
熊
野
古
道
、湯
浅
党
、醤
油
醸
造
。

湯
浅
町
に
は
、誇
る
べ
き
歴
史
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。そ
の
歴
史
を
今

の
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
の
が
、

文
化
財
で
す
。私
た
ち
は
、先
人
た

ち
の
思
い
が
つ
ま
っ
た
文
化
財
を
通

し
て
、ふ
る
さ
と
湯
浅
町
へ
の
愛
着

心
や
誇
り
を
育
み
、次
の
世
代
に
受

け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

そ
の
た
め
に
、価
値
の
高
い
文
化

財
を
定
め
保
護
し
て
い
く
仕
組
み
が
、

文
化
財
指
定
や
登
録
な
ど
の
制
度

で
す
。

今
年
に
入
っ
て
、湯
浅
町
の
文
化
財

が
新
た
に
国
の
指
定
・
登
録
を
受
け

る
こ
と
が
相
次
い
で
決
ま
り
ま
し
た
。

郷
土
の
歴
史
や
文
化
財
が
、我
が
国

に
と
っ
て
も
貴
重
な
も
の
と
し
て
認
め

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

湯
浅
町
の
文
化
財

特 集

県指定 施無畏寺開山堂 国重文 角長（加納家住宅）

国史跡 明恵紀州遺跡率都婆（西白上） 国重文 木造阿弥陀如来坐像ほか

国史跡 湯浅党城館跡（湯浅城跡） 町指定 熊野街道道標

県指定 「大地震津波心得の記」碑 国登録 湯浅小学校講堂

3 令和４年12月



角
長
は
、江
戸
時
代
末
期
の
天

保
12
年（
１
８
４
１
）に
創
業
し
た

現
役
の
醤
油
醸
造
家
で
す
。今
回
、

指
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
建

物
は
、創
業
当
初
か
ら
明
治
、大

正
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
住
居
及

び
醸
造
施
設
群
で
す
。生
活
や
商

売
の
場
で
あ
る
主
屋
は
、江
戸
末

期
に
は
小
規
模
な
町
家
で
あ
っ
た

も
の
の
、数
度
に
わ
た
る
増
改
築

を
繰
り
返
し
て
現
在
の
規
模
に

な
っ
た
こ
と
が
調
査
の
結
果
明
ら

か
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
大
釜
や

圧
搾
機
が
あ
る
醤
油
蔵
は
構
造
的

に
３
つ
に
分
か
れ
、こ
れ
も
江
戸
末

期
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
建
築
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、角
長（
加
納
家

住
宅
）は
、醸
造
町
と
し
て
国
の

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
地
区
内
に

あ
っ
て
、醤
油
醸
造
に
関
す
る一
連

の
施
設
が
現
存
し
、か
つ
現
役
で

稼
働
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い

て
貴
重
な
存
在
で
す
。

ま
た
、古
記
録
に
残
る
敷
地

拡
大
の
状
況
と
建
造
物
の
年
代

が
概
ね
説
明
で
き
る
と
い
う
点

で
、湯
浅
に
お
け
る
醤
油
醸
造
業

の
発
展
の
過
程
を
示
す
文
化
財

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
評
価
さ
れ
、

国
の
重
要
文
化
財（
建
造
物
）に

指
定
さ
れ
る
こ
と
が
答
申
さ
れ
ま

し
た
。

仕込蔵

麹室

主屋

醤油蔵

醤油蔵(南)

醤油蔵(北)
樽蔵

土蔵

角蔵 辰巳蔵

穀蔵

主お
も
や屋

・
土ど

ぞ
う蔵

・
穀こ

く
ぐ
ら蔵

・
麹こ

う
じ
む
ろ室

・
仕し

こ
み
ぐ
ら

込
蔵
・
醤し

ょ
う
ゆ
ぐ
ら

油
蔵
・
樽た

る
ぐ
ら蔵

醤
油
蔵（
北
）・
醤
油
蔵（
南
）・
角か

ど
ぐ
ら蔵

・
辰た

つ
み
ぐ
ら

巳
蔵

国
重
文

角か

ど 

長ち
ょ
う

﹇
加
納
家
住
宅
﹈

▲仕込蔵

▲角蔵・辰巳蔵

▲主屋内部

▲主屋外観

▲醤油蔵

4令和４年12月

逆
川
王
子
跡
は
、熊
野
古
道

（
熊
野
参
詣
道 

紀
伊
路
）を
糸

我
峠
か
ら
吉
川
の
集
落
に
下
っ
て

き
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。京
か

ら
熊
野
に
至
る
参
詣
道
に
置
か
れ

た
熊
野
九
十
九
王
子
社
の
ひ
と
つ

で
、平
安
時
代
に
は
既
に
存
在
し

て
い
た
記
録
が
残
さ
れ
、参
詣
者

は
近
く
を
流
れ
る
逆
川
で
禊み

そ
ぎ

を

行
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

逆
川
神
社
と
し
て
今
に
伝
わ
る

境
内
地
は
、江
戸
時
代
以
降
か
な

り
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、永

禄
８
年（
１
５
６
５
）の
地
蔵
石
仏

や
、江
戸
時
代
の
石
燈
籠
な
ど
が

あ
り
、少
な
く
と
も
近
世
の
熊
野

参
詣
道 

紀
伊
路
の
様
子
を
良
好

に
伝
え
る
も
の
と
し
て
、既
に
国

指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
る「
熊
野

参
詣
道 

紀
伊
路
」を
構
成
す
る

資
産
の
ひ
と
つ
に
追
加
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

旧
堀
田
茶
舗（
立
石
茶
屋
）は
、

湯
浅
の
市
街
地
を
通
る
熊
野
古

道
沿
い
に
あ
る
、か
つ
て
お
茶
の

販
売
な
ど
を
行
っ
て
い
た
住
宅
兼

店
舗
で
、通
り
に
面
す
る
店
舗
は
、

江
戸
時
代
末
期
に
建
て
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。熊
野

古
道
と
深
専
寺
門
前
、高
野
街

道
が
交
差
す
る
四
ツ
辻
に
あ
っ
て
、

斜
め
向
か
い
の
立
石
道
標
な
ど
と

と
も
に
、中
心
市
街
地
の
様
子
を

伝
え
る
歴
史
的
景
観
を
構
成
し

て
い
る
建
造
物
と
し
て
、国
の
登

録
有
形
文
化
財（
建
造
物
）に
登

録
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
19
年（
２
０
０
７
）か
ら
は

立
石
茶
屋
と
い
う
名
称
で
休
憩

施
設
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

湯浅町の文化財─ 特 集 ─

令
和
４
年
11
月
10
日
付

史
跡　

熊
野
参
詣
道
へ
の
追
加
登
録

国
史
跡逆さ

か

川が

わ

王お

う

子じ

跡あ

と

店
舗
・
座
敷
棟
・
土
蔵

令
和
４
年
10
月
31
日
付
登
録

国
登
録旧き

ゅ
う

堀ほ

っ

田た

茶ち

ゃ

舗ほ

﹇
立
石
茶
屋
﹈

▲土蔵内部

▲座敷棟▲店舗

▲地蔵堂地蔵石仏

▲逆川神社拝殿

▲逆川神社本殿

5 令和４年12月



湯浅町文化財保存活用地域計画

文化財の保護制度

●文化財の体系図

登録

選択

選択

指定

：湯浅町で国指定等があるもの 参考：文化庁ホームページ

指定

登録

登録

登録

指定

指定

指定 指定

指定

指定

選定

選定

文
化
財

埋蔵文化財

伝統的建造物群
伝統的
建造物群
保存地区

重要伝統的
建造物群
保存地区

文化的景観

記　念　物

民俗文化財

無形文化財

有形文化財 重要文化財 国　宝

重要文化的景観

登録記念物

特別史跡
特別名勝

特別天然記念物天然記念物
名　勝
史　跡

登録有形文化財

重要無形文化財

登録無形文化財

重要有形民俗文化財
重要無形民俗文化財

登録有形民俗文化財
登録無形民俗文化財

記録作成等の措置を講ずべき無形文化財

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財

文
化
財
保
護
法
で
は
、

文
化
財
の
種
類
を
大
き

く
６
種
類（
有
形
文
化

財
・
無
形
文
化
財
・
民
俗

文
化
財
・
記
念
物
・
文
化

的
景
観
・
伝
統
的
建
造
物

群
）に
定
義
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
我
が
国
に
と
っ

て
価
値
が
高
く
重
要
な

も
の
が
重
要
文
化
財
や

史
跡
な
ど
に
指
定
さ
れ
ま

す
。指
定
に
あ
た
っ
て
は
、

十
分
な
学
術
調
査
の
う

え
で
、専
門
的
な
知
見
か

ら
価
値
を
評
価
す
る
文

化
審
議
会
で
の
審
議
を
経

て
、指
定
に
ふ
さ
わ
し
い

と
答
申
さ
れ
た
も
の
が
指

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。文
化
財
登
録
制
度
は
、

指
定
よ
り
緩
く
歴
史
的
な

（
50
年
以
上
経
過
し
て
い

る
）も
の
を
登
録
す
る
制

度
で
す
。

湯
浅
町
に
は
、
角
長

（
加
納
家
住
宅
）を
含
め

て
国
指
定
文
化
財
が
11

件
、重
伝
建
地
区
が
１
地

区
、国
登
録
文
化
財
が
７

棟
あ
り
ま
す
。そ
の
他
、和

歌
山
県
や
湯
浅
町
が
条
例

で
指
定
し
て
い
る
文
化
財

も
あ
り
ま
す
。

湯
浅
町
で
は
、文
化
財
保
護
法

や
条
例
で
指
定
等
が
さ
れ
て
い
る

文
化
財
だ
け
で
な
く
、広
く
地
域

の
歴
史
を
伝
え
る
も
の
を
文
化
遺

産
と
と
ら
え
、地
域
全
体
で
歴
史

や
文
化
遺
産
を
守
っ
て
い
く
考
え

方
や
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
整
理

し
た「
湯
浅
町
文
化
財
保
存
活
用

地
域
計
画
」を
作
成
し
、令
和
３

年
12
月
17
日
、和
歌
山
県
で
初
め

て
国
の
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

文
化
遺
産
の
調
査
や
現
状
把

握
に
引
き
続
き
努
め
る
と
と
も
に
、

そ
の
魅
力
や
価
値
を
町
内
外
に
普

及
啓
発
し
、ホ
ン
モ
ノ
の
文
化
遺

産
に
親
し
む
機
会
を
増
や
し
て
い

く
こ
と
等
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

湯
浅
町
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画

https://www.town.yuasa.
wakayama.jp/soshiki/11/4326.html

種　　別
指定 選定 登録 計

分　類 細　別

有
形
文
化
財

建　造　物 1 7 23

美
術
工
芸
品

彫 刻 5 13

絵 画 1

書 跡 1

典 籍 6

歴史資料 2

工 芸 品 2

古 文 書 2 5

考古資料 3

無形文化財 0

民俗文化財
有 形 民 俗 14

無 形 民 俗 2

記 念 物

史 跡 3 9

名 勝 0

天然記念物 0

文化的景観 0

伝統的建造物群保存地区 1 1

計 11 1 7 82

湯浅町の国指定等文化財件数表

▶
湯
浅
町
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
概
要
版

6令和４年12月

蔵蔵蔵蔵蔵蔵蔵んんん蔵蔵んんん味いもん味いも味いも美味美美浅浅浅湯浅湯 美美美浅浅浅湯 も湯浅浅 味 蔵蔵味味味いも 蔵美味いも美美味湯湯浅浅浅浅美湯 美味湯浅湯浅美浅美味いもんんん蔵蔵蔵蔵蔵蔵蔵

岡正岡正

れあいれあれあ北町ふれ北北北町ふれあ北北北町 あ北北北町ふれあい
ギャラリーーーギギギギャギギギギギギャラリー

甚風呂甚風甚風呂 住宅家住家家家家家旧栖原家栖原 宅旧栖原家住原家住宅住宅栖 住住宅旧栖原家住家家住宅栖 住住宅家旧栖原栖原原家住家住宅

の松憩の憩 松憩の松憩憩の松憩の松

北恵比須神社須神社須神社社社社社社社社北恵北恵比恵比須比須神須神社

本勝寺本本本勝寺本本本勝寺本本本勝寺本本勝勝寺

真楽寺寺寺寺寺楽真楽真楽寺楽寺

山田川山田川

センターセ合セ総合合合センタ総合セ合合総合総合総合センター

用駐車場光観光観観 用光用光用光用用駐車場用用観光 駐光用光用観光 駐車場観光観観光用光光用用駐駐車車車場車場

町湯浅浅町浅町湯浅町湯浅浅浅湯浅町湯浅浅湯浅町湯浅浅浅湯浅町湯浅湯浅湯浅浅町湯町湯浅湯浅
伝統的建造物群保存地伝 物物物群伝統的建造物群保存伝伝統的建造物群保 地区区区区的建造物的的 保 地的建造物群保存伝伝 区伝統的建造物群保存地区区造物群保存地区地統的建造物群保存地区統的建造物群保存地区統的建造物群保存地区伝伝 建伝伝統的建造物群保存地区地地統的建造物統的統的的建造物群保存地物物統的建造物群保存伝統伝統的建的建造建造物造物物群保群保存保存地存地区

湯
浅
町
湯
浅　

　
　
　

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

旧
栖
原
家
住
宅
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た

「
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
」は
、歴

史
的
な
町
並
み
景
観
を
保
護
す
る
仕
組
み

と
し
て
昭
和
50
年（
１
９
７
５
）の
改
正
に
よ

り
設
け
ら
れ
た
文
化
財
の
種
類
の
ひ
と
つ
で

す
。市
町
村
が
定
め
た
地
区
の
う
ち
、特
に

価
値
の
高
い
も
の
が
、国
に
よ
り「
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
」に
選
定
さ
れ
ま
す
。

湯
浅
町
湯
浅
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
は
、醤
油
醸
造
を
中
心
に
発
展
し
た
地
方

の
商
工
業
都
市
の
町
並
み
が
今
に
伝
わ
る
も

の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。地
区
内
に

は
、江
戸
時
代
末
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の

様
々
な
表
情
の
建
物
が
並
び
、通
り
と
小
路

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
景
観
が
特
徴
的
で
あ

る
と
い
え
ま
す
。

伝
建
地
区
内
で
は
、国
の
文
化
財
と
し
て
、

外
観
の
現
状
変
更
に
関
す
る
規
制
や
、復
原

を
す
る
た
め
の
修
理
事
業
へ
の
補
助
等
の
仕

組
み
を
通
じ
て
、町
並
み
景
観
の
維
持
向
上

が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

11
月
12
日
㊏
、伝
建
地
区

内
の
元
醤
油
醸
造
家
の
建

物
で
あ
る
旧
栖
原
家
住
宅
が

オ
ー
プ
ン
し
、一
般
公
開
を
始

め
ま
し
た
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

に
は
、元
の
所
有
者
で
あ
る

栖す

原は
ら 

佳よ
し

子こ

氏
を
は
じ
め
関

係
者
が
参
加
し
、オ
ー
プ
ン

を
祝
い
ま
し
た
。

伝
建
地
区
内
で
、醤
油
醸

造
家
の
主
屋
建
築
の
内
部
が

見
学
で
き
る
施
設
は
初
め
て

で
す
。館
内
で
は
、湯
浅
の
醤

油
醸
造
や
伝
統
的
建
造
物

の
特
徴
を
学
べ
る
ほ
か
、醸

造
の
様
子
を
再
現
し
た
Ｖ
Ｒ

も
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

■
開
館
時
間

９
時
30
分
〜
16
時
30
分

■
休
館
日

　

毎
週
水
曜
日・年
末
年
始

（
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日

が
休
館
日
）

湯浅町の文化財─ 特 集 ─

▲旧栖原家住宅外観

▲オープンを祝うテープカット

▲元所有者の栖原さん

7 令和４年12月


