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地域の底力
温
暖
な
気
候
と
豊
か
な
海
の
恵
み
、

そ
し
て
長
い
歴
史
が
培
っ
た
、

人
々
の
大
ら
か
な
気
質
。

紀
伊
半
島
の
小
さ
な
町
で
は
、

ゆ
っ
く
り
独
自
の
ペ
ー
ス
で

思
い
が
継
が
れ
て
い
く
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

和
歌
山
県
有
田
郡
湯
浅
町

醬油発祥の地である和歌山県湯浅町で、昔ながらの仕込みを
守り続ける創業天保12年「角長」の醬油蔵。写真は発酵、熟
成中のもろみ (蒸した大豆に麹菌を繁殖させ、塩水と混ぜ合わ
せたもの )を攪拌して酸素を取り込む、「櫂

かい

入
い

れ」という作業。

古
か
ら
の
歴
史
を
礎

い
し
ず
えに

未
来
を
目
指
す
醬
油
発
祥
の
地

和
歌
山
県
湯
浅
町
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醬
油
は
湯
浅
の
町
か
ら 

日
本
全
国
に
広
ま
っ
た

　

和
歌
山
県
中
北
部
、
紀
伊
水
道
に
面

し
た
湯
浅
町
は
、
人
口
約
一
万
三
○
○

○
人
の
自
治
体
だ
。
面
積
約
二
〇
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
方
を
山
に
囲
ま
れ

た
小
さ
な
町
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
か

つ
て
こ
の
地
で
日
本
の
食
文
化
を
大
き

く
変
え
た
出
来
事
が
あ
っ
た
。
国
内
は

も
ち
ろ
ん
、
今
や
海
外
に
も
広
く
知
ら

れ
る
醬
油
の
誕
生
だ
。

　

そ
の
起
源
は
、建
長
六
年（
一
二
五
四
）

ま
で
遡
る
。
禅
宗
修
行
の
た
め
に
宋
へ

渡
っ
て
い
た
法ほ
っ
と
う
こ
く

燈
国
師し

覚か
く
し
ん心
が
、
帰
朝

し
た
際
に
、
浙せ

っ
こ
う江
省
の
径

け
い
ざ
ん山
興こ

う
せ
い聖
万ま

ん
じ
ゅ寿

禅ぜ
ん

寺じ

で
食
べ
、
鎮
江
市
金
山
の
竜
遊
江

寺
で
学
ん
だ
味
噌
の
製
法
を
持
ち
帰
っ

た
の
だ
。
同
じ
紀
伊
半
島
は
由
良
町
に

西
方
寺
（
現
在
は
興
国
寺
）
を
開
い
た

覚
心
は
、
醸
造
に
適
し
た
水
に
恵
ま
れ

る
湯
浅
で
再
現
を
試
み
た
。
現
在
「
金き

ん

山ざ
ん

寺じ

味
噌
」と
呼
ば
れ
る
、な
め
味
噌
だ
。

　

当
時
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ぬ
製
法
を
継
い

で
き
た
江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
「
太

田
久き

ゅ
う
す
け助

吟
製
」
の
三
代
目
、
太
田
庄
輔

氏
に
そ
の
製
法
に
つ
い
て
伺
っ
た
。
い

わ
く
、炒
っ
た
大
豆
と
裸
麦
に
米
麹
（
か

つ
て
は
麦
麹
）
と
塩
を
加
え
、
ナ
ス
や

ウ
リ
な
ど
夏
野
菜
を
刻
ん
で
加
え
て
熟

成
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。

　
「
夏
場
の
暑
さ
の
中
で
発
酵
す
る
金
山

寺
味
噌
は
、
三
〇
日
も
過
ぎ
れ
ば
全
体

に
飴
色
に
な
り
、
ま
ろ
や
か
な
旨
味
が

生
ま
れ
ま
す
。
昔
は
、
冬
に
備
え
て
の

保
存
食
品
だ
っ
た
ん
で
す
」

　

太
田
氏
の
造
る
「
金
山
寺
味
噌
」
は

材
料
を
合
わ
せ
て
手
作
業
で
丁
寧
に
攪か

く

拌は
ん

す
る
た
め
、
粒
の
ま
ま
残
っ
た
米
や

大
豆
の
食
感
が
心
地
良
い
。
噛か

め
ば
、

や
わ
ら
か
な
甘
み
が
口
中
に
ふ
く
ら
む
。

地
元
の
人
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
、

ご
飯
の
友
で
あ
り
酒
の
肴
だ
。

　

そ
の
「
金
山
寺
味
噌
」
を
仕
込
む
際
、

桶
に
自
然
と
た
ま
っ
た
汁
が
美
味
で
あ

る
と
い
つ
し
か
広
ま
り
、
そ
れ
が
醬
油

の
原
形
と
な
っ
た
。

　

金
山
寺
味
噌
造
り
は
三
代
だ
が
、

十
一
代
続
く
太
田
家
は
も
と
も
と
紀
州

藩
の
台
所
役
人
と
し
て
醬
油
を
醸
造
し

て
お
り
、
湯
浅
へ
と
移
住
し
た
経
緯
が

あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
時
期
、

醬
油
の
材
料
と
な
る
小
麦
の
確
保
が
困

難
に
な
っ
た
た
め
、
味
噌
造
り
に
い
わ

ば
先
祖
返
り
し
た
そ
う
だ
。

　
「
一
カ
月
味
噌
を
食
う
な
と
は
、
先
代

が
よ
く
言
っ
て
い
た
言
葉
で
す
。
塩
の

味
に
は
角
が
あ
り
ま
す
が
、
一
カ
月
を

経
て
や
っ
と
甘
く
ま
ろ
や
か
に
な
っ
て

く
る
。
味
噌
が
発
酵
す
る
時
は
慌
て
る

な
、
ゆ
っ
く
り
せ
い
、
急
ぐ
な
と
。
こ

の
あ
た
り
は
、
昔
か
ら
お
醬
油
屋
さ
ん

ば
か
り
で
し
ょ
う
。
醸
造
に
携
わ
る
人

「
太
田
久
助
吟
製
」
の
太
田
庄
輔
氏
は
、
代
々
受
け
継
い
だ
建
物
で
「
金

山
寺
味
噌
」
を
造
り
続
け
る
。
味
噌
を
混
ぜ
て
い
る
太
田
氏
の
手
が
若
々

し
い
の
は
、
発
酵
食
品
ゆ
え
の
働
き
か
。

右／「伝建地区」一角に建つ「太田久助吟製」は、
江戸時代の面影がそのままに残る。上／仕込み
から１カ月を過ぎて食べ頃を迎えた、飴色に輝
く「金山寺味噌」。
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が
大
勢
い
た
か
ら
、
慌
て
る
な
よ
、
ゆ
っ

く
り
行
け
と
い
う
人
間
性
が
自
然
と
培

わ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」　

　

醬
油
造
り
を
紀
州
藩
が
保
護
し
た
こ

と
も
あ
り
、
文
化
年
間
（
一
八
○
四
〜

一
八
）
に
醬
油
造
り
は
最
盛
期
を
迎
え
、

こ
の
町
に
九
二
軒
も
の
醬
油
蔵
が
あ
っ

た
。
湯
浅
の
名
と
醬
油
の
製
造
方
法
は

全
国
各
地
に
広
ま
っ
て
い
く
が
、
維
新

後
は
藩
の
後
ろ
盾
を
失
う
。
加
え
て
大

正
時
代
、
湯
浅
の
醬
油
醸
造
家
は
他
県

の
大
手
メ
ー
カ
ー
と
の
競
争
か
ら
淘
汰

が
進
み
、
ま
た
戦
後
の
物
資
不
足
に
よ

り
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

今
や
、
湯
浅
の
醸
造
家
は
わ
ず
か

四
軒
を
数
え
る
だ
け
。
そ
の
ひ
と
つ
、

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
創
業
の

「
角

か
ど
ち
ょ
う長」
を
継
い
だ
六
代
目
、
代
表
取
締

役
社
長
の
加
納
誠
氏
は
、
湯
浅
は
水
に

加
え
て
醬
油
造
り
に
適
し
た
風
土
に
も

恵
ま
れ
て
い
た
と
話
す
。

　
「
醬
油
は
、
い
ろ
い
ろ
な
微
生
物
が
せ

め
ぎ
合
い
を
し
て
、
自
分
の
命
を
守
り

な
が
ら
造
り
出
す
も
の
で
す
。
そ
の
作

用
を
発
酵
と
い
い
ま
す
。
雨
が
多
い
湯

浅
は
、
菌
が
好
む
湿
度
の
高
い
梅
雨
の

時
期
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
寒
暖
の
差

が
激
し
い
。
自
然
醸
成
は
、
暑
い
夏
を

越
さ
な
い
と
絶
対
に
で
き
な
い
ん
で
す
」

　

木
桶
で
仕
込
み
、
自
然
の
力
に
委
ね

て
一
年
半
か
け
て
発
酵
、
熟
成
さ
せ
た

「
角
長
」
の
醬
油
は
実
に
ま
ろ
や
か
。
旨

味
が
あ
り
つ
つ
も
主
張
し
す
ぎ
ず
、
さ

り
げ
な
く
食
材
を
引
き
立
て
る
奥
ゆ
か

し
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

そ
の
旨
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
加

納
氏
は
「
角
長
」
が
今
に
継
が
れ
て
き

た
理
由
を
こ
う
振
り
返
る
。

　
「
う
ち
は
、
醬
油
醸
造
業
し
か
や
っ
て

こ
な
か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や

る
な
と
い
う
の
が
家
訓
で
す
。
い
い
と

き
も
悪
い
と
き
も
、
ず
っ
と
家
業
一
本

で
や
れ
と
。
で
す
か
ら
代
々
、
醬
油
だ

け
一
徹
に
造
っ
て
き
た
ん
で
す
よ
」　

　

昔
な
が
ら
の
製
法
に
加
え
、
加
納
氏

は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
創
業
以

来
の
仕
込
蔵
を
も
守
り
続
け
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
建
物
の
隅
々
に
ま
で
発

酵
に
必
要
な
「
蔵
つ
き
酵
母
」
が
息
づ

い
て
い
る
か
ら
だ
。
実
際
、
か
つ
て
屋

根
の
修
理
の
た
め
に
野の

じ地
板い

た
を
替
え
た

と
こ
ろ
、
味
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
が
興
味
深
い
。

や
わ
ら
か
な
活
動
の
な
か
で 

守
ら
れ
る
古
い
町
並
み

　

そ
の
「
太
田
久
助
吟
製
」、「
角
長
」

が
建
つ
の
は
、か
つ
て
湯
浅
の
町
の
メ
ー

ン
ス
ト
リ
ー
ト
だ
っ
た
北
町
通
り
だ
。

一
帯
に
は
歳
月
を
経
た
建
物
が
並
び
、

二
○
○
六
年
に
は
、
全
国
で
初
の
醬
油

醸
造
の
町
と
し
て
国
の
重
要
伝
統
的
建

造
物
群
保
存
地
区
（
略
し
て
「
伝
建
地

区
」）
に
指
定
さ
れ
た
。
現
在
は
東
西
約

四
○
○
メ
ー
ト
ル
、南
北
約
二
八
○
メ
ー

「角長」6代目の加納誠氏（中央）とその思いを継ぐ長男の加納恒儀氏 ( 右 )、
加納氏の長女との結婚を機に東京から湯浅に移り住み、醬油造りを一から学ん
だという岡部隼人氏 ( 左 )。

上／「伝建地区」散策の際の要となる北町通り。下／いたると
ころで写真のような細い路地「小路小路」が見られるのが、湯
浅の古い町並みの特徴のひとつ。

上／写真の蔵へと続く店舗に加
え、「角長」では醬油造りの歴史
をたどる「醬油資料館」を運営。
右／大豆を蒸す釜は、手間はか
かるがやさしく火が入るため薪
で焚く。



12NICHIGIN 2015 NO.44

ト
ル
の
エ
リ
ア
に
約
一
八
○
棟
の
伝
統

的
な
建
物
が
並
び
、
四
○
○
人
ほ
ど
が

暮
ら
し
て
い
る
。

　

白
壁
の
土
蔵
や
格
子
戸
が
続
く
町
は

き
っ
ち
り
と
し
た
碁
盤
目
状
で
は
な
く
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
「
小し

ょ
う
じ
こ
う
じ

路
小
路
」
と
呼

ば
れ
る
細
い
路
地
が
潜
む
。
好
奇
心
に

か
ら
れ
て
足
を
踏
み
入
れ
れ
ば
思
わ
ぬ

発
見
も
あ
り
、
探
検
さ
な
が
ら
に
散
策

を
楽
し
め
る
。

　

そ
の
古
い
町
並
み
を
守
る
「
湯
浅
伝

建
地
区
保
存
協
議
会
」
の
木
下
智
之
会

長
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
建
物
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
に
は
国
、
県
、
町
か
ら
補
助
が

あ
り
、
合
わ
せ
て
年
間
四
○
○
○
万
円

の
予
算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
屋
根
や
壁
、
梁は

り

と
い
っ
た
外
観
と
構

造
体
が
対
象
で
、
修
復
に
は
八
割
の
費

用
が
出
る
ん
で
す
。
八
割
と
い
う
数
字

は
全
国
的
に
見
て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
上
限
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
ほ

と
ん
ど
。
湯
浅
で
は
そ
れ
を
取
り
払
っ

た
ん
で
す
」

　

と
は
い
え
、
資
金
は
無
尽
蔵
に
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
小
規
模
な
自
治
体
ゆ

え
、
町
の
サ
ポ
ー
ト
に
も
限
界
が
あ
り
、

保
存
に
困
難
は
生
じ
て
い
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
そ
う
問
い
か
け
る
と
、
木
下
氏

は
大
ら
か
な
笑
顔
を
見
せ
た
。

　
「
一
旦
工
事
を
途
中
で
や
め
て
ま
た
再

開
す
る
と
な
る
と
、
余
計
な
費
用
が
か

か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
年
度
で

対
応
で
き
な
い
修
復
案
件
は
、
次
の
年

度
に
ま
わ
す
ん
で
す
」

　

一
度
に
す
べ
て
に
手
を
つ
け
る
の
で

は
な
く
、
必
要
な
と
こ
ろ
か
ら
順
繰
り
、

年
月
を
か
け
て
確
実
に
工
事
を
こ
な
し

て
い
く
流
れ
だ
。　

　

町
づ
く
り
の
活
動
の
拠
点
は
、
嘉
永

年
間
（
一
八
四
八
〜
五
三
）
以
前
に
開

業
し
、
三
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
江
戸
時

代
の
風
呂
が
そ
の
ま
ま
地
域
の
人
々
の

拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
「
甚じ

ん
風ぶ

ろ呂
」。
番

台
や
浴
槽
な
ど
が
往
時
の
姿
の
ま
ま
残

る
上
、
懐
か
し
さ
を
覚
え
る
調
度
品
が

展
示
さ
れ
た
資
料
館
に
も
な
っ
て
い
る
。

展
示
品
の
修
理
を
は
じ
め
、
町
内
の
観

光
関
連
施
設
の
運
営
は
木
下
氏
ら
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
担
う
。

　
「
皆
さ
ん
か
ら
は
よ
く
、
す
ご
い
こ
と

を
や
っ
て
い
る
ね
な
ど
と
も
言
わ
れ
る

の
で
す
が
、
僕
ら
は
単
純
に
、
何
か
お

も
し
ろ
い
こ
と
は
な
い
か
な
と
思
っ
て

い
る
だ
け
。
使
命
感
だ
け
で
は
続
か
な

い
し
、
楽
し
く
な
い
。
緩
く
て
い
い
と

思
う
ん
で
す
よ
。
大
上
段
に
構
え
る
の

で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
楽
し
ん
で
取

り
組
ん
だ
ほ
う
が
い
い
」

　

条
例
に
よ
り
増
築
な
ど
が
自
由
に
で

き
な
い
た
め
、
当
初
、
保
存
地
区
の
指

定
に
は
反
対
の
声
も
聞
か
れ
た
と
い
う

が
、
町
が
変
わ
る
に
つ
れ
、
住
民
の
意

識
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
「
住
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て
は
あ
り

き
た
り
の
風
景
で
は
あ
っ
て
も
、
他
所

か
ら
訪
れ
た
人
が
こ
の
街
に
価
値
を
見

い
だ
し
、
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ

う
す
る
と
、
だ
ん
だ
ん
プ
ラ
イ
ド
が
生

ま
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
伝
建
と
い
う

の
は
一
〇
〇
年
ス
パ
ン
の
考
え
方
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
少
し
ず
つ
変
わ
る
う

ち
に
、
こ
こ
で
育
つ
子
ど
も
た
ち
が
自

分
の
町
に
誇
り
を
持
っ
て
く
れ
る
と
い

い
で
す
ね
」

　

木
下
氏
の
話
を
伺
い
な
が
ら
、
金
山

寺
味
噌
の
太
田
氏
の
言
葉
を
思
い
出
す
。

　
「
慌
て
る
な
、
ゆ
っ
く
り
せ
い
」

　

発
酵
に
培
わ
れ
て
き
た
人
々
の
気
質

が
、
町
づ
く
り
に
も
表
れ
て
い
て
、
感

慨
深
い
思
い
に
か
ら
れ
た
。

湯浅伝建地区保存協議会会長の木下智之氏
は、もとは醬油蔵だった建物に暮らす。平
日はビジネスマンとして、週末は「伝建地
区」のボランティアの一員として働く。

路地奥に位置する「甚風呂」。往時は漁を終えた漁師
が一度に訪れるのが習わし。右側、効率のいい立ち湯
が設けられたのは、混雑を緩和させるための策だった。
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長
期
展
望
の
も
と
に 

行
わ
れ
る
町
づ
く
り

　

現
在
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
は
、「
太
田
久
助
吟
製
」
や
「
角
長
」、

「
甚
風
呂
」
を
巡
る
観
光
客
が
訪
れ
る
場

所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
数
は
年
々
増

え
、
一
五
年
ほ
ど
前
は
三
〇
万
人
だ
っ

た
の
が
、
今
や
五
〇
万
人
も
目
前
だ
。

そ
の
現
状
と
課
題
を
、
湯
浅
町
商
工
会

事
務
局
長
谷た

に
な
か中

敬
治
氏
に
お
聞
き
し
た
。

　

湯
浅
町
の
商
工
会
は
二
○
○
六
年
に

Ｔ
Ｍ
Ｏ（
タ
ウ
ン・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト・オ
ー

ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
の
構
想
推
進
事
業

者
と
し
て
湯
浅
町
か
ら
認
定
さ
れ
て
以

降
、
法
制
度
が
変
わ
っ
た
後
も
町
づ
く

り
を
担
っ
て
き
た
。

　
「
町
に
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
そ
う
と

い
う
こ
と
で
、
最
初
に
立
て
た
目
標
が
、

入い
り

込こ
み

客
数
五
〇
万
人
で
し
た
。
数
字
は

ほ
ぼ
ク
リ
ア
し
た
も
の
の
、
実
は
こ
こ

数
年
、
に
ぎ
わ
い
と
い
う
面
で
は
足
踏

み
状
態
が
続
い
て
い
る
ん
で
す
」

　

五
〇
万
人
と
い
う
数
字
は
、
観
光
客

を
相
手
と
す
る
事
業
者
が
新
規
創
業
で

き
る
閾し

き
い
ち値

と
言
わ
れ
て
い
た
値
だ
っ
た

が
、
事
業
者
数
は
逆
に
減
っ
て
い
る
の

が
現
状
だ
。

　
「
一
九
八
三
年
に
こ
の
商
工
会
に
赴
任

し
た
当
時
、
人
口
は
一
万
七
〇
〇
〇
人
、

一
二
〇
〇
の
事
業
所
が
あ
り
ま
し
た
。

湯
浅
へ
行
け
ば
何
で
も
そ
ろ
う
と
い
う

く
ら
い
栄
え
て
い
た
の
で
す
が
、
人
口

は
減
り
、
事
業
所
数
は
八
〇
〇
を
切
っ

て
い
ま
す
」

　

今
年
に
な
り
、
単
に
観
光
客
を
増
や

す
の
で
は
な
く
、
滞
在
性
、
滞
留
性
を

高
め
る
方
向
へ
と
新
た
な
舵
を
切
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
釣
り
堀
な
ど
も
備
え

た
海
の
駅
の
建
設
。
リ
ア
ス
式
海
岸
の

湯
浅
湾
は
年
間
を
通
じ
て
豊
か
な
漁
場

で
あ
り
、
以
前
は
大
阪
か
ら
の
釣
り
客

が
多
く
訪
れ
、
釣
り
宿
も
に
ぎ
わ
っ
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
速
道
路
が

南
進
し
た
た
め
、
通
過
点
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
い
わ
ば
、
往
時
の
人
の
流
れ

を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
も
の
だ
。
さ
ら

に
は
、
駅
周
辺
の
活
性
化
も
再
検
討
さ

れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
一
七
年
の
間
、
町
づ
く
り
の
姿

勢
は
全
く
ぶ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
町
づ
く

り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り
と
歳
月
と
事
業
の
積
み
重
ね
で

す
。
長
期
に
わ
た
り
行
政
か
ら
任
せ
て

い
た
だ
け
て
い
る
の
は
、
あ
り
が
た
い

で
す
ね
」

　

緩
や
か
な
時
の
流
れ
の
な
か
、
町
は

少
し
ず
つ
歩
み
を
進
め
る
が
、
見
逃
せ

な
い
大
き
な
問
題
が
世
代
交
代
だ
。
今

は
、
湯
浅
を
出
て
行
っ
た
若
い
世
代
の

多
く
が
戻
っ
て
こ
な
い
。
そ
う
話
す
の

は
、「
太
田
久
助
吟
製
」、「
角
長
」
が
並

ぶ
北
町
通
り
で
九
年
前
か
ら
喫
茶「
い
っ

ぷ
く
」
を
営
む
都つ

築づ
き

義
敬
氏
だ
。
三
九

歳
に
な
る
都
築
氏
は
、
一
帯
で
は
も
っ

湯浅町商工会事務局長として、町づくり
の活性化に努めてきた谷中敬治氏。商家
が多かったせいか、湯浅には主体性をもっ
て動く自主独立の気風もあるという。

「
伝
建
地
区
」
の
カ
フ
ェ
「
い
っ
ぷ
く
」
と
、
主
人
の

都
築
義
敬
氏
。
メ
ニ
ュ
ー
に
は
近
隣
の
鮮
魚
店
で
購

入
し
た
焼
き
魚
等
を
持
ち
込
め
る
ご
飯
の
セ
ッ
ト
が

あ
り
、
町
散
策
の
楽
し
み
が
増
す
。

湯浅町地域の底力



湯浅町長の上山章善氏は、2008年の就
任以来2期目。湯浅湾は津波を呼び込
むつくりになっており、今年5月には
その対策として司令塔である町役場を
高台に移した。
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と
も
若
い
経
営
者
。「
い
っ
ぷ
く
」
は
伝

建
地
区
唯
一
の
カ
フ
ェ
だ
。

　
「
僕
が
店
を
始
め
る
と
き
に
、
こ
の
通

り
で
の
新
規
開
業
は
約
四
〇
年
ぶ
り
だ

と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
自
分

の
後
を
誰
か
が
追
い
か
け
て
く
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
動
き
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
」

　

そ
の
一
番
の
障
壁
は
、
不
動
産
。
都

築
氏
が
店
を
構
え
た
の
は
、
実
家
の
向

か
い
に
あ
た
る
建
物
だ
っ
た
。
昔
か
ら

の
近
所
づ
き
あ
い
が
あ
っ
た
た
め
、
賃

借
の
交
渉
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
も
の

の
、
外
部
の
人
に
と
っ
て
は
難
し
い
状

況
だ
と
い
う
。

　
「
持
ち
家
が
ほ
と
ん
ど
で
、
不
動
産
業

が
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
い
た
め
、
家

主
さ
ん
と
顔
見
知
り
で
は
な
い
限
り
、

ま
ず
借
り
ら
れ
な
い
ん
で
す
」

　

そ
ん
な
状
況
に
風
穴
を
開
け
る
き
っ

か
け
に
な
り
そ
う
な
の
が
、
町
が
中
心

と
な
っ
て
立
ち
上
げ
た
空
き
家
バ
ン
ク

だ
。
湯
浅
町
長
の
上う

え
や
ま山

章あ
き
よ
し善

氏
が
そ
の

背
景
を
語
っ
て
く
れ
た
。

　
「
空
き
家
を
登
録
し
て
も
ら
い
、
そ
れ

を
使
っ
て
何
か
や
り
た
い
と
の
思
い
を

持
つ
若
い
人
に
で
き
る
だ
け
移
り
住
ん

で
も
ら
お
う
と
、
町
、
宅
建
協
会
、
町

内
の
民
間
団
体
が
手
を
組
み
ま
し
た
」

　

行
政
サ
イ
ド
が
田
舎
暮
ら
し
と
空
き

家
バ
ン
ク
を
組
み
合
わ
せ
た
対
策
に
取

り
組
む
の
は
、
和
歌
山
県
内
で
は
初
の

こ
と
だ
。

　
「
同
時
に
、
こ
の
湯
浅
と
い
う
町
の
名

前
を
も
っ
と
売
っ
て
い
か
な
い
と
い
け

な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」

町
の
歴
史
を 

子
ど
も
た
ち
の
心
に
刻
む

　

醬
油
発
祥
の
地
と
し
て
の
湯
浅
の
名

を
知
ら
し
め
よ
う
と
、
上
山
氏
は
国
内

外
を
積
極
的
に
歩
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

湯
浅
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
一
朝
一
夕
で

は
生
ま
れ
な
い
宝
が
あ
る
。
実
は
、
熊

野
古
道
が
市
街
地
を
通
る
唯
一
の
町
な

の
だ
。

　

平
安
時
代
の
後
期
に
端
を
発
す
る
熊

野
詣も
う
でに
よ
り
、
町
は
宿
場
町
と
し
て
栄

え
た
。
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
藤
原

定
家
が
記
し
た
『
後
鳥
羽
上
皇
熊
野
御

幸
記
』
に
も
、
湯
浅
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
同
様
に
紀
伊
水
道
の
海
路
の
拠

点
と
も
な
り
、
商
業
都
市
と
し
て
発
展
。

紀
州
藩
内
で
は
か
つ
て
、
和
歌
山
城
下

に
次
ぐ
人
口
だ
っ
た
と
い
う
。

　

京
都
と
の
縁
も
深
い
。

　
「
熊
野
古
道
は
宮
家
の
方
々
も
歩
か
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
先せ

ん
だ
つ達
、
案
内
人
を
務

め
た
の
が
京
都
の
聖
護
院
の
山
伏
だ
っ

た
そ
う
な
ん
で
す
」

　

山
伏
た
ち
が
吉
野
か
ら
熊
野
へ
と
抜

け
る
修
行
を
す
る
際
、
湯
浅
に
立
ち
寄

り
護
摩
を
た
い
て
い
た
と
い
う
記
録
も
、

聖
護
院
に
は
残
る
。

　

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
醍
醐
寺
の

金
堂
も
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
湯

浅
か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
だ
。

　
「
そ
の
ご
縁
で
醍
醐
寺
の
門
主
に
お
会

い
し
て
記
録
を
確
認
し
、
移
築
の
日
と

し
て
記
さ
れ
た
五
月
三
日
を
、
町
の
記

念
日
と
す
る
条
例
を
制
定
し
た
ん
で
す
」

　

高
山
寺
を
復
興
さ
せ
た
明

み
ょ
う

恵え

上し
ょ
う
に
ん

人
、

杉
田
玄
白
に
よ
る
「
解
体
新
書
」
を
出

版
し
た
須
原
屋
市
兵
衛
ら
、
湯
浅
か
ら

世
に
出
て
名
を
成
し
た
人
は
少
な
く
な

い
。
あ
の
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
も
ま
た
、

こ
の
湯
浅
の
出
身
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
湯
浅
は
と
に
か
く
歴
史
が
古
く
、
逸

話
に
も
事
欠
か
な
い
の
で
す
が
、
な
に

ぶ
ん
文
献
が
散
逸
し
て
い
る
た
め
、
今

か
つ
て
都
の
殿
上
人
も
歩
い
た
、
湯
浅
の
街
中
を
通
る
熊
野

古
道
。
左
の
写
真
の
道
標
に
刻
ま
れ
た
「
す
ぐ
」
と
い
う
文

字
は
、
ま
っ
す
ぐ
を
意
味
し
て
い
る
。
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1 年前に上山氏が紀の川市の粉河寺から枝を持ち
帰ったなかで根付いた唯一の「湯浅桜」は、新し
い町役場の一角で大切に育てられている。

湯浅町地域の底力

右／リアス式海岸の湯浅湾は、美しい眺めとともに、豊富な海の幸を町の人にもたらしてきた。一帯は良好な釣り
場としても知られる。左／「角長」の裏から湯浅湾へと続く大山堀。紀州藩の「キ」の字を帆に掲げた「醬油船」が、
かつてはこの堀を行き来していた。

は
精
力
的
に
調
査
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
」

　

古
の
頃
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
歴
史
の

象
徴
と
し
て
上
山
氏
の
胸
を
よ
ぎ
っ
た

の
は
、
紀
の
川
市
に
あ
る
、
創
建
宝ほ

う

亀き

元
年
（
七
七
○
）
の
粉こ

河か
わ
で
ら寺に

咲
く
「
湯

浅
桜
」
と
呼
ば
れ
る
桜
だ
。

　

湯
浅
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、
平
安

時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
紀
北
地

方
を
治
め
た
武
将
湯
浅
宗
重
に
た
ど
り

着
く
。
そ
の
父
、
藤
原
宗
永
が
、「
桜
を

粉
河
寺
へ
寄
贈
し
な
さ
い
」
と
観
音
様

に
告
げ
ら
れ
た
夢
を
見
た
と
い
う
。
粉

河
寺
の
「
湯
浅
桜
」
は
、
そ
の
宗
永
が

植
え
た
と
の
逸
話
が
あ
る
。

　
「
湯
浅
の
住
民
も
そ
の
存
在
は
知
っ
て

い
ま
し
た
が
、
特
に
意
識
す
る
こ
と
も

な
く
こ
れ
ま
で
過
ご
し
て
き
た
わ
け
で

す
。
そ
こ
で
、
歴
史
あ
る
湯
浅
の
象
徴

と
し
て
、
こ
の
桜
を
里
帰
り
さ
せ
て
く

れ
な
い
か
と
管
主
に
お
願
い
し
ま
し
た
」

　

二
○
一
四
年
に
分
け
ら
れ
た
数
本
の

枝
を
挿
し
木
し
た
と
こ
ろ
、
一
本
だ
け

根
付
い
た
と
、
上
山
氏
は
顔
を
ほ
こ
ろ

ば
せ
る
。

　
「
歴
史
を
手た

ぐ繰
っ
て
い
く
こ
と
で
、
子

ど
も
た
ち
に
町
を
誇
り
に
思
っ
て
も
ら

い
た
い
。
そ
れ
が
湯
浅
を
大
事
に
す
る

思
い
や
町
の
発
展
に
つ
な
が
る
。
過
去

の
遺
産
を
未
来
へ
と
継
ぐ
た
め
に
、
そ

う
い
う
糸
を
紡
ぐ
必
要
が
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
」

　

教
育
委
員
会
に
も
働
き
か
け
、
そ
の

活
動
は
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
小
学
校
の
京
都
へ
の
修
学
旅

行
の
際
、
必
ず
聖
護
院
に
泊
ま
る
の
も

そ
の
ひ
と
つ
だ
。

　

上
山
氏
が
湯
浅
の
人
々
に
つ
い
て

語
っ
た
言
葉
も
印
象
深
い
。

　
「
湯
浅
の
人
は
親
切
だ
と
、
よ
く
言
わ

れ
る
」

　

湯
浅
は
、
人
が
い
い
。
こ
の
町
を
歩

く
な
か
で
、
幾
度
と
な
く
聞
い
た
言
葉

だ
。
地
元
の
人
に
道
を
尋
ね
た
際
、
そ

の
場
所
ま
で
案
内
し
て
く
れ
る
の
は
、

こ
こ
で
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な

い
と
い
う
。

　

黒
潮
が
流
れ
る
海
域
に
面
し
た
温
暖

な
気
候
は
、
日
々
の
生
活
に
豊
富
な
海

の
幸
を
も
た
ら
し
、
醬
油
や
金
山
寺
味

噌
の
発
酵
を
促
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
時
間
の
な
か
、
人

の
心
を
も
大
ら
か
に
育
ん
で
き
た
に
違

い
な
い
。
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
時
代

の
、
旅
人
を
も
て
な
す
思
い
も
き
っ
と
、

根
付
い
て
い
る
。

　

何
百
年
も
の
歴
史
の
な
か
で
培
わ
れ

て
き
た
気
質
。
旅
人
の
気
持
ち
を
和
ま

せ
る
人
の
や
さ
し
さ
。
そ
れ
こ
そ
が
、

湯
浅
の
か
け
が
え
の
な
い
宝
で
あ
ろ
う
。

里
帰
り
し
た
「
湯
浅
桜
」
が
い
つ
か
薄

紅
の
花
で
彩
ら
れ
る
頃
、
こ
の
町
を
再

び
訪
れ
て
み
た
い
。
そ
ん
な
気
持
ち
が

こ
み
あ
げ
て
き
た
。




