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マークの説明

主な電話番号等 今月の表紙

ツイッター・フェイスブックでも市の情報
を発信しています。
　http://www.city.tanabe.lg.jp/jyouhou/sns.html田辺市

ホームページ
モバイル用
ホームページ

救急受診
ガイド

防災行政
メール等

休日急患診療

■…日付・期間　
■…時間
■…休館日　
■…場所　
■…集合
■…内容　
■…対象・参加資格等

■…定員　
■…料金・費用　
■…持ち物　
■…申込み・申請方法
■…問合せ
[消印]…消印有効　
[先着]…先着順

　田辺広域休日急患診療所（市民総合センター玄関右側）
　内科・小児科系、歯科の応急診療
　　㊐㊗ ９時～11 時 30 分、13 時～16 時

（※小児科のみ、㊏18時～21時30分も診療を行っています。）
　 ☎ 0739-26-4909

■田辺市役所　〒 646-8545 新屋敷町 1
☎ 0739-22-5300 ㈹　 0739-22-5310
■市民総合センター　〒 646-0028 高雄一丁目 23-1
☎ 0739-26-4900 ㈹　 0739-26-4914
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　 0739-78-0116
■中辺路行政局　〒 646-1492 中辺路町栗栖川 396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　 0739-64-0966
■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　 0739-49-0359
■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　 0735-42-0239
■市水道事業所　〒 646-0028 高雄三丁目 18-1
☎ 0739-24-0011 ㈹　 0739-24-7910
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　 0739-24-4068

◇㊗マークには、振替休日等も含みます。
◇申込み・問合せ等の受付については、基本的に㊏
　㊐㊗を除く８時30分～17時15分です。
◇料金の記載のないものは、無料です。
◇申込み方法の記載のないものは、申込み不要です。
◇市役所の開庁時間は、㊗を除く㊊～㊎の８時30分
　～17時15分です。毎週㊍は、市民課・保険課・税務課
　の一部窓口を19時まで延長しています。

■防災行政テレフォンガイド　☎ 0120-963-910
■救急安心センター　☎＃7119

電話案内サービス

　今月の表紙は、松煙墨
を持った吉村聡

そ う た

汰くんを
撮影しました。なかなか
緊張がほぐれなかったよ
うですが、最後には笑顔
を見せてくれました。ち
なみに聡汰くんは習字が
得意だそう。これを使っ
て書いてみたいね♪伝統を伝えていこう！

特
集

03814162226
お
し
ら
せ
ワ
イ
ド

ま
ち
の
話
題

お
し
ら
せ
ボ
ッ
ク
ス

子
育
て
ク
ラ
ブ
／
我
が
家
の
愛
ド
ル
／
た
な
べ
ス

マ
イ
ル
／
防
災
コ
ラ
ム
／
ま
ち
か
ど
特
派
員
／
た

な
べ
散
歩
／
図
書
館
へ
行
こ
う

市
営
墓
地
の
使
用
者
を
募
集
し
ま
す
／
住
宅
耐
震

診
断
の
募
集
を
し
ま
す
／
「
成
人
の
日
」
記
念
式

典
を
開
催
し
ま
す
／
必
ず
チ
ェ
ッ
ク 

最
低
賃
金
！ 

使
用
者
も
労
働
者
も
／
田
辺
市
立
体
育
施
設
の
抽

選
申
込
み
方
法
が
変
わ
り
ま
す
／
朗
読
会
・
暮
ら

し
に
役
立
つ
講
座
を
開
催
し
ま
す　

ほ
か

弁
慶
と
踊
っ
て
舞
っ
た
３
日
間
／
大
人
も
子
供
も

迫
真
の
演
技
／
世
界
遺
産
の
追
加
登
録
が
決
定
！

ほ
か

高
齢
者
の
火
災
死
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
／
11
月
7

日
㊊
か
ら
「
湊
」
の
住
居
表
示
を
実
施
し
ま
す
／

D
V
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）
は

重
大
な
人
権
侵
害
で
す　

ほ
か

み
ん
な
の
広
場

相
談
日
程

広
報
田
辺  

平
成
28
年
11
月
号
・
も
く
じ

「
田
辺
の
も
の
づ
く
り
」

〜
後
世
に
つ
な
ぐ
伝
統
〜

　

田
辺
市
に
は
、
地
域
で
代
々
伝

え
ら
れ
、
作
り
続
け
ら
れ
て
い
る

工
芸
品
が
あ
り
ま
す
。

　

今
月
は
、
そ
う
し
た
工
芸
品
の

美
と
技
、
そ
し
て
、
今
も
な
お
伝

統
を
守
り
続
け
て
い
る
職
人
さ
ん

の
思
い
を
紹
介
し
ま
す
。

☆ 

◇
商
工
振
興
課 
交
流
推
進
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
７
６

◇
田
辺
市
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
協

議
会 

紀
州
田
辺
と
っ
て
お
き
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田
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も
の
づ
く
り
」



広報田辺　平成 28年 11月号TANABE City 2016.11 45

紀州備長炭

　

紀き
し
ゅ
う
び
ん
ち
ょ
う
た
ん

州
備
長
炭
は
、
秋
津
川
が
発

祥
の
地
で
、﹁
備
長
炭
﹂
の
名
は
、

江
戸
時
代
に
紀
州
田
辺
藩
の
炭
問
屋

で
あ
っ
た
備び

っ
ち
ゅ
う
や

中
屋
長ち

ょ
う
ざ
え
も
ん

左
衛
門
の﹁
備
﹂

と
﹁
長
﹂
の
文
字
を
採
っ
て
名
付
け

ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
全
国
各
地
に
﹁
備

長
炭
﹂
と
名
の
付
く
商
品
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
紀
州
備
長

炭
は
最
高
級
品
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
て
い
ま
す
。﹁
そ
の
所ゆ

え
ん以
は
硬

度
と
火
力
で
す
。
他
と
は
比
べ
物

に
な
ら
な
い
火
力
の
強
さ
が
あ

り
、
食
べ
物
を
非
常
に
お
い
し
い

状
態
に
焼
く
こ
と
が
で
き
ま
す
﹂

と
話
し
て
く
れ
た
の
は
、
秋
津
川

で
製
炭
士
と
し
て
働
い
て
い
る
北

山
増
男
さ
ん
。
北
山
さ
ん
は
、
父

親
が
製
炭
士
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
製
炭
技
術
に
つ
い
て
は

全
く
教
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
た
め
、
働
き
始
め
た
と

き
は
、
良
い
炭
を
作
る
技
術
が
乏

し
く
、
売
れ
な
い
時
期
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、﹁
た
く

さ
ん
の
方
に
教
わ
り
な
が
ら
、
良

い
炭
を
作
る
努
力
を
し
、
そ
れ
が

成
果
と
し
て
売
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す

ね
﹂
と
満
面
の
笑
顔
。

　

今
の
悩
み
と
言
え
ば
、
虫
の
被

害
で
す
。
昔
と
比
べ
る
と
製
炭
士

が
激
減
し
た
こ
と
で
、
紀
州
備
長

炭
の
原
木
で
あ
る
ウ
バ
メ
ガ
シ
が

①太いウバメガシは、細くする
ために機械や斧を使って割りま
す。②曲がったものは切れ込み
を入れ、その間に木片を挟みこ
み、真っ直ぐなるように立てて
います。③煙が出ている窯の天
井にある尻

ひ あ な

穴。煙の色と匂いで
窯の中の状態が分かるそうで
す。④窯入れから約 10 日間で
窯出しです。⑤叩くと「キーン」
と心地よい音を出す紀州備長炭

大
き
く
成
長
し
過
ぎ
、
虫
に
穴
を

開
け
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
﹁
や
は
り
後
継
者
不
足
で
す
ね
。

地
元
で
働
い
て
く
れ
る
若
い
方
が

も
っ
と
増
え
て
く
れ
た
ら
、
原
木

を
ち
ょ
う
ど
い
い
大
き
さ
で
伐き

っ

て
い
け
る
﹂
と
北
山
さ
ん
。
今
ま

で
も
県
外
か
ら
技
術
を
学
ぼ
う
と

来
て
く
れ
る
方
は
い
ま
し
た
が
、

木
を
伐
っ
た
り
運
ん
だ
り
す
る
作

業
が
過
酷
で
、
中
々
長
続
き
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
最
近

で
は
若
い
担
い
手
も
で
き
て
お

り
、
ま
た
、
仕
事
が
少
し
で
も
楽

に
な
る
よ
う
に
と
組
合
で
機
械
を

導
入
し
て
い
ま
す
。﹁
今
は
機
械

も
利
用
し
な
が
ら
作
業
が
で
き
る

の
で
、
昔
に
比
べ
る
と
楽
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
﹂
と
北
山
さ
ん
の

息
子
さ
ん
は
そ
う
語
り
、
後
継
者

と
し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

　

全
国
に
誇
る
紀
州
備
長
炭
。
こ

の
伝
統
技
術
や
魅
力
を
後
世
に
残

し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

田辺市木炭生産者組合 組合長
北山 増男さん

①

②

③

④⑤

皆地笠

　

皆み
な
ち
が
さ

地
笠
は
、
そ
の
昔
、
源
平
の

戦
に
敗
れ
、
こ
の
地
方
に
隠
れ
住

ん
だ
平
家
の
公き

ん
だ
ち家

が
日
々
の
生
計

を
支
え
る
た
め
に
、
こ
の
地
方
に

産
出
す
る
香
り
高
い
檜

ひ
の
き

材
を
使
っ

て
編
み
出
し
た
も
の
で
、
熊
野
詣

で
の
人
々
に
広
く
愛
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

そ
ん
な
皆
地
笠
を
50
年
以
上
作

り
続
け
て
い
る
芝
安
男
さ
ん
は
、

唯
一
の
皆
地
笠
職
人
で
す
。

﹁
昔
は
、
大
人
も
子
供
も
そ
れ
ぞ

れ
が
作
業
を
分
担
し
な
が
ら
、
一

緒
に
な
っ
て
皆
地
笠
を
作
っ
て
い

ま
し
た
。
私
も
父
の
仕
事
を
見
な

が
ら
、
自
然
と
作
り
方
を
覚
え
ま

し
た
﹂

　

笠
作
り
は
切
り
出
し
た
檜
か

ら
、﹁
ひ
よ
﹂
と
呼
ば
れ
る
細
い

短
冊
状
の
部
品
を
作
る
こ
と
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
こ
の
檜
材
の
見
立

て
と
、
ひ
よ
づ
く
り
は
経
験
を
積

ま
な
い
と
で
き
ず
、
今
ま
で
弟
子

入
り
を
希
望
し
た
方
も
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
が
で
き
ず
に
皆
辞
め
て

い
っ
た
そ
う
で
す
。

　

笠
は
、
農
家
の
方
々
や
熊
野
詣

で
の
参
詣
者
が
雨
具
や
日
よ
け
と

し
て
使
う
な
ど
、
こ
の
山
里
で
の

暮
ら
し
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で

し
た
。﹁
一
つ
の
型
の
笠
を
作
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
は
、
ま

だ
一
人
前
と
は
言
え
な
い
。
使
う

人
の
注
文
に
応
え
て
、
そ
の
人
だ

け
の
笠
を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

初
め
て
一
流
の
職
人
に
な
れ
る
の

で
す
﹂
と
芝
さ
ん
。

﹁
こ
れ
ま
で
は
地
元
の
農
家
さ
ん

や
熊
野
古
道
の
ガ
イ
ド
さ
ん
か
ら

の
注
文
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
て
か
ら
は
、
古
道
歩
き
に
来
ら

れ
た
方
か
ら
の
注
文
が
増
え
ま
し

た
。
ま
た
、
外
国
人
の
方
で
、
笠

に
興
味
を
持
つ
方
も
と
て
も
多

く
、
い
ろ
い
ろ
な
方
に
求
め
て
い

た
だ
き
、
う
れ
し
く
思
い
ま
す
﹂

　

笠
は
使
え
ば
使
う
ほ
ど
木
の
油

が
出
て
、
艶
の
あ
る
赤
茶
色
に
な

り
ま
す
。
中
に
は
10
年
以
上
使
っ

て
く
だ
さ
る
方
も
い
る
そ
う
で
す
。

﹁
皆
地
笠
は
今
も
多
く
の
方
に
必

要
と
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
後

継
者
が
い
な
い
の
は
大
変
残
念
で

す
が
、
続
け
ら
れ
る
限
り
皆
地
笠

を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
﹂

皆地笠職人
芝 安男 さん

①農家から熊野詣でまで、多くの方に愛さ
れている皆地笠②雨が降っても染み込まな
いよう、しっかり編みこまれているかどう
かの確認は大事な作業③皆地笠はいくつも
のパーツを組み合わせて作られます。

①

③ ②



広報田辺　平成 28年 11月号TANABE City 2016.11 67

　

市
に
は
、伝
統
の
あ
る
工
芸
品
の
ほ
か
、

温
暖
な
気
候
や
地
勢
に
育
ま
れ
た
、
魅

力
的
で
様
々
な
地
域
産
品
が
あ
り
ま
す
。

　

田
辺
市
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
協
議
会

﹃
紀
州
田
辺
と
っ
て
お
き
﹄
で
は
、
市

の
地
域
産
品
を
県
内
外
に
P
R
し
、

田
辺
フ
ァ
ン
を
増
や
す
こ
と
で
、
認
知

度
向
上
や
販
路
拡
大
に
努
め
て
い
ま

す
。
主
に
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
等
で
、
産

品
の
販
売
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
等

を
行
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
友
好

都
市
の
堺
市
で
、
紀
州
備
長
炭
を
使
用

し
た
梅
焼
き
鳥
や
ブ
ー
ス
へ
飾
り
付
け

た
風
鈴
が
、
お
客
さ
ん
か
ら
好
評
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納

税
の
返
礼
品
と
し
て
、
地
域
産
品
を
全

国
に
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
特
集
を
通
じ
て
、
伝
統
の
技
や

地
域
産
品
の
魅
力
を
市
民
の
皆
さ
ん
を

始
め
、多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、

未
来
へ
と
引
き
継
い
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

魅
力
あ
る
地
域
産
品
を

み
ん
な
で
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う

商工振興課 交流推進係
鳥越　健太

取扱場所

松煙墨・彩煙墨

皆地笠

紀州備長炭

■道の駅 奥熊野古道ほんぐうでの予約販売
※電話又は直接お申し込みください。
※納品までお時間をいただきます。
〒 647―1743　本宮町伏拝 904―4
☎ 0735（43）0911

■道の駅 紀州備長炭記念公園での販売
※備長炭風鈴等の備長炭グッズも各種あります。
〒 646―0102　秋津川 1491―1
☎ 0739（36）0301　　　　　　　　　　　　　

■全国各地のデパートで開催される物産展での販売　
■電話又は FAX・ホームページによる販売　　　　
☎ 0739（49）0801   　
☆ 0739（49）0801　　　　　　
☆ http://www.kishu-shoen.com/

　

松し
ょ
う
え
ん煙と
は
、
脂
を
た
っ
ぷ
り
含

ん
だ
松
を
燃
や
し
て
で
き
た
煤す

す

、

そ
れ
を
練
り
固
め
て
作
る
墨
が

松し
ょ
う
え
ん
ぼ
く

煙
墨
で
す
。

　

昔
、
松
煙
の
製
造
は
、
紀
州
で

は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
戦
後
、
途
絶
え
て
し
ま
い
ま

し
た
。
墨
を
使
わ
な
く
て
も
書
け

る
物
が
、
た
く
さ
ん
出
て
き
た
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
松
煙
墨
に
し

か
な
い
味
わ
い
を
求
め
る
人
が
現

れ
、
堀
池
雅
夫
さ
ん
の
先
代
が
松

煙
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

　
﹁
墨
の
製
造
を
始
め
た
の
は
20

年
ほ
ど
前
。
元
々
煤
し
か
作
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
売
れ
行
き

が
厳
し
く
、
原
料
が
あ
る
な
ら
墨

を
最
後
ま
で
作
ろ
う
、
と
い
う
気

持
ち
で
始
め
ま
し
た
﹂
と
堀
池
さ

ん
。
堀
池
さ
ん
は
、
現
在
、
日
本

で
た
だ
一
人
、
鮎
川
の
工
房
で
松

煙
墨
を
原
料
の
松
煙
か
ら
一
貫
製

造
し
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、﹁
色
を
付
け

た
墨
を
作
っ
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う

依
頼
が
。
そ
れ
が
、
こ
こ
で
し
か

作
っ
て
い
な
い
彩さ

い
え
ん
ぼ
く

煙
墨
の
始
ま
り

で
し
た
。
現
在
、
色
数
は
40
色
以

上
あ
り
ま
す
。﹁
顔
料
を
混
ぜ
て

作
っ
て
い
る
墨
は
発
色
が
格
別

で
、
墨
同
士
を
混
ぜ
て
も
く
す
ま

ず
き
れ
い
で
す
﹂

　

松
煙
墨
を
作
る
に
は
、
ま
ず
、

松
を
障
子
小
屋
で
燃
や
し
、
そ
こ

に
貼
り
つ
い
た
煤
を
取
り
ま
す
。

５
０
０
kg
の
松
か
ら
取
れ
る
煤
は

た
っ
た
の
10 

kg 

。
し
か
も
、
1

日
8
時
間
、
計
１
０
０
時
間
ほ
ど

燃
や
す
と
い
う
、
大
変
な
作
業

で
す
。
そ
の
煤
を
乳
鉢
で
練
り
、

湯ゆ
せ
ん煎
し
た
膠に

か
わを
加
え
て
更
に
練
り

ま
す
。
そ
の
後
、
金
属
の
板
の
上

で
練
る
作
業
を
行
い
、
型
に
は
め

ま
す
。
そ
れ
を
2
、
3
か
月
灰
の

中
に
入
れ
乾
燥
さ
せ
、
そ
の
後
2

年
間
、更
に
自
然
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
手
間
暇
を
掛
け
て
出

来
上
が
っ
た
墨
は
純
松
煙
墨
﹁
紀

州
墨
﹂、
幻
の
墨
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
﹁
墨
の
歴
史
は
２
０
０
０
年
前
に

遡
り
ま
す
が
、
今
、
そ
の
歴
史
が

途
絶
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
墨

は
書
道
家
の
方
々
が
使
う
も
の
だ

と
思
い
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。絵
の
具
や
マ
ー
カ
ー

な
ど
と
同
じ
よ
う
に
文
房
具
な
の

で
す
。様
々
な
形
で
皆
さ
ん
に
使
っ

て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
﹂

紀州松煙墨工房 代表
堀池雅夫さん

①滲
にじ

みと青みを帯びた黒い色が特徴の松煙墨
（紀州墨 特大）②松は、小さな炎でゆっくり
と燃やします。③煤を粘土状にするため、乳
鉢で練る作業です。④組み立てると、松煙墨
の型ができます。

松煙

①

②

④

③


