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新春対談

石原良純 × 尾花正啓

「和歌山城天守閣再建 60 周年」を迎えるにあたり、
芸能界きってのお城好きである石原良純氏ととも
に、和歌山城や和歌の浦の魅力、和歌山市の未来
について語りました。

城が輝き、歴史が薫るまち
「和歌山市」

対談は１月１日月 11 時～ （再放送１月３日水 17 時～）テレビ和歌山で放送します。

し
た
と
こ
ろ
を
復
元
し
、
昔
の
和
歌
山
城

の
姿
に
近
づ
い
て
い
け
れ
ば
、
も
っ
と
い

ろ
い
ろ
な
魅
力
が
和
歌
山
城
に
出
て
く
る

か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

石
原　

な
る
ほ
ど
、
希
少
性
が
あ
る
っ
て

こ
と
で
す
ね
。
た
く
さ
ん
の
方
に
興
味
を

も
っ
て
も
ら
え
る
場
所
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
出
来
上
が
っ
て
い
く
の
が
楽

し
み
で
す
。

新春対談

石原良純 × 尾花正啓

「和歌山城天守閣再建 60 周年」を迎えるにあたり、
芸能界きってのお城好きである石原良純氏ととも
に、和歌山城や和歌の浦の魅力、和歌山市の未来
について語りました。

城が輝き、歴史が薫るまち
「和歌山市」

石原良純氏と語る

市
長　

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、徳
川
の
初
代
藩
主
の
頼
宣
公
が
、

「
南
海
の
鎮

し
ず
め
」
と
し

て
こ
の
西
国
を
治

め
よ
う
と
し
た
ん

で
す
。

石
原　

大
き
な
戦
は
な
く
て
も
、や
は
り
、

城
の
も
つ
意
味
、
日
本
全
土
を
見
据
え
る

和
歌
山
城
の
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、

築
城
の
名
手
と
い
わ
れ
た
藤と

う
ど
う
た
か
と
ら

堂
高
虎
の
最

初
に
手
掛
け
た
城
だ
と
い
う
こ
と
で
も
、

城
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
、
放
っ
て
お
け
な

い
で
す
よ
ね
。

市
長　

和
歌
山
城
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
時

代
背
景
が
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
の
で
、
お

城
フ
ァ
ン
は
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
人
に
訪

れ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

天
守
閣
の
再
建
60
周
年

石
原　

和
歌
山
城
の
天
守
閣
は
、
ず
っ
と

残
っ
て
き
た
の
で
す
か
。

市
長　

実
は
昭
和
20
年
に
空
襲
で
焼
け
て

し
ま
っ
た
ん
で
す
。
ず
っ
と
天
守
閣
が
無

か
っ
た
ん
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
寂
し
い
と

い
う
こ
と
で
、
市
民
の
中
か
ら
「
天
守
閣

を
再
建
し
よ
う
よ
」
と
い
う
動
き
が
出
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
市
民
の
方
が
寄
附

を
集
め
だ
し
た
ん
で
す
。
昭
和
33
年
に
再

建
さ
れ
た
ん
で
す
が
、
当
時
は
ま
だ
ま
だ

戦
災
復
興
中
で
、
食
料
も
住
む
と
こ
ろ
も

十
分
で
は
な
い
。
そ
ん
な
中
で
、
本
当
に

子
供
た
ち
ま
で
、「
瓦
一
枚
を
寄
附
し
よ

う
」
を
合
言
葉
に
し
て
寄
附
を
し
て
、
市

民
運
動
と
し
て
再
建
が
な
っ
た
ん
で
す

よ
。「
和
歌
山
市
の
シ
ン
ボ
ル
を
再
建
す

る
」と
み
ん
な
の
心
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
、

再
建
で
き
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、

ち
ょ
う
ど
今
年
が「
天
守
閣
再
建
60
周
年
」

に
な
り
ま
す
。

西之丸の能舞台再現図

石
原　

60
周
年
で
す
か
。
そ
れ
は
市
民
の

悲
願
。
良
か
っ
た
で
す
ね
。
や
は
り
、
城

が
元
に
戻
る
ま
で
が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
、

心
の
拠
り
所
に
な
る
。
僕
は
九
州
に
も
よ

く
行
く
の
で
す
が
、
熊
本
城
も
地
震
の
被

害
を
す
ご
く
被
っ
た
。
す
る
と
、
熊
本
の

お
年
寄
り
の
方
が
「
熊
本
城
が
再
建
さ
れ

る
ま
で
、
元
に
戻
る
ま
で
は
が
ん
ば
ろ

う
」
と
。
ま
ち
の
人
の
気
持
ち
が
一
つ
に

な
る
っ
て
い
う
の
は
、
僕
も
絶
対
に
あ
る

と
思
い
ま
す
ね
。

和
歌
山
城
の
魅
力
向
上

へ
の
取
組

石
原　

僕
も
い
ろ
い
ろ
な
城
の
あ
る
ま
ち

に
行
く
の
で
す
が
、
今
は
自
分
の
ま
ち
の

城
の
価
値
に
気
が
つ
い
て
、
整
備
が
進
ん

で
い
ま
す
ね
。
和
歌
山
城
も
今
後
整
備
さ

れ
る
の
で
す
か
。

市
長　

そ
う
で
す
ね
。
二
之
丸
に
は
、
か

つ
て
大
奥
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
大
奥

を
再
建
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
す
れ
ば
、
日
本
の
城
で
唯
一
大
奥
が
あ

る
お
城
に
な
る
ん
で
す
よ
。
ま
た
、
も
と

も
と
西
之
丸
は
風
情
を
楽
し
む
よ
う
な
と

こ
ろ
で
芸
術
文
化
の
拠
点
だ
っ
た
の
で
、

紅
葉
が
綺
麗
な
紅
葉
渓
の
近
く
に
、
能
舞

台
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
能
舞
台
も
復

元
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
て
。
こ
う

二之丸の大奥再現図

天守閣再建工事中
「南海之鎮」の印面をもつ金印

城
下
町
の
魅
力

石
原　

和
歌
山
市
に
は
35
年
前
に
来
た
こ

と
が
あ
る
の
で
す
。友
達
３
人
と
東
京
か

ら
車
で
。そ
の
と
き
も
、も
ち
ろ
ん
、ま
ず

は
和
歌
山
城
に
行
き
ま
し
た
。今
日
も
お

城
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。僕
は
、ま
ち
の
一

番
高
い
と
こ
ろ
に
登
る
と
、そ
の
ま
ち
を

一
番
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の

で
、一
気
に
天
守
閣
を
上
っ
て
き
ま
し
た
。

市
長　

35
年
ぶ
り
の
和
歌
山
城
は
ど
う
で

し
た
か
。

石
原　

い
や
ー
、天
守
閣
は
最
高
で
す
ね
。

和
歌
山
市
を
一
望
で
き
る
し
、
前
に
来
た
時

と
変
わ
ら
ず
に
景
色
は
最
高
で
し
た
。
や

は
り
、
お
城
の
あ
る
ま
ち
は
い
い
で
す
ね
。

市
長　

そ
う
で
し
ょ
う
！
和
歌
山
城
は
和

歌
山
市
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
か
ら
ね
。

石
原　

城
下
町
が
羨
ま
し
い
と
思
う
の

は
、ぱ
っ
と
見
た
時
に
、い
つ
も
天
守
閣
が

見
え
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。何
か
見
守
ら
れ

て
い
る
安
心
感
。お
城
が
あ
る
か
ら
、僕
ら

の
暮
ら
し
は
大
丈
夫
だ
、と
い
う
よ
う
な
。

市
長　

ほ
ん
と
に
そ
う
な
ん
で
す
。
や
っ

ぱ
り
長
年
に
渡
っ
て
お
城
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、市
民
に
と
っ
て
「
心
の
拠
り
所
」

に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

石
原　

そ
れ
に
、
石
垣
も
そ
う
な
の
で
す

が
、
そ
こ
に
は
歴
史
が
あ
る
。
ま
ず
豊
臣

時
代
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
浅
野
氏
が

入
っ
て
き
た
。
こ
こ
が
す
ご
く
重
要
な
時

期
で
、

1600
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
か
ら

1615
年

の
大
坂
夏
の
陣
ま
で
の
間
と
い
う
の
は
、

歴
史
的
に
大
き
な
戦
は
な
い
け
れ
ど
、
水

面
下
で
は
駆
け
引
き
が
さ
れ
て
い
る
。
も

し
か
し
た
ら
、
浅
野
氏
が
裏
切
る
か
も
し

れ
な
い
、
と
い
う
の
が
あ
っ
た
り
し
て
。

徳
川
は
、
い
つ
か
西
国
が
反
乱
を
起
こ
す

の
が
怖
か
っ
た
と
思
う
。

お城に行くと、ガイドブックにも載ってい
ないような一番良い画を探すのが楽しみだ
という石原氏。インスタ用の写真を自撮り。

語り部の解説を聞きながら城内を散策する石原氏

再建工事を見学する子供たち



5 市報わかやま  平成30年１月号 市報わかやま  平成30年１月号 4

平
成
30
年 

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

市
民
に
開
か
れ
た
市
議
会
を
目
指

し
た
取
組
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

今
後
と
も
、
本
市
の
抱
え
る
課
題

解
決
に
向
け
、
市
民
の
皆
様
か
ら
の

お
声
を
十
分
に
お
聴
き
し
、
住
民
福

祉
の
向
上
と
、
安
心
、
安
全
な
ま
ち

づ
く
り
に
、
市
議
会
一
丸
と
な
っ
て

取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

結
び
に
、
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
本
年
が
幸
多
き
年
と
な

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
に
は
、
健
康
で
、
希

望
に
満
ち
た
初
春
を
お
迎
え
の
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
平
成
30

年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
市
議
会
を
代

表
し
ま
し
て
、
謹
ん
で
新
年
の
ご
挨

拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
市
は
今
、
第
二
阪
和
国
道
の
全

線
開
通
等
幹
線
道
路
の
整
備
や
、
和

歌
の
浦
の
日
本
遺
産
認
定
な
ど
、
多

く
の
方
々
や
先
人
の
努
力
が
実
を
結

び
、
大
き
く
飛
躍
す
る
こ
と
が
で
き

る
絶
好
の
機
会
を
迎
え
て
お
り
、
こ

の
機
会
を
逃
す
こ
と
な
く
、
深
い
感

謝
を
も
っ
て
、
さ
ら
な
る
市
政
の
推

進
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

市
議
会
と
し
ま
し
て
も
、
本
会
議

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
や
、
市
議

会
だ
よ
り
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
い
っ

た
積
極
的
な
広
報
活
動
を
は
じ
め
、

と
な
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
等
を
さ
ら
に

加
速
さ
せ
る
こ
と
で
、誰
も
が
安
心
・

安
全
に
暮
ら
し
続
け
て
い
た
だ
け
る

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

和
歌
山
市
に
は
、
地
元
の
子
供
や

支
援
が
必
要
な
方
の
た
め
に
、
ま
た

本
市
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、
各

地
で
熱
心
に
活
動
を
続
け
て
お
ら
れ

る
方
々
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。今
年
も
皆
さ
ま
と
一
緒
に
、「
き

ら
り 

輝
く 

元
気
和
歌
山
市
」
の
実
現

に
向
け
て
邁
進
し
て
い
く
所
存
で
す
。

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

今
年
は
、
市
民
図
書
館
が
移
転
す

る
和
歌
山
市
駅
の
公
益
施
設
棟
の
着

工
や
、
雄
湊
小
学
校
跡
地
で
の
東
京

医
療
保
健
大
学
和
歌
山
看
護
学
部
の

開
学
な
ど
、
今
ま
で
に
蒔
い
た
種
が

成
長
し
、
実
り
始
め
る
年
で
す
。

　

そ
し
て
、
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の

寄
附
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
和
歌
山
城

天
守
閣
が
60
周
年
を
迎
え
る
記
念
す

べ
き
年
に
な
り
ま
す
。
和
歌
山
城
に

か
け
る
先
人
の
思
い
を
胸
に
、
お
城

と
そ
の
周
辺
の
賑
わ
い
創
出
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
絶
景
の
宝
庫
と
し

て
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
和
歌
の

浦
や
青
少
年
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
が

完
成
す
る
加
太
な
ど
、
地
域
の
魅
力

を
磨
き
上
げ
、
国
内
外
か
ら
人
を
呼

び
込
め
る
都
市
に
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
待
機
児
童
ゼ
ロ
な
ど
保
育

環
境
の
充
実
、
健
康
体
操
な
ど
高
齢

者
の
健
康
長
寿
、
防
災
対
策
に
必
要

和
歌
山
市
議
会
議
長

　
　
古
　
川
　
　
祐
　
典

和
歌
山
市
長

　
　
尾
　
花
　
　
正
　
啓

り
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
年
が

市
民
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
、
素
晴
ら

し
い
年
と
な
る
こ
と
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

対談の内容は、「2018 年　和歌山市新春特別番組」として収録したものを一部抜粋し、まとめたものです。
番組の放送は、【テレビ和歌山】１月１日月 11 時～／再放送１月３日水 17 時～です。ぜひご覧ください。

最
後
に
メ
ッ
セ
ー
ジ

石
原　

歴
史
に
色
濃
く
、
万
葉
の
昔
か
ら
彩

ら
れ
た
和
歌
山
市
が
、
古
い
も
の
は
残
さ
れ

な
が
ら
、
今
後
も
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
手
が

加
え
ら
れ
、
ま
ち
と
し
て
の
魅
力
が
ど
ん
ど

ん
ア
ッ
プ
し
て
い
く
の
が
楽
し
み
で
す
。
僕

も
ま
た
近
い
機
会
に
訪
れ
た
い
で
す
。

市
長　

ぜ
ひ
来
て
く
だ
さ
い
！

　

今
年
が
ち
ょ
う
ど
「
天
守
閣
再
建
60
周

年
」
に
あ
た
り
ま
す
。
本
当
に
市
民
の
方
の

心
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
再
建
さ
れ
た
城
で
す

の
で
、
こ
の
60
周
年
を
契
機
に
さ
ら
に
磨
き

を
か
け
て
い
き
、
市
民
の
心
の
拠
り
所
、
そ

し
て
和
歌
山
市
の
誇
り
と
な
る
よ
う
な
城
に

し
て
い
き
た
い
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
和
歌

山
市
が
、「
城
が
輝
き
、
歴
史
が
薫
る
ま
ち
」

に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
今

年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

い
て
、
あ
と
４
年
後
が
始
ま
っ
て
400
年
に
あ

た
る
の
で
、
和
歌
祭
を
も
っ
と
盛
り
上
げ
て

い
き
た
い
で
す
ね
。
日
本
遺
産
と
し
て
、和

歌
山
市
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
歴
史
や
文

化
の
素
晴
ら
し
さ
を
認
め
ら
れ
た
の
で
、東
照

宮
や
和
歌
の
浦
の
景
色
な
ど
を
海
外
に
も
っ

と
Ｐ
Ｒ
し
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

石
原　

そ
れ
は
ど
ん
ど
ん
Ｐ
Ｒ
し
て
い
っ
た

ら
良
い
と
思
い
ま
す
。
東
照
宮
な
ど
歴
史
あ

る
美
し
い
も
の
は
、
目
を
奪
わ
れ
る
。
外
国

の
方
に
も
す
ご
く
喜
ば
れ
る
と
思
い
ま
す
。

絶
景
の
宝
庫 

和
歌
の
浦

日
本
遺
産
認
定

市
長　

和
歌
山
市
に
は
、
和
歌
山
城
以
外
に

も
誇
れ
る
場
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。

昨
年
は
「
絶
景
の
宝
庫 

和
歌
の
浦
」と
い
う

こ
と
で
、和
歌
の
浦
周
辺
の
景
色
が
日
本
遺

産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。和
歌
の
浦
の
歴
史

的
な
景
観
は
、1300
年
前
か
ら
美
し
い
と
万
葉

集
に
詠う

た

わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。東
京
に
も
、和

歌
の
浦
の
美
し
い
景
色
を
モ
デ
ル
に
築
造
し

た
、六り

く
ぎ
え
ん

義
園
と
い
う
庭
園
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

石
原　

あ
の
桜
の
名
所
で
有
名
な
六
義
園
で

す
か
。
何
度
か
行
き
ま
し
た
が
、
和
歌
の
浦

が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
た
と
は
知
ら
な
か
っ

た
で
す
。

市
長　

ほ
か
に
も
紀
州
東
照
宮
と
い
う
非
常

に
景
色
も
建
物
も
綺
麗
な
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
。
そ
の
地
域
で
は

1622
年
か
ら
始
ま
っ
た
和

歌
祭
と
い
う
伝
統
的
な
祭
り
が
開
催
さ
れ
て

市
民
活
動
に
つ
い
て

市
長　

本
当
に
あ
り
が
た
い
の
が
、
市
民
の

方
が
色
ん
な
活
動
を
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と

で
す
。
秋
に
開
催
さ
れ
て
い
る
妹い

も
せ
や
ま

背
山
で
の

竹
燈
夜
で
は
市
民
の
方
が
、
竹
の
筒
に
ろ
う

そ
く
を
並
べ
て
く
れ
て
、
多た

ほ
う
と
う

宝
塔
を
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雑
賀

崎
に
は
、
実
は
お
台
場
が
あ
っ
て
、
そ
の
辺

り
の
草
刈
り
を
地
域
の
方
が
ず
っ
と
続
け
て

く
れ
て
い
る
ん
で
す
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
に

築
か
れ
た
津
波
な
ど
か
ら
守
る
水
軒
堤
防

に
、
白は

く
さ
せ
い
し
ょ
う

砂
青
松
を
取
り
戻
そ
う
と
、
地
域
の

方
が
松
を
植
え
る
活
動
を
行
っ
て
く
れ
て
い

ま
す
。
こ
う
い
っ
た
市
民
の
方
の
手
で
、
昔

の
良
か
っ
た
も
の
、
あ
の
風
景
や
歴
史
を
取

り
戻
そ
う
と
活
動
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

の
が
非
常
に
あ
り
が
た
い
。
こ
う
し
た
活
動

を
通
じ
て
、
和
歌
山
市
の
魅
力
を
ど
ん
ど
ん

上
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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妹背山の竹燈夜
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雑賀崎での草刈り活動

水軒堤防での松を植える活動

和歌祭


