
祝！湯浅町が国から

「日本遺産」
の認定を受けました !!

４月２８日、文化庁が、「日本遺産」に認
定された1７件を発表。本町が申請してい
た「『最初の一滴』醤油醸造の発祥の地 
紀州湯浅」が選ばれました。
「日本遺産」とは、文部科学省が平成27年度に創設した国の新しい制度
です。日本の伝統や文化を世界にＰＲする「クールジャパン」戦略の一
環で、国内の文化財を共通の特徴ごとにまとめて認定し、国内外に広く
発信することで、観光振興などにつなげることが目的とされています。
文化庁には、全国各地から79件の申請があり、文化財や観光の有識者会
議を経て、今年度17件が認定されました。

今
回
の
認
定
に
あ
っ
て
は
、本
町
以
外
に
も
、「
絶
景
の
宝
庫 

和
歌
の
浦
」（
和
歌

山
市
・
海
南
市
）が
認
め
ら
れ
、県
内
の
日
本
遺
産
は
、昨
年
度
の「
鯨
と
と
も
に
生
き

る
」（
新
宮
市
・
那
智
勝
浦
町
・
太
地
町
・
串
本
町
）と
あ
わ
せ
て
３
件
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
遺
産
認
定
を
機
に
、積
極
的
な
情
報
発
信
や
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
、認
知
度

の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
地
域
の
歴
史
的
魅
力
や
特
色
、ス
ト
ー
リ
ー
を
体
感
で

き
る
仕
掛
け
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

醤
油
の
起
源
は
、遥
か
中
世
の

時
代
、中
国
に
渡
り
修
行
を
積
ん

だ
禅
僧
が
伝
え
た
特
別
な
味
噌
に

始
ま
る
。こ
の
味
噌
の
桶
に
溜
ま
っ

た
汁
に
紀
州
湯
浅
の
人
々
が
工
夫

を
重
ね
、生
ま
れ
た
の
が
現
在
の
醤

油
で
あ
る
と
い
う
。

醤
油
の
醸
造
業
で
栄
え
た
町
並

み
に
は
、重
厚
な
瓦
葺
の
屋
根
と

繊
細
な
格こ

う

子し

が
印
象
的
な
町
家

や
、白
壁
の
土
蔵
が
建
ち
並
ぶ
。通

り
や
小し

ょ
う

路じ

を
歩
け
ば
、老
舗
醸
造

家
か
ら
漂
っ
て
く
る
醤
油
の
芳
香

が
鼻
を
く
す
ぐ
り
、醤
油
造
り
の

歴
史
と
伝
統
が
、形
、香
り
、味
わ

い
と
な
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
の
中
に

生
き
続
け
て
い
る
。

「
最
初
の
一
滴
」醤
油
醸
造
の
発
祥
の

地 

紀
州
湯
浅

日
本
人
の
味
覚
に
染
み
わ
た
る
繊

細
で
深
い
味
わ
い
と
芳か

ぐ
わ

し
い
香
り
を

持
つ
醤
油
。紀
伊
半
島
西
岸
、紀
州
湯

浅
の
地
で
、産
業
と
し
て
の
醤
油
造
り

が
産
声
を
上
げ
た
。仕
込
桶
の
中
で

醸
成
さ
れ
、零
れ
落
ち
た
最
初
の一滴

は
、や
が
て
水み

な

も面
に
広
が
る
波
紋
の
よ

う
に
日
本
中
に
広
ま
り
愛
用
さ
れ
、

私
た
ち
日
本
人
の
豊
か
な
食
文
化

の
根
幹
を
担
い
、今こ

ん

日に
ち

で
は『
醤
油
＝

S

ソ

イ

oy s

ソ

ー

ス

auce

』は
、世
界
の
人
々
に
和

食
の
文
化
と
共
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

■
湯
浅
醤
油
の
始
ま
り
と
広
ま
り

醤
油
造
り
の
始
ま
り
は
、遥
か
中

世
の
時
代
に
ま
で
遡
る
。鎌
倉
時
代

の
禅
僧
覚か

く

心し
ん（

法ほ
っ

燈と
う

国
師
）が
建
長

元
年（
１
２
４
９
）に
宋
に
渡
り
、径き

ん

山ざ
ん

│
│
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
要
│
│

日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た

ス
ト
ー
リ
ー
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金山寺味噌

湯浅図屏風（拡大）

寺じ

（
現
在
の
中
国
浙せ

っ

江こ
う

省し
ょ
う

に
あ
る
径き

ん

山ざ
ん

興こ
う

聖し
ょ
う

萬ま
ん

壽じ
ゅ

禅ぜ
ん

寺じ

）な
ど
で
の
修
行

の
傍
ら
、径
山
寺
味
噌
の
製
法
を
習

得
し
建
長
6
年（
１
２
５
４
）に
帰
国

す
る
。径
山
寺
味
噌
と
は
夏
野
菜
を

漬
け
込
ん
で
作
る
嘗な

め

味
噌
の一
種
で
、

今
日
あ
る
金き

ん

山ざ
ん

寺じ

味
噌
の
祖
で
あ

る
。覚
心
は
こ
の
製
法
を
人
々
に
伝

授
し
、湯
浅
で
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。味
噌
を
造
る
過
程
で
、野

菜
か
ら
水
分
が
染
み
出
し
桶
に
溜
ま

る
。そ
れ
ま
で
は
捨
て
て
し
ま
っ
て
い

た
が
、あ
る
と
き
、そ
の一ひ

と

滴し
ず
く

を
掬
っ
て

な
め
て
み
る
と
何
と
も
い
え
な
い
芳

醇
な
味
が
す
る
。こ
の
旨
味
に
満
ち

た
汁
で
魚
や
野
菜
を
食
べ
れ
ば
、き
っ

と
美
味
し
い
に
違
い
な
い
と
考
え
た

湯
浅
の
人
々
は
、こ
の
汁
を
も
っ
と
作

ろ
う
と
工
夫
を
重
ね
た
。こ
う
し
て

現
在
の
醤
油
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

商
業
と
し
て
は
、
天て

ん

文ぶ
ん

4
年

（
１
５
３
５
）に
醸
造
家
の
赤あ

か

桐ぎ
り

三さ
ぶ

郎ろ
う

四し

郎ろ
う

が
、１
０
０
石
余
り
の
醤
油

を
漁
船
に
積
ん
で
大
坂
に
出
荷
し
て

い
る
。こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
他
の

醸
造
家
も
競
っ
て
他
国
に
積
み
出
す

よ
う
に
な
り
、少
な
く
と
も
こ
の
以

前
か
ら
湯
浅
で
醤
油
が
盛
ん
に
造
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、豊

臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
に
兵
糧
米

を
献
上
し
た
赤あ

か

桐ぎ
り

家
が
、そ
の
恩
賞

と
し
て
天
正
19
年（
１
５
９
１
）に
秀

吉
よ
り
、大
船
一
艘
を
建
造
し
代
々

所
有
す
る
こ
と
を
差
し
許
さ
れ
、こ

れ
を
醤
油
輸
送
用
に
充
て
て
い
る
。

近
世
に
入
る
と
、湯
浅
で
生
み
出
さ

れ
た
醤
油
は
、大
海
原
を
船
で
揺
ら

れ
な
が
ら
房
総
を
は
じ
め
全
国
へ
と

広
ま
っ
て
い
っ
た
。湯
浅
の
醤
油
醸
造

業
は
紀
州
藩
の
特
別
の
保
護
の
下
で

繁
栄
を
続
け
、享
保
年
間（
１
７
１
６

〜
３
５
）に
は
製
造
技
術
も
大
い
に

進
み
、藩
外
へ
の
販
売
網
が
拡
張

さ
れ
た
。文
化
年
間（
１
８
０
４
〜

１
８
）に
は
醤
油
醸
造
業
者
は
92
軒

を
数
え
た
と
い
う
。明
治
初
期
に
湯

浅
の
町
並
み
と
浜
の
様
子
を
描
い
た

「
湯
浅
図
屏
風
」に
は
、た
く
さ
ん
の

醤
油
樽
を
大
八
車
に
載
せ
て
浜
ま
で

運
び
、そ
こ
か
ら
小
船
で
沖
に
停
泊

し
て
い
る
帆
船
に
積
み
込
む
活
気
に

溢
れ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

■
醤
油
の
香
り
漂
う
町

古
く
か
ら
港
町
と
し
て
栄
え
、

陸
路
で
も
熊
野
参
詣
や
西
国
巡
礼

の
旅
人
や
、大
勢
の
商
人
た
ち
の
往

祝！
湯浅町「日本遺産」認定

松野文部科学大臣（左）から認定証を受け取る上山町長（右）

日本遺産認定を祝い、くす玉を割る子どもたち
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来
で
賑
わ
っ
た
湯
浅
に
は
多
く
の
物

資
と
人
々
が
集
ま
り
、町
場
が
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
。湯
浅
の
町
並
み
は
、

『
通
り
』と
呼
ば
れ
る
比
較
的
広
い

道
路
と
、『
小し

ょ
う

路じ

』と
呼
ば
れ
る
迷
路

の
よ
う
に
入
り
組
ん
だ
狭
い
路
地
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
。醤
油
の
醸
造

業
で
発
展
し
た
町
並
み
に
は
、醸
造

業
に
関
連
す
る
町
家
や
土
蔵
が
建

ち
並
び
、老
舗
の
醤
油
醸
造
家
か
ら

漂
う
醤
油
の
香
り
が
鼻
を
く
す
ぐ

る
。建
物
は
華
美
な
装
飾
を
好
ま
ず

質
実
剛
健
で
機
能
的
な
造
り
を
信

条
と
し
て
い
る
。町
家
の
外
観
は
、屋

根
は
寺
院
で
よ
く
使
わ
れ
る
丸
い
瓦

の
重
厚
な
本ほ

ん

瓦が
わ
ら

葺ぶ

き
で
、庇ひ

さ
し

の
先
に

は
幕ま

く

板い
た

と
呼
ば
れ
る
雨
除
け
の
板

が
下
げ
ら
れ
る
。こ
れ
ら
は
台
風
や

雨
の
多
い
地
域
性
に
よ
る
特
徴
で
あ

る
。醤
油
造
り
に
は
諸も

ろ

味み

か
ら
搾
り

出
し
た
生き

醤じ
ょ
う

油ゆ

を
釜
で
煮
る『
火
入

れ
』の
作
業
な
ど
が
あ
り
、火
災
を

恐
れ
て
建
物
の
2
階
は
壁
や
窓
を

漆
喰
で
塗
り
固
め
、虫む

し

籠こ

窓ま
ど

や
袖そ

で

壁か
べ

と
い
っ
た
防
火
構
造
の
意
匠
が
見
ら

れ
る
。1
階
の
部
屋
の
窓
に
は
木
製

の
格
子
が
使
わ
れ
て
い
る
。古
い
商

家
の
ミ
セ
と
呼
ば
れ
る
商
売
で
使
う

部
屋
の
表
に
は
、窓
の
下
半
分
ま
で

で
取
り
外
し
の
で
き
る
手
摺
状
の
格

子
、そ
の
上
手
に
あ
る
居
住
用
の
部

屋
に
は
、目
隠
し
と
採
光
の
機
能
を

併
せ
持
つ
切き

り

子こ

格ご
う

子し

が
付
く
。大
正

時
代
以
降
に
な
る
と
、長
大
で
繊
細

な
出で

格ご
う

子し

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。内
部
は
、玄
関
か
ら
建
物
の
中

に
入
り
、ト
オ
リ
ニ
ワ
と
呼
ば
れ
る

土
間
を
通
っ
て
奥
に
進
ん
だ
ダ
イ
ド

コ
ロ
で
は
、居
室
と
土
間
境
に
建
具

を
設
け
ず
、吹
き
抜
け
の
大
き
な
空

間
が
現
れ
る
。温
暖
多
雨
な
気
候
の

湯
浅
で
醤
油
醸
造
を
営
む
人
々
の

暮
ら
し
ぶ
り
が
、こ
の
よ
う
に
建
物

の
特
徴
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、実
際
に
醤
油
造
り
を

行
う
建
物
に
は
、醤
油
醸
造
家
な

ら
で
は
の
特
徴
が
あ
る
。天
保
12
年

（
１
８
４
１
）、北
町
通
り
に
店
を
構

え
た『
角か

ど

長ち
ょ
う

』は
、創
業
当
時
の
建
物

や
古
い
道
具
類
を
使
用
し
な
が
ら

伝
統
的
な
製
法
を
今
に
伝
え
る
数

少
な
い
老
舗
で
あ
る
。角
長
の
仕
込

蔵
の
天
井
や
梁
に
は『
蔵く

ら

酵こ
う

母ぼ

』と

呼
ば
れ
る
酵
母
菌
が
付
着
し
て
お

り
、こ
の
蔵
酵
母
が
仕
込
桶
に
降
り

注
ぐ
こ
と
に
よ
り
醤
油
の
風
味
が
醸

本瓦葺きの屋根と虫籠窓、幕板、
手摺状の格子などが特徴的な町家

トオリニワとダイドコロの吹抜け小路の町並み

大仙堀蔵酵母が棲む仕込蔵

町
家
の
間
取
り
の
例
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成
さ
れ
る
。長
い
年
月
を
か
け
て
命

を
繋
い
で
き
た
蔵
酵
母
と
、職
人
た

ち
が
受
け
継
い
で
き
た
技
術
に
よ
っ

て
、伝
統
の
味
を
今
に
伝
え
て
い
る

の
で
あ
る
。ま
た
、角
長
の
敷
地
の
背

後
に
は
、か
つ
て
醤
油
が
積
み
出
さ

れ
た『
大だ

い

仙せ
ん

堀ぼ
り

』が
今
も
当
時
の
面

影
を
残
し
て
い
る
。石
積
み
の
護
岸

に
醤
油
蔵
が
建
ち
並
ぶ
様
は
、港
町

湯
浅
に
花
開
い
た
醸
造
の
文
化
を
物

語
っ
て
い
る
。

湯
浅
に
残
る
の
は
、遠
い
過
去
の
出

来
事
や
町
並
み
の
姿
形
だ
け
で
は
な

い
。湯
浅
の
総
鎮
守
で
、醤
油
醸
造

家
た
ち
が
商
売
繁
盛
を
祈
願
し
た

顯け
ん

國こ
く

神
社
に
は
、民
俗
芸
能
の
三
面

獅
子
舞
や
騎
馬
武
者
が
繰
り
出
す

祭
礼
と
、秋
祭
り
の
時
期
に
だ
け
作

ら
れ
て
食
さ
れ
る
鯖
の『
ナ
レ
ズ
シ
』

な
ど
の
食
文
化
が
伝
わ
る
。ま
た
、

金
山
寺
味
噌
で
食
べ
る『
茶ち

ゃ

粥が
ゆ

』や
、

湯
浅
湾
で
水
揚
げ
さ
れ
た
新
鮮
な

鯖
を
丸
ご
と
串
に
刺
し
て
焼
き
、醤

油
で
食
べ
る『
あ
ぶ
り
』、ご
飯
の
上
に

シ
ラ
ス
を
た
っ
ぷ
り
と
乗
せ
、醤
油
を

か
け
て
豪
快
に
か
き
込
む『
し
ら
す

丼
』と
いっ
た
味
噌
や
醤
油
で
際
立
つ

郷
土
料
理
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

日
本
人
が
持
つ
豊
か
な
感
性
が
創

り
上
げ
て
き
た
和
食
の
文
化
に
お
い

て
、醤
油
の
味
わ
い
は
決
し
て
欠
か

す
こ
と
が
出
来
な
い
。醤
油
醸
造
発

祥
の
歴
史
と
伝
統
は
、町
並
み
に
漂

う
醤
油
の
香
り
と
共
に
湯
浅
の
人
々

の
暮
ら
し
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き

た
。こ
れ
か
ら
も
醤
油
の
香
り
は
こ

の
ま
ち
と
共
に
生
き
続
け
、こ
の
先

も
ず
っ
と
未
来
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

祝！
湯浅町「日本遺産」認定

醤油の香り漂う町並み

顯國神社の祭礼

醤油が旨さを引き立てるしらす丼
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