
Interview

変
わ
る
も
の
と
変
わ
ら
な
い
も
の

昔
は
日
常
に
釣
り
が
あ
っ
た

私
た
ち
が
子
ど
も
の
頃
は
、
橋
本
駅
前

は
飲
食
店
な
ど
も
多
く
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
紀
伊
清
水
駅
前
に
は
多
く
の
竿
師

が
住
ん
で
い
た
の
で
、
修
行
に
来
て
い
る

人
な
ど
を
集
め
て
み
ん
な
で
野
球
を
し
た

も
の
で
す
。
当
時
の
子
ど
も
た
ち
は
、
紀

の
川
や
近
く
の
池
な
ど
い
ろ
ん
な
所
で
遊

ん
で
い
ま
し
た
ね
。
昔
は
そ
う
い
っ
た
所

で
遊
ん
で
、
水
の
怖
さ
を
自
然
に
覚
え
て

い
っ
た
も
の
で
す
が
、
今
は
簡
単
に
釣
り

も
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
は
残

念
で
す
ね
。

竿
師
を
代
表
す
る
お
二
人
に
、
紀
州
へ
ら
竿
の
昔
と
今
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
展
望
な

ど
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

竿
師
に
な
る
と
い
う
こ
と

親
が
竿
師
で
、
小
さ
い
時
か
ら
釣
り
を

楽
し
ん
で
い
た
の
で
、
「
蛙
の
子
は
蛙
」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
竿
師
に
な
る
こ
と
に

迷
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
親
が
し
て

い
る
仕
事
が
そ
の
家
庭
で
は
一
般
的
な
仕

事
と
な
る
よ
う
に
、
竿
師
の
一
家
で
は
竿

師
に
な
る
の
が
一
般
的
で
し
た
。

最
盛
期
は
竿
師
が
２
０
０
人
ほ
ど
い
ま

し
た
。
現
在
で
は
、
組
合
員
は
31
人
、
実

際
に
竿
を
作
っ
て
い
る
の
は
20
人
程
度
と

な
り
ま
し
た
。

作
っ
た
竿
に
責
任
を
も
つ

現
在
、
竿
師
に
な
る
た
め
に
は
、
匠
工

房
で
の
修
行
が
約
２
年
。
そ
の
後
は
親
方

に
付
い
て
、
さ
ら
に
２
年
間
修
行
す
る
と

い
っ
た
流
れ
で
、
全
て
を
習
得
す
る
の
に

約
４
年
は
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
の
で
早
く
な
る

人
も
遅
く
な
る
人
も
い
ま
す
。

修
行
時
代
が
大
変
と
い
う
人
も
い
ま
す

が
、
そ
の
頃
は
親
方
の
言
う
通
り
や
れ
ば

い
い
の
が
、
独
立
し
て
か
ら
は
自
分
の
竿

に
責
任
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
竿
は
飾
っ

て
お
く
も
の
で
は
な
く
釣
り
道
具
で
す
か

ら
使
っ
た
あ
と
の
結
果
が
重
要
で
す
。
最

初
の
頃
は
自
身
の
作
っ
た
竿
に
故
障
な
ど

の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
れ
ば
よ
く
親
方
に
相
談

し
な
が
ら
解
決
し
て
い
ま
し
た
。

伝
統
の
中
に
あ
る
工
夫

竿
の
握
り
な
ど
は
独
立
す
る
に
あ
た
っ

て
親
方
か
ら
受
け
継
ぐ
場
合
も
あ
れ
ば
新

し
く
工
夫
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

昭
和
40
年
代
に
入
る
と
、
カ
ー
ボ
ン
竿

な
ど
が
世
に
出
回
り
始
め
、
当
時
の
竿
師

た
ち
は
紀
州
へ
ら
竿
を
ど
の
よ
う
に
守
っ

て
い
く
か
を
考
え
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

握
り
を
工
夫
し
、
「
個
性
を
出
す
」
と
い

う
答
え
を
導
き
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
当

時
へ
ら
ブ
ナ
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
そ
れ
に
対
応
し
た
竿
作
り
も
研
究
さ

れ
ま
し
た
。
基
本
の
作
り
は
百
年
以
上
同

じ
で
あ
っ
て
も
少
し
ず
つ
工
夫
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
創
意
工
夫
の
結
果
、
ア
ジ

ア
地
域
で
は
、
紀
州
へ
ら
竿
が
優
れ
て
い

る
と
広
く
認
識
を
持
っ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
海
外
の
皆
さ
ん
が
見
た
目
以
上
に

そ
の
機
能
性
の
部
分
を
理
解
し
て
く
れ
て

い
る
の
で
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

伝
統
的
工
芸
品
と
し
て

平
成
25
年
に
国
の
伝
統
的
工
芸
品
と
し

て
認
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
竿
を
販
売
す
る

上
で
は
大
き
く
変
化
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
後
に
伝
統
工
芸
士
に
な
り
、

そ
れ
ら
が
肩
書
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
国

の
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
責
任
感
を

感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
釣
り
に
関
わ
っ
て
い
な
い
人
の
目

に
も
触
れ
、
メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
る
機
会
が
増
え
た
こ
と
に
竿
師
と
し
て

や
り
が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。

直
面
す
る
課
題

材
料
と
後
継
者
不
足
が
課
題
で
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
現
在
活
動
し
て
い
る
竿

師
は
、
一
定
量
の
材
料
を
持
っ
て
い
ま
す

が
、
今
後
後
継
者
を
育
成
し
、
そ
の
人
た

ち
が
竿
作
り
を
続
け
て
い
く
場
合
に
は
影

響
が
出
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

親
し
み
の
あ
る
伝
統
に

こ
れ
ま
で
百
年
以
上
続
い
て
き
た
「
紀

州
へ
ら
竿
」
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
た
め
に

は
後
継
者
育
成
と
魅
力
を
伝
え
て
い
く
こ

と
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

紀
州
へ
ら
竿
を
知
っ
て
い
た
だ
く
取
組

み
の
一
つ
と
し
て
、
地
元
小
学
生
を
対
象

と
し
た
釣
り
体
験
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
全
国
的
に
有
名
な
伝
統
的
工
芸
品

と
釣
り
池
が
地
元
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

も
ら
い
、
い
ず
れ
ま
た
釣
り
に
来
て
く
れ

る
こ
と
を
期
待
し
て
毎
年
開
催
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
外
に
も
、
市
内
外
か
ら
多
く

の
学
生
た
ち
が
へ
ら
ブ
ナ
釣
り
を
体
験
し
、

楽
し
ん
で
帰
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
の
で
、

組
合
と
し
て
は
こ
れ
か
ら
も
で
き
る
範
囲

に
お
い
て
受
入
れ
を
続
け
、
多
く
の
皆
さ

ん
に
紀
州
へ
ら
竿
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
は
多
く
の
人
が
教
え
る
側
に
い

た
竿
師
の
世
界
で
す
が
、
今
は
そ
う
で
は

な
い
現
状
に
あ
り
ま
す
。
竿
師
個
々
に
か

か
る
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

何
と
か
後
継
者
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
に

組
合
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

匠の技で未来を切り拓く――――
本市の地場産業である「紀州へら竿」は国内だけでなく海外にも誇れる逸品で

す。その良さを感じる第一歩は、竿を実際に手に取って質感を感じ、その竿でへ
らブナを釣り上げる自身の姿を想像することから始まります。
本市では、その機会が増えるよう、これまで釣りイベントや展示会の開催を支
援してきました。今後は「紀州へら竿」のさらなる販路拡大を目指し、インター
ネットを活用して海外に向けて情報発信を行なっていきます。また、引き続き紀
州製竿組合や南海電気鉄道株式会社と協力することで地域活性化はもちろん、来
年で140年を迎える「紀州へら竿」という色褪せない伝統を今後150年、200年と
後世に伝えていきます。

特集　受け継がれる匠の技　紀州へら竿特集　受け継がれる匠の技　紀州へら竿

山
や ま

上
う え

 寛
ひ ろ

恭
や す

氏米
よ ね

田
だ

 護
ま も る

氏
昭和59年に竿銘「瑞

ず い

雲
う ん

」として独立。
平成31年４月から紀
州製竿組合の組合長を
務める。
使いやすい竿を念頭
に個々の要望に応じた
きめ細かい作品が特徴。

昭和50年に竿銘「こま
鳥」として独立し、令和
２年度和歌山県名匠表彰
および令和２年秋の叙勲
を受章。
卵殻の技法を使い、鳥
や虫などのデザインを施
した握りが特徴。
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