、
名
跡

で
あ
り
な
が
ら
、
長
年
地
域
と

の
結
び
つ
き
は
薄
い
ま
ま
だ
っ

た
。

　
維
持
管
理
も
ま
ま
な
ら
ず

す
っ
か
り
荒
れ
る
ま
ま
に
な
っ

て
い
た
こ
の
地
は
昭
和
４
年
（
１

９
２
９
）
に
安
原
八
幡
神
社
に

移
管
さ
れ
た
。『
い
わ
れ
の
あ
る

地
な
の
に
忍
び
な
い
』
と
宮
司

と
関
係
者
が
復
興
を
す
す
め
よ

う
と
し
た
が
戦
争
と
敗
戦
で
実

現
で
き
ず
、
よ
う
や
く
昭
和
42

年
（
１
９
６
７
）
地
域
の
人
々

の
努
力
に
よ
っ
て
復
興
。
建
屋

を
作
り
周
辺
を
整
備
し
、
八
幡

神
社
か
ら
武
内
宿
禰
を
分
祀
し

た
、
新
た
な
「
武
内
神
社
」
が

再
建
さ
れ
た
。

　「
２
８
０
歳
、
３
０
０
歳
の
長

命
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
健
康
長
寿
の
神
様
と

し
て
井
戸
の
水
を
汲
み
に
こ
ら

れ
た
り
、
熊
野
古
道
と
大
変
近

い
の
で
寄
っ
て
く
だ
さ
っ
た
り

と
、
最
近
は
来
て
く
れ
る
方
が

増
え
て
い
ま
す
」
と
宮
司
の
大

畑
弥
さ
ん
。 神話の舞台を訪ねて神話の舞台を訪ねて

国
際
港
を
見
下
ろ
す
古
墳
の
丘

　

　岩
橋
千
塚
古
墳
群

「
日
前
宮
」の
も
と
の
宮

　
　
　

 

　濱

　宮

「
仮
の
宮
」の
故
事
に
基
づ
き
創
建

　
　

 

　
　木
本
八
幡
宮

▲

江戸時代の「安原八幡宮」―『紀伊国名所図会』より

▲武内神社　宮司の大畑弥さん

和歌山には、武内宿禰や神功皇后、紀氏にかかわる故地が多く残されて
いる。訪れてみれば、眼前に神話の世界が広がるかもしれない。

ほ
む
た
わ
け
の
み
こ
と

お
き
な
が
た
ら
し
の
み
こ
と

あ
ま
の
み
ち

ね
の
み
こ
と

巻頭特集　｜　神話の舞台を訪ねて5
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散策　｜　海辺の熊野古道を歩く ー みなべ町岩代 ー7
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ものづくりat和歌山　｜　提灯9



坑夫「地底の炎は消えた」

倒壊「阪神大震災・瞬間証言」

御燈祭 － 新宮市の神倉神社

鵜匠「紀州人」

6 4 0 8 7 9 0

和歌山市梶取１７－２

株式会社 ウイング
「ほうぼわかやまクイズ
                 ＆プレゼント」係

お名前

〒
ご住所

クイズの答え

電話番号

本誌の入手場所

ふりがな

年齢 　　　 歳 性別　男 　 女　ご職業

１ ・ ２ ・ ３

※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。

※あてはまるものを
1つお選びください。

差出有効期限
2 0 2 0年 6月
30日まで

和歌山中央局
承　　認

料金受取人払郵便

4269

郵 便 は が き

和
歌
山
の
美
し
さ
に

感
動

　　
照
井
さ
ん
は
、
か
ま
く
ら

で
有
名
な
秋
田
県
の
雪
深
い

横
手
盆
地
出
身
で
８
人
兄
弟

の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

　
和
歌
山
県
を
初
め
て
訪
れ

た
の
は
高
校
生
の
冬
休
み
。

有
田
市
に
住
む
兄
の
勤
め
る

会
社
へ
ア
ル
バ
イ
ト
に
や
っ

て
き
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で

あ
る
。
故
郷
と
違
い
、
温
暖

で
海
が
近
く
魚
も
美
味
い
。

自
然
豊
か
で
な
ん
て
良
い
と

こ
ろ
だ
ろ
う
と
感
動
し
た
。

  

高
校
卒
業
後
は
、
上
京
し

て
仕
事
を
転
々
と
し
な
が
ら
、

お
金
が
貯
ま
れ
ば
全
国
を
ぶ

ら
ぶ
ら
と
自
分
探
し
の
旅
を

続
け
た
。
旅
を
す
る
な
か
で

様
々
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。

福
岡
か
ら
長
崎
へ
向
か
う
夜

行
列
車
で
は
、
長
崎
出
身
の

女
性
と
の
出
逢
い
も
あ
っ
た
。

そ
れ
が
現
在
の
妻
で
あ
る
。

　
気
ま
ま
な
弟
を
見
か
ね
た

兄
か
ら
の
「
和
歌
山
に
住
ま

な
い
か
？
」
と
の
誘
い
に
、

迷
う
こ
と
な
く
和
歌
山
を
安

住
の
地
と
決
め
て
移
り
住
ん

だ
。

有
田
市
で
写
真
館
を

は
じ
め
る

　
移
住
後
は
、
ミ
カ
ン
加
工

工
場
で
働
く
傍
ら
、趣
味
だ
っ

た
カ
メ
ラ
で
小
遣
い
稼
ぎ
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
は

ボ
ウ
リ
ン
グ
が
流
行
っ
て
い

て
、
大
会
に
出
場
す
る
人
た

ち
を
撮
影
し
て
は
写
真
パ
ネ

ル
を
販
売
し
た
。

　
あ
る
時
は
ミ
ゼ
ッ
ト
に

乗
っ
て
す
さ
み
辺
り
ま
で
行

き
、
磯
釣
り
の
人
に
声
を
か

け
て
撮
影
し
、
そ
の
パ
ネ
ル

を
売
っ
た
り
も
し
た
。
そ
の

頃
の
現
像
室
は
ア
パ
ー
ト
の

押
入
れ
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
生
活
を
続
け
る
な

か
で
、
本
格
的
に
写
真
を
仕

事
に
し
よ
う
と
思
い
た
ち
、

昭
和
45
年
に
有
田
市
で
小
さ

な
写
真
館
を
開
業
し
た
。

写
真
家
と
し
て
の

テ
ー
マ

　　
昭
和
57
年
に
国
際
写
真
サ

ロ
ン
に
初
入
選
し
て
か
ら「
地

底
の
炎
は
消
え
た
〜
三
菱
高

島
炭
礦
閉
山
記
録
（
日
本
写

真
企
画
１
９
８
７
）」、「
紀
の

国
の
川
（
ア
イ
ピ
ー
シ
ー
１

９
９
２
）」、「
阪
神
大
震
災
・

瞬
間
証
言
（
朝
日
新
聞
社
１

９
９
５
）」、「
神
棲
む
森
・
熊

野
（
ア
ガ
サ
ス
１
９
９
８
）」

な
ど
の
数
多
く
の
写
真
集
や

作
品
を
発
表
す
る
。
現
在
は

Ｎ
Ｈ
Ｋ
和
歌
山
の
写
真
番
組

の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て

も
活
躍
し
、
写
真
家
と
し
て

和
歌
山
で
活
動
を
続
け
て
い

る
。

   

写
真
家
と
し
て
の
使
命
を

「
被
写
体
（
人
物
・
風
景
）
の

あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
後
世
に

伝
え
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。」
と
語
る
照
井
さ
ん
。

以
前
か
ら
写
真
に
収
め
て
き

た
熊
野
地
方
の
自
然
や
人
々

の
暮
ら
し
ぶ
り
を
、
い
つ
か

は
写
真
集
に
ま
と
め
た
い
そ

う
だ
。

　
現
在
考
え
て
い
る
の
は
、

自
ら
主
宰
す
る
「
熊
野
写
真

塾
」
の
生
徒
達
や
写
真
仲
間

と
と
も
に
熊
野
の
文
化
を
発

信
・
共
有
で
き
る
サ
ロ
ン
の

よ
う
な
場
所
を
つ
く
る
こ
と
。

「
建
て
直
し
た
ス
タ
ジ
オ
で
実

現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
興
味
の
あ
る
人
は
、

い
つ
で
も
誰
で
も
来
て
ほ
し

い
。
人
生
最
後
の
ひ
と
踏
ん

張
り
で
す
。」
と
語
る
照
井
さ

ん
の
眼
は
輝
き
、
和
歌
山
へ

の
思
い
は
尽
き
な
い
。
ま
だ

ま
だ
活
躍
は
続
く
だ
ろ
う
。

照井四郎
1948年生まれ。秋田県横手市出身。和歌山県有田市在住の写真家。写
真集団「無限」代表。日本写真家協会会員。二科会写真部理事。有田
市で写真館「フォトメゾン」を経営する傍ら、NHK和歌山のTVコメン
テーターとしても活躍している。
問い合わせ:フォトメゾン  和歌山県有田市野４９３－２
電話：0737-83-3061

魅力
発信人

熊野地域の文化や人々の営みを撮影することがライフワーク。写真家、ＴＶ
コメンテーターとして活躍されている照井四郎さんに和歌山の魅力を伺った。
 

写真家

照井四郎さん
写真家

照井四郎さん
和歌山の歴史文化を
目に見える形で残す
和歌山の歴史文化を
目に見える形で残す
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坑夫「地底の炎は消えた」

倒壊「阪神大震災・瞬間証言」

御燈祭 － 新宮市の神倉神社

鵜匠「紀州人」

6 4 0 8 7 9 0

和歌山市梶取１７－２

株式会社 ウイング
「ほうぼわかやまクイズ
                 ＆プレゼント」係

お名前

〒
ご住所

クイズの答え

電話番号

本誌の入手場所

ふりがな

年齢 　　　 歳 性別　男 　 女　ご職業

１ ・ ２ ・ ３

※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。

※あてはまるものを
1つお選びください。

差出有効期限
2 0 2 0年 6月
30日まで

和歌山中央局
承　　認

料金受取人払郵便

4269

郵 便 は が き

和
歌
山
の
美
し
さ
に

感
動

　　
照
井
さ
ん
は
、
か
ま
く
ら

で
有
名
な
秋
田
県
の
雪
深
い

横
手
盆
地
出
身
で
８
人
兄
弟

の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

　
和
歌
山
県
を
初
め
て
訪
れ

た
の
は
高
校
生
の
冬
休
み
。

有
田
市
に
住
む
兄
の
勤
め
る

会
社
へ
ア
ル
バ
イ
ト
に
や
っ

て
き
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で

あ
る
。
故
郷
と
違
い
、
温
暖

で
海
が
近
く
魚
も
美
味
い
。

自
然
豊
か
で
な
ん
て
良
い
と

こ
ろ
だ
ろ
う
と
感
動
し
た
。

  

高
校
卒
業
後
は
、
上
京
し

て
仕
事
を
転
々
と
し
な
が
ら
、

お
金
が
貯
ま
れ
ば
全
国
を
ぶ

ら
ぶ
ら
と
自
分
探
し
の
旅
を

続
け
た
。
旅
を
す
る
な
か
で

様
々
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。

福
岡
か
ら
長
崎
へ
向
か
う
夜

行
列
車
で
は
、
長
崎
出
身
の

女
性
と
の
出
逢
い
も
あ
っ
た
。

そ
れ
が
現
在
の
妻
で
あ
る
。

　
気
ま
ま
な
弟
を
見
か
ね
た

兄
か
ら
の
「
和
歌
山
に
住
ま

な
い
か
？
」
と
の
誘
い
に
、

迷
う
こ
と
な
く
和
歌
山
を
安

住
の
地
と
決
め
て
移
り
住
ん

だ
。

有
田
市
で
写
真
館
を

は
じ
め
る

　
移
住
後
は
、
ミ
カ
ン
加
工

工
場
で
働
く
傍
ら
、趣
味
だ
っ

た
カ
メ
ラ
で
小
遣
い
稼
ぎ
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
は

ボ
ウ
リ
ン
グ
が
流
行
っ
て
い

て
、
大
会
に
出
場
す
る
人
た

ち
を
撮
影
し
て
は
写
真
パ
ネ

ル
を
販
売
し
た
。

　
あ
る
時
は
ミ
ゼ
ッ
ト
に

乗
っ
て
す
さ
み
辺
り
ま
で
行

き
、
磯
釣
り
の
人
に
声
を
か

け
て
撮
影
し
、
そ
の
パ
ネ
ル

を
売
っ
た
り
も
し
た
。
そ
の

頃
の
現
像
室
は
ア
パ
ー
ト
の

押
入
れ
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
生
活
を
続
け
る
な

か
で
、
本
格
的
に
写
真
を
仕

事
に
し
よ
う
と
思
い
た
ち
、

昭
和
45
年
に
有
田
市
で
小
さ

な
写
真
館
を
開
業
し
た
。

写
真
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し
て
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ー
マ

　　
昭
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写
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地

底
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炎
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消
え
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菱
高

島
炭
礦
閉
山
記
録
（
日
本
写

真
企
画
１
９
８
７
）」、「
紀
の

国
の
川
（
ア
イ
ピ
ー
シ
ー
１

９
９
２
）」、「
阪
神
大
震
災
・

瞬
間
証
言
（
朝
日
新
聞
社
１

９
９
５
）」、「
神
棲
む
森
・
熊

野
（
ア
ガ
サ
ス
１
９
９
８
）」

な
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く
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写
真
集
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す
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現
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Ｈ
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歌
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真
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組

の
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メ
ン
テ
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と
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て

も
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し
、
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で
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動
を
続
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て
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る
。
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を
後
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と
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る
照
井
さ
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。

以
前
か
ら
写
真
に
収
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き

た
熊
野
地
方
の
自
然
や
人
々

の
暮
ら
し
ぶ
り
を
、
い
つ
か

は
写
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集
に
ま
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た
い
そ

う
だ
。
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在
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え
て
い
る
の
は
、

自
ら
主
宰
す
る
「
熊
野
写
真

塾
」
の
生
徒
達
や
写
真
仲
間

と
と
も
に
熊
野
の
文
化
を
発

信
・
共
有
で
き
る
サ
ロ
ン
の

よ
う
な
場
所
を
つ
く
る
こ
と
。

「
建
て
直
し
た
ス
タ
ジ
オ
で
実

現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
興
味
の
あ
る
人
は
、

い
つ
で
も
誰
で
も
来
て
ほ
し

い
。
人
生
最
後
の
ひ
と
踏
ん

張
り
で
す
。」
と
語
る
照
井
さ

ん
の
眼
は
輝
き
、
和
歌
山
へ

の
思
い
は
尽
き
な
い
。
ま
だ

ま
だ
活
躍
は
続
く
だ
ろ
う
。

照井四郎
1948年生まれ。秋田県横手市出身。和歌山県有田市在住の写真家。写
真集団「無限」代表。日本写真家協会会員。二科会写真部理事。有田
市で写真館「フォトメゾン」を経営する傍ら、NHK和歌山のTVコメン
テーターとしても活躍している。
問い合わせ:フォトメゾン  和歌山県有田市野４９３－２
電話：0737-83-3061

魅力
発信人

熊野地域の文化や人々の営みを撮影することがライフワーク。写真家、ＴＶ
コメンテーターとして活躍されている照井四郎さんに和歌山の魅力を伺った。
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写真家
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和歌山の歴史文化を
目に見える形で残す

わかやま魅力発信人　｜　照井四郎さん



編 集 後 記
　編集会議では、取材内容の知っている・知らないについて意見が分
かれることがあります。今回で言うと、「紀の川は現在の和歌川河口
付近に注いでいた」（３頁）ことについて。古代史愛好者や地理好き
にとっては常識ですが、初耳だというメンバーもいました。そういっ
たそれぞれの意見や印象を総合して、どの程度説明するのか、どうい
う補助資料を入れるのかが決まり、誌面に仕上がっていきます。
　今回の編集会議には、和歌山大学観光学部の学生さんたちも参加し
てくれました。編集の現場体験ということでしたが、新鮮な「知らな
かった」の意見を出してくれたので、内容にも少し変化があったので
はないかと思います。これからも「知っているはず」にとらわれず、
面白い誌面づくりに取り組んでいければと思います。
　さて、本誌がノミネートした「日本タウン誌・フリーペーパー大賞」、
読者投票部門の最終順位は 191 誌中の 25 位でした。投票へのご協
力ありがとうございました。　　　　　　　  編集長　宇治田 健志

印刷物を中心に広報活動をお手伝いする会社
です。「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。就職応援 BOOK 「COURSE（コース）」や、
キャリア教育本「さくらノート」も発行しています。

［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。

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。
設置場所：和歌山市内の郵便局、コミュニティーセンター、TSUTAYA WAYなど

詳しくはホームページをご覧ください。

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）

安原八幡神社　木本八幡宮　濱宮　和歌山県立紀伊風土記の丘
みなべ町　滝ちょうちん店　photo maison　和歌山大学観光学部　

応募方法

①和歌山市   ②新宮市   ③橋本市

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）
もしくは右記QRコードを読み取り、アンケートフォームからご応募
ください。  ※応募はお一人様一枚限りでお願いします。

Vol.23の答えは①医学館でした。

ご協力ありがとうございました。

問題

2020年3月末日〆切

本誌へのご意見・ご感想

武内宿禰の生まれた場所は
現在の何市でしょう？

『照井四郎氏　特製ポストカード』を
20名様にプレゼント！！

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！！
ヒント
本号のどこかに
答えが載っています

み
な
べ
町
は
梅
の
一
大
産
地
で
、
全
国
生
産
量

の
約
３０
％
を
占
め
、
南
北
に
流
れ
る
南
部
川
流
域

の
丘
陵
地
に
は
、
日
本
一
の
ブ
ラ
ン
ド
を
誇
る
「
南

高
梅
」
の
梅
林
が
広
が
り
、
山
間
部
で
は
炭
の
最

高
級
品
「
紀
州
備
長
炭
」
の
生
産
も
盛
ん
で
す
。

こ
の
地
で
、
人
々
は
里
山
の
斜
面
を
活
用
し
て
薪
炭
林
を
残
し
つ
つ
梅
林
を
配

置
し
、
薪
炭
林
に
住
む
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
を
利
用
し
た
梅
の
受
粉
、
長
い
梅
栽
培

の
中
で
培
わ
れ
た
遺
伝
子
資
源
な
ど
、
四
百
年
に
わ
た
り
高
品
質
な
梅
を
持
続
的

に
生
産
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
農
業
シ
ス
テ
ム
が
国
際
連
合
食
料
農
業
機
関
（
Ｆ

Ａ
Ｏ
、
本
部
イ
タ
リ
ア
・
ロ
ー
マ
）
か
ら
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
こ
の
認
定
を
活
用
し
て
田
辺
市
、
和
歌
山
県
と
と
も
に
梅
の
販
売
促

進
、
観
光
振
興
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
紀
伊
水
道
洗
う
海
岸
線
は
風
光
明

媚
な
景
観
が
広
が
り
、
な
か
で
も
千
里
の

浜
は
吉
野
熊
野
国
立
公
園
に
含
ま
れ
、「
ア

カ
ウ
ミ
ガ
メ
」
の
産
卵
地
と
し
て
も
全
国

的
に
有
名
で
、
こ
の
１１
月
に
は
当
地
で
「
第

３０
回
日
本
ウ
ミ
ガ
メ
会
議
」
が
開
か
れ
、

全
国
か
ら
研
究
者
や
保
護
活
動
に
携
わ
る

大
学
生
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
、
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
み

な
べ
町
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

I
♥
W
A
K
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Y
A
M
A  
私
の
和
歌
山

み
な
べ
町
長
　
小
谷
　
芳
正

「
梅
と
と
も
に
歩
む
町
」み
な
べ
町

梅干し
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