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そ
の
昔
、
熊
野
古
道
が
街
の
真
ん
中
を
通
っ
て

い
た
た
め
、
人
の
往
来
は
も
ち
ろ
ん
商
業
が
大

変
発
達
し
て
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉

時
代
初
期
に
か
け
て
湯
浅
を
本
拠
地
に
紀
伊
半

島
の
約
半
分
を
治
め
活
躍
し
た
武
士
「
湯
浅
宗

重
」
は
、
平
安
の
時
は
平
清
盛
に
、
鎌
倉
幕
府

に
な
っ
て
か
ら
も
頼
朝
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
か
ら
大
豆
、
塩
な

ど
あ
ら
ゆ
る
物
資
が
湯
浅
に
集
ま
り
、
湯
浅
か

ら
大
阪
、
京
都
な
ど
に
流
通
さ
れ
て
い
た
の
で

す
。
今
で
い
う
商
社
の
役
割
を
し
て
い
た
の
が

湯
浅
町
で
す
。（
小
田
原
の
合
戦
の
時
も
湯
浅
か

ら
兵
糧
が
納
め
ら
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
）

大
変
栄
え
た
湯
浅
で
す
が
高
速
道
路
の
開
通
と

と
も
に
こ
の
街
を
訪
れ
る
人
も
少
な
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
風
情
あ
る
古
い
街
な
み
や
美
味
し

い
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
る
所
だ
け
に
と
っ
て
も

残
念
…
。
そ
こ
で
今
回
は
、
高
速
道
路
を
走
っ

て
い
て
は
知
る
こ
と
も
見
る
こ
と
も
で
き
な
い

魅
力
的
な
街
の
中
か
ら
「
稲
む
ら
の
火
」
と

「
醤
油
」
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
時
に

は
ゆ
っ
く
り
ク
ル
マ
を
走
ら
せ
、
歩
く
、
と
い

う
楽
し
み
方
も
い
い
で
す
よ
。

は

ま

ぐ

ち

ご

り

�

う

In
a
m
u
ra
n
o
H
i

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
海
の
様
子

が
い
つ
も
と
違
っ
て
い
ま
し
た
。

お
昼
を
す
ぎ
た
頃
、
あ
わ
て
て
駆

け
込
ん
で
き
た
人
が
い
ま
し
た
。

「
え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
、
水
を
く
も

う
と
し
た
ら
井
戸
水
が
か
れ
て
る

で
」「
恐
ろ
し
い
こ
と
で
も
お
き

や
ん
と
え
え
が
な
あ
」
や
が
て
、

夕
方
4
時
。
そ
れ
は
そ
れ
は
大
き

な
地
震
が
お
き
、
さ
ら
に
大
き
な

津
波
が
押
し
寄
せ
て
き
ま
し
た
。

「
逃
げ
ろ
！
何
も
持
つ
な
！
」「
丘

に
あ
が
れ
！
津
波
が
き
た
ぞ
！
」

梧
陵
さ
ん
は
叫
び
な
が
ら
広
八
幡

神
社
に
向
か
い
ま
し
た
。
大
人
も

子
ど
も
も
家
族
を
捜
し
て
叫
ん
で

い
ま
し
た
。
こ
の
時
の
地
震
は

「
安
政
南
海
地
震
」
と
よ
ば
れ
、

前
日
の
地
震
と
は
別
の
も
の
で
し

た
。
日
本
中
で
3
千
人
、
広
村
で

は
30
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
津

波
は
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
家
や
田

畑
を
押
し
流
し
た
後
、
も
の
す
ご

い
勢
い
で
海
へ
引
い
て
い
き
ま
し

た
。
梧
陵
さ
ん
は
生
き
残
っ
た
若

者
と
手
分
け
し
て
村
を
見
回
り
ま

し
た
。「
暗
闇
で
ど
こ
へ
逃
げ
れ

ば
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
さ
ま
よ

っ
て
い
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
あ
の
丘
の
稲
む
ら
（
稲
束
を

積
み
重
ね
た
も
の
）
に
火
を
つ
け

よ
う
」
梧
陵
さ
ん
は
次
々
に
火
を

つ
け
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
思
っ
た

全
国
的
に
地
震
や
津
波
に
対
す
る

防
災
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
中
、

和
歌
山
県
も
発
生
す
る
で
あ
ろ
う

と
い
わ
れ
て
い
る
東
南
海
地
震
に

備
え
て
津
波
防
災
教
育
が
各
市
町

村
で
お
こ
な
わ
れ
い
ま
す
。
そ
の

時
、
教
材
と
し
て
使
わ
れ
る
の
が

「
稲
む
ら
の
火
」
で
す
。
知
ら
な
い

人
に
と
っ
て
は
、「
何
の
こ
と
？
火

事
で
も
あ
っ
た
の
？
」
と
言
う
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
１
８
５

４
年
に
和
歌
山
県
を
襲
っ
た
大
地

震
と
津
波
に
よ
る
実
話
で
す
。

広
村
（
現
在
の
広
川
町
）
に
浜
口

梧
陵
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
梧

陵
さ
ん
の
家
は
広
村
と
千
葉
県
の

銚
子
で
醤
油
を
造
っ
て
い
て
（
現

在
の
ヤ
マ
サ
醤
油
）、
大
き
な
工

場
や
家
に
は
た
く
さ
ん
の
人
が
働

い
て
い
ま
し
た
。
１
８
５
４
年

（
安
政
元
年
）、
今
か
ら
１
４
０
年

ほ
ど
前
の
12
月
23
日
（
旧
暦
11
月

4
日
）
午
前
10
時
に
大
き
な
地
震

が
あ
り
ま
し
た
。
の
ち
に
安
政
東

海
地
震
と
よ
ば
れ
、
全
国
で
６
０

０
人
の
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
地
震
で
は
広
村
に
被
害
が
あ

濱

口

梧

陵

「濱口梧陵記念館」

66年の生涯をひもとき、ゆか

りの空間で偉大な功績や教訓、

また彼の人柄を感じさせるエ

ピソードに出会えます。

「津波防災教育センター」

濱口梧陵の防災精神や人命尊

重の精神をふまえ、来るべき

津波災害から大切な生命やく

らしを守ることが学べます。

�
広
川
町
�

今
回
は
美
し
い
海
岸
線
と

歴
史
と
食
の
町
�

広
川
・
湯
浅
・
日
高
町
の
紹
介
で
す
�

和歌山県有田郡広川町広671
TEL(0737)64-1760
FAX(0737)64-1761
http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/
開館時間：午前10時～午後5時
（入館時間は午後4時まで）
休館日：月・火曜日（祝日の場合は開館）
入館料：　　一　般：500円

高校生：200円
小・中学生：100円

稲むらの火の館

稲むらの火の館

1820年（文久3年）〜1885年（明治18年）

広
村
堤
防
は
１
９
３
８
年

︵
昭
和
１
３
年
︶
国
に
史
跡
指

定
さ
れ
�
毎
年
　
月
３
日
に

は
１
０
０
年
余
り
の
歴
史
が

あ
る
﹁
津
波
祭
﹂
が
開
催
さ

れ
�
梧
陵
さ
ん
の
偉
業
を
た

た
え
て
い
ま
す
�
梧
陵
さ
ん

の
事
を
も
c
と
知
り
た
い
わ
�

津
波
c
て
実
際
ど
ん
な
も
の

な
の
？
と
い
う
方
に
�
ぜ
ひ

訪
ね
て
も
ら
い
た
い
の
が

﹁
稲
む
ら
の
火
の
館
﹂
で
す
�

梧
陵
さ
ん
が
和
歌
山
に
持
c

て
い
た
住
ま
い
を
改
造
し
て

﹁
濱
口
梧
陵
記
念
館
﹂
と
﹁
津

波
防
災
教
育
セ
ン
タ
ü
﹂
が

建
て
ら
れ
ま
し
た
�
ぷ
ら
む

探
検
隊
も
﹁
今
度
は
子
ど
も

を
連
れ
て
も
う
一
度
来
な
く

ち
�
﹂
と
�
思
c
た
の
で
し
た
�
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と
お
り
村
人
が
稲
む
ら
の
火
を
め

ざ
し
て
丘
を
登
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
し
て
最
後
の
人
を
引
き
上
げ

る
と
同
時
に
、
前
よ
り
も
大
き
な

津
波
が
押
し
寄
せ
て
き
ま
し
た
。

「
あ
あ
、
お
そ
ろ
し
い
、
お
そ
ろ

し
い
」「
あ
の
火
の
お
か
げ
で
助

か
っ
た
」
こ
の
時
の
津
波
が
一
番

大
き
く
、
こ
の
後
も
数
回
、
津
波

が
押
し
寄
せ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

後
、
梧
陵
さ
ん
は
被
災
民
救
済
と

復
旧
に
尽
力
し
た
ば
か
り
か
百
年

後
の
津
波
に
備
え
る
た
め
巨
額
の

私
財
を
投
じ
、
高
さ
5
m
、
幅
20

m
、
長
さ
6
0
0
m
の
大
堤
防
を

築
き
ま
し
た
。
こ
の
大
工
事
に
村

人
を
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
津

波
で
荒
廃
し
た
広
村
は
奇
跡
の
復

興
を
遂
げ
た
の
で
し
た
。



ぷ
ら
む
探
検
隊
の
お
気
に
入
り
の
ひ
と
つ
が
明
治
　
年
創
業
の
丸
新
本
家
「
湯

浅
醤
油
」
で
す
。
醤
油
発
祥
の
地
・
湯
浅
で
今
も
百
年
前
の
杉
樽
を
　
樽
並
べ
、

昔
な
が
ら
の
原
料
を
使
い
、
昔
な
が
ら
の
手
法
で
醤
油
造
り
し
て
い
ま
す
。
こ

う
い
う
風
に
蔵
を
も
っ
て
醤
油
造
り
を
し
て
い
る
所
は
江
戸
時
代
に
は
　
件
も

あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
2
件
の
み
。
製
造
工
程
は
大
変
な
手
間
と
時
間
の

か
か
る
も
の
で
、
樽
の
あ
る
蔵
に
は
誰
で
も
入
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

消
毒
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
服
も
全
て
着
替
え
て
、
限
ら
れ
た
人
だ
け
が
入
る

こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
す
。
も
ろ
み
は
と
て
も
デ
リ
ケ
ー
ト
で
気
温
や
湿
度
の

変
化
で
そ
の
味
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
樽
に
入
っ
て

日高町では昭和63年に「クエ」を町おこ

しのシンボルにしました。阿尾漁港でと

れたクエを白髭神社に奉納するのですが、

クエの解体の時、包丁を持つ手は左と決

められ、神様にお供えする前には「お毒

見」もするらしいのです。「観光旅館　岬」

では10月の第1日曜日〜翌年の3月末迄ク

エ料理を食べることができます。この日、

私達が食べたのは27キロ級のもの。ほん

と、美味しかった〜！（大きいものでは

1.3m、50キロのクエもあるとか）

湯
浅
醤
油

名物くえ鍋
「
幻
の
魚
」「
フ
グ
よ
り
勝
る
美

味
し
さ
」
…
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉

で
表
現
さ
れ
る
高
級
魚
が
「
ク

エ
」
で
す
。
最
近
は
養
殖
も
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
天
然

ク
エ
の
美
味
し
さ
は
格
別
！
ぷ

り
っ
と
ひ
き
し
ま
っ
た
身
に
あ

ぶ
ら
が
ほ
ど
よ
く
の
り
、
し
っ

と
り
淡
白
な
味
な
の
に
旨
味
が

濃
い
の
が
特
徴
。
海
の
神
秘
を

閉
じ
込
め
た
ゼ
ラ
チ
ン
質
は
女

性
に
と
っ
て
嬉
し
い
美
容
効
果

も
た
っ
ぷ
り
。「
食
用
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
約
29
年

前
な
ん
で
す
よ
。
昔
は
大
変
珍

し
い
魚
な
の
で
釣
れ
る
と
神
様

に
お
供
え
さ
れ
て
い
た
ん
で

す
。」
昔
は
神
様
、
今
は
私
達

が
口
に
で
き
る
の
だ
か
ら
あ
り

が
た
い
、
あ
り
が
た
い
…
。
こ

こ
、
観
光
旅
館
「
岬
」
で
は
目

の
前
の
海
で
、
巻
網
漁
法
に
よ

っ
て
あ
が
っ
た
天
然
ク
エ
を
コ

ー
ス
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
刺
身
、
天
ぷ
ら
、
鍋
、

最
後
の
雑
炊
は
も
う
、
美
味
し

い
な
ん
て
一
言
で
言
っ
た
ら
バ

チ
が
あ
た
り
そ
う
な
く
ら
い

で
。
一
度
食
べ
た
ら
や
み
つ
き

…
ぜ
ひ
ぜ
ひ
お
試
し
を
！

観光旅館 岬

湯浅醤油社長

新古敏朗さん

モンドセレクション受賞の「生一本黒豆醤油」

と「九曜むらさき」の他、大人気の「カレー

醤油」もおすすめ！カレーライスにかける醤

油としての他に、いろんな料理のかくし味に

使えます。

醤油アイス

口に入れるとほんのり醤油の風味が。

これぞ本物の和風アイスです。

い
る
も
ろ
み
は
約
6
ト
ン
、
一
升
瓶
3
0
0
0
本
分
！
こ
こ
で
は
も
ろ
み
か
ら
瓶
に
醤
油
を
入

れ
る
ま
で
2
年
8
ヶ
月
か
か
り
ま
す
。（
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
販
売
さ
れ
て
い
る
醤
油
の
醸
造
期
間

は
約
一
ヶ
月
）
原
料
の
大
豆
は
丹
波
の
黒
豆
や
、
お
ぼ
ろ
豆
腐
を
作
る
た
め
の
大
豆
を
使
っ
て

い
る
ん
で
す
っ
て
！
贅
沢
で
し
ょ
う
〜
。
さ
ら
に
、
し
ぼ
り
た
て
の
醤
油
を
味
見
さ
せ
て
も
ら

っ
て
び
っ
く
り
！
「
ほ
ん
と
に
大
豆
だ
け
で
す
か
〜
？
他
に
何
か
入
れ
て
る
で
し
ょ
！
何
か
こ

う
、
美
味
し
く
な
る
成
分
で
…
こ
う
、
何
て
言
う
か
…
」「
何
に
も
。
大
豆
だ
け
で
す
」
と
ニ
コ

ニ
コ
と
余
裕
の
笑
み
。「
う
そ
〜
！
だ
っ
て
色
ん
な
味
が
す
る
も
ん
！
口
の
中
で
色
ん
な
味
が
ひ

ろ
が
っ
て
、
お
口
の
中
が
…
醤
油
祭
り
〜
」
あ
あ
ぁ
、
言
葉
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
の
な
さ
に
落
ち

込
む
探
検
隊
1
号
。「
子
ど
も
の
頃
か
ら
も
っ
と

本
を
読
ん
ど
け
ば
よ
か
っ
た
ぜ
ぃ
」
と
ボ
ソ
リ
。

な
る
ほ
ど
「
モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
4
年
連

続
・
最
高
金
賞
」
を
受
賞
す
る
の
も
納
得
の
美

味
し
さ
で
す
！
香
り
と
風
味
が
す
ご
い
の
で
す
。

「
こ
れ
が
本
当
の
醤
油
の
味
で
す
よ
。（
に
っ
こ

り
）」
こ
れ
が
あ
れ
ば
少
々
料
理
の
苦
手
な
人
で

も
か
な
り
イ
ケ
ル
味
に
な
る
の
で
は
…
。

おかみ

詠子さん

雑炊
がま

た格
別！

y
u
a
s
a

s
h
o
u
y
u

kue-nabe

湯浅醤油
和歌山県有田郡湯浅町湯浅1464
TEL(0737)-63-2267
FAX(0737)-63-5789
【ホームページ】http://www.yuasasyouyu.co.jp
【Ｅ-mail】shinko@yuasasyouyu.co.jp

醤
油
の
起
源

毎
日
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い

る
醤
油
。
こ
れ
っ
て
い
つ
、
ど
こ
で
造

ら
れ
た
も
の
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？
実

は
、
醤
油
発
祥
の
地
は
和
歌
山
県
湯
浅

町
な
ん
で
す
。
鎌
倉
時
代
（
1
2
5
4

年
）、
紀
州
由
良
の
禅
寺
「
興
国
寺
」

の
開
祖
「
法
燈
円
明
國
師
（
ほ
う
と
う

え
ん
め
い
こ
く
し
）
が
、
中
国
の
金
山

寺
か
ら
金
山
寺
味
噌
の
製
法
を
持
ち
帰

り
ま
し
た
。
こ
れ
を
醸
造
す
る
際
、
使

わ
れ
る
瓜
や
茄
子
な
ど
の
野
菜
か
ら
余

分
な
水
分
が
し
み
出
て
く
る
の
で
す

が
、
本
来
は
カ
ビ
や
腐
敗
の
原
因
と
な

る
の
で
捨
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
こ
の
汁
を
調
味
料
と
し
て
使
っ
て

み
る
と
な
か
な
か
美
味
な
こ
と
が
わ
か

り
、
そ
れ
か
ら
は
こ
の
汁
（
醤
油
の
元
）

を
目
的
で
味
噌
を
仕
込
む
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
改
良
に
改
良
を
重
ね
、
や
が

て
「
醤
油
」
と
な
っ
た
の
で
す
。

�

湯

浅

町

�

九曜蔵

お客様に伝えたいことはたくさんありま

す。物の考え方ややっていることに商品

がついてくると思うので、お客様を裏切

ることのない正直な仕事を続けていくと

いうのが僕のポリシーです。

観光旅館 岬
和歌山県日高郡日高町比井674
TEL(0738)64-2975
FAX(0738)64-2710
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