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南
海
電
鉄
と
の
連
携

紀
州
製
竿
組
合
で
は
産
地
の
中
心
で
あ

る
紀
伊
清
水
駅
の
駅
業
務
に
協
力
し
て
い

ま
す
。
大
阪
府
や
高
野
山
へ
と
つ
な
が
る

紀
伊
清
水
駅
を
き
れ
い
に
保
つ
こ
と
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
収
束
し

た
際
に
は
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
、
紀
州

へ
ら
竿
を
認
識
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
橋
本
市
と
紀
州
製
竿
組
合
で
共

同
制
作
し
た
紀
州
へ
ら
竿
の
Ｐ
Ｒ
動
画
が
、

５
月
か
ら
南
海
電
鉄
な
ん
ば
駅
の
大
型
ビ

ジ
ョ
ン
で
放
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

伝
統
を
体
感

本
市
で
は
紀
州
製
竿
組
合
と
南
海
電
気

鉄
道
株
式
会
社
と
協
力
し
、
令
和
３
年
２

月
に
南
海
高
野
線
紀
伊
清
水
駅
駅
舎
の
一

部
を
改
修
し
て
後
継
者
育
成
施
設
「
匠
工

房
」
を
開
設
し
ま
し
た
。
竿
師
の
育
成
の

場
と
し
て
多
く
の
皆
さ
ん
に
認
識
し
て
も

ら
い
、
竿
作
り
に
興
味
を
も
っ
た
若
者
が

技
術
の
継
承
の
た
め
に
匠
工
房
を
訪
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

匠
工
房
で
は
工
房
内
に
て
展
示
し
て
い

る
へ
ら
竿
や
製
作
工
程
の
様
子
な
ど
も
見

学
で
き
ま
す
。

ま
た
、
有
料
で
製
作
体
験
を
行
う
こ
と

も
可
能
で
す
。
へ
ら
ブ
ナ
釣
り
が
好
き
で

竿
作
り
を
体
験
し
た
い
人
な
ど
多
く
の
皆

さ
ん
の
利
用
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
5

人
以
上
で
事
前
に
申
し
込
ん
で
い
た
だ
け

れ
ば
下
記
営
業
日
時
に
加
え
、
月
・
日
曜

日
で
も
対
応
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
）
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

歴
史
を
紡
ぐ
伝
統
工
芸
士

伝
統
的
工
芸
品
は
、
主
要
な
工
程
が
手

作
り
で
あ
り
、
高
度
な
伝
統
的
技
法
に
よ

る
も
の
で
あ
る
た
め
、
習
得
に
は
長
い
年

月
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
技
術
と
伝

統
的
工
芸
品
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
た

人
は
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
協
会
」

の
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
で
「
伝
統
工
芸

士
」
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

伝
統
工
芸
士
は
、
高
度
な
技
術
を
保
持

す
る
自
負
と
責
任
を
持
っ
て
産
地
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
産
地
振
興
の
た
め
に
活
動
し

て
い
ま
す
。

本
市
で
は
現
在
10
人
の
竿
師
が
伝
統
工

芸
士
と
し
て
後
継
者
育
成
や
へ
ら
ブ
ナ
釣

り
体
験
学
習
な
ど
産
地
振
興
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

伝
統
的
工
芸
品
に
指
定

平
成
25
年
３
月
、
紀
州
へ
ら
竿
は
経
済

産
業
大
臣
指
定
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。
和
歌
山
県
で
は
、
紀
州
漆し

っ

器き

、
紀
州
箪た

ん

笥す

に
次
い
で
３
品
目
の
指
定

に
な
り
ま
す
。

紀
州
へ
ら
竿
の
材
料
の
一
つ
で
あ
る
高

野
竹
が
紀
伊
山
地
に
多
く
自
生
し
て
お
り
、

そ
の
竹
が
良
質
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
橋
本

市
周
辺
に
産
地
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
紀
州
へ
ら
竿
は
、
火
入

れ
し
た
竹
を
継
い
だ
こ
と
、
竹
を
丸
く

削
っ
た
穂
先
、
玉
口
の
絹
糸
や
漆
、
持
ち

や
す
い
握
り
を
つ
け
た
こ
と
、
そ
の
ど
れ

も
が
手
作
業
で
今
な
お
そ
の
ま
ま
の
技
法

が
親
方
か
ら
弟
子
へ
と
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
伝
統
的
工

芸
品
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

紀
州
へ
ら
竿
の
起
源

紀
州
へ
ら
竿
の
起
源
は
明
治
15
年
（
西

暦
１
８
８
２
年
）
に
、
大
阪
で
創
業
し
た

竿か
ん

銘め
い

：
竿さ

お

正し
ょ
う

に
始
ま
っ
て
お
り
、
来
年
で

１
４
０
年
目
を
迎
え
ま
す
。

明
治
15
年
頃
は
幕
末
の
混
乱
が
少
し
ず

つ
落
ち
着
き
を
み
せ
、
多
く
の
人
が
釣
り

を
楽
し
む
時
代
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

大
正
時
代
に
入
り
、
釣
り
の
ブ
ー
ム
が
到

来
し
た
こ
と
で
、
日
本
全
国
で
釣
り
竿
が

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
製

作
工
程
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
使
用
す
る
竹
の

種
類
は
も
ち
ろ
ん
、
竹
を
継
い
で
作
る
継つ

ぎ

竿ざ
お

や
一
本
の
竹
で
作
る
延の

べ

竿ざ
お

な
ど
釣
る
魚

の
種
類
や
場
所
な
ど
に
よ
り
異
な
っ
て
い

ま
し
た
。

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た

技法

後継者育成施設

「匠工房」

紀
州
へ
ら
竿
を
未
来
に
残
し
た
い—

—

▲源竿師

本
市
に
お
け
る
紀
州
へ
ら
竿
の
歴
史
は
、

竿
正
の
子
二
代
目
竿
正
に
弟
子
入
り
し
た

竿さ
お

五ご

郎ろ
う

の
弟
子
で
あ
っ
た
児こ

島じ
ま

光み
つ

男お

氏

（
竿
銘
：
師し

光こ
う

）
と
山や

ま

田だ

岩い
わ

義よ
し

氏
（
竿
銘

：
源げ

ん

竿か
ん

師し

）
が
、
昭
和
初
期
に
本
市
へ
持

ち
帰
っ
た
こ
と
に
よ
り
始
ま
り
ま
し
た
。

●
営
業
日
時　
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土
曜
日

午
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時
30
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時

●
問
い
合
わ
せ

高
野
山
麓
ツ
ー
リ
ズ
ム
ビ
ュ
ー
ロ
ー
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０
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伝
統
を
守
り
続
け
る
紀
州
製
竿
組
合

昭
和
35
年
、
当
時
の
竿
師
た
ち
が
「
紀

州
へ
ら
竿
」
の
さ
ら
な
る
普
及
啓
発
を
目

指
し
、
紀
州
製
竿
組
合
が
結
成
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み
が

行
わ
れ
、
現
在
も
隠
れ
谷
池
で
の
釣
り
大

会
や
学
生
へ
の
体
験
学
習
な
ど
、
多
く
の

皆
さ
ん
と
親
交
を
深
め
る
と
と
も
に
、
紀

州
へ
ら
竿
へ
愛
着
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め

に
日
々
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
例
年
横
浜
の
展
示
会
に
参
加
さ

れ
、
中
国
の
有
名
な
展
示
会
な
ど
に
参
加

す
る
組
合
員
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

そ
の
つ
な
が
り
か
ら
、
令
和
２
年
11
月

に
は
「
ア
ジ
ア
ヘ
ラ
ブ
ナ
サ
ミ
ッ
ト
」
を

本
市
で
開
催
し
、
国
内
を
は
じ
め
、
中
国
、

韓
国
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
国
外
か
ら
も
多
く

の
釣
り
好
き
が
集
ま
り
ま
し
た
。 ▲隠れ谷池で学生向け

に行われた体験学習
の様子

▲紀州へら竿のＰＲ動画は
こちらから
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