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大

池



この本では、播
はりまけんいきれんけいちゅうすうとしけん

磨圏域連携中枢都市圏（P106）の8市8町

（姫
ひ め じ し

路市、相
あ い お い し

生市、加
か こ が わ し

古川市、赤
あ こ う し

穂市、高
た か さ ご し

砂市、加
か さ い し

西市、

宍
し そ う し

粟市、たつの市、稲
いなみちょう

美町、播
はりまちょう

磨町、市
いちかわちょう

川町、福
ふくさきちょう

崎町、神
かみかわちょう

河町、

太
たいしちょう

子町、上
かみごおりちょう

郡町、佐
さようちょう

用町）について、詳しく紹介していきます。

豊
か
な
自
然
に
恵め

ぐ

ま
れ
た
、
と
て
も
住
み
や
す
い
地
域
で
す
。
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は
じ
め
に

播
磨
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

自
然
で
見
る
播
磨

　

 

海　
　
　
　
　

 

森
と
山

　

 

滝
と
渓
谷　
　

 

川

　

 

高
原　
　
　
　

 

た
め
池
・
疏
水

　

 

棚
田　
　
　
　

 

木
と
花

　

 

播
磨
の
生
物
た
ち

播
磨
の
城
と
城
下
町

　

 

姫
路
城　
　
　

 

赤
穂
城

　

 

龍
野
城　
　
　

 

ぐ
る
り
陣
屋
跡
め
ぐ
り

歴
史
を
感
じ
る
町
並
み

　

 

網
干　
　
　

 

坂
越

　

 

高
砂
町　
　

 

北
条

　

 

室
津　
　
　

 

辻
川

　

 

平
福　
　
　

 

中
村
・
粟
賀
町

　

 

播
磨
の
四
季

食
と
産
業

　

 

播
磨 

海
の
も
の
山
の
も
の

　

 

ご
当
地
グ
ル
メ

　

 

メ
イ
ド
イ
ン
播
磨

　

 

伝
統
工
芸
品　
　
　

　

 

地
場
産
業

　

 

温
泉

神
社
仏
閣
と
祭
り

　

 

播
磨
の
寺
・
神
社

　

 

祭
り

播
磨
の
歴
史

　

 

縄
文
・
弥
生
時
代　
　
　

古
墳
時
代

　

 

飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
時
代　
　
　

播
磨
国
風
土
記

　

 

鎌
倉
・
室
町
時
代　
　
　

戦
国
時
代

　

 

中
世
の
城　
　
　

江
戸
時
代

　

 

明
治
・
大
正
時
代　
　
　

昭
和
時
代

　

 

播
磨
の
日
本
遺
産　
　
　

未
来
へ
向
け
て

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ガ
イ
ド

市
町
情
報

　

 

姫
路
市
／
相
生
市　
　
　

 

加
古
川
市
／
赤
穂
市

　

 

高
砂
市
／
加
西
市　
　
　

 

宍
粟
市
／
た
つ
の
市

　

 

稲
美
町
／
播
磨
町　
　
　

 

市
川
町
／
福
崎
町

　

 

神
河
町
／
太
子
町　
　
　

 

上
郡
町
／
佐
用
町

は

り

ま

そ
す
い

た
な
だ

け
い
こ
く

ひ
め
じ
じ
ょ
う

あ
こ
う
じ
ょ
う

た
つ
の
じ
ょ
う

じ
ん
や
あ
と

あ
ぼ
し

さ
こ
し

た
か
さ
ご
ち
ょ
う

ほ
う
じ
ょ
う

む
ろ
つ

つ
じ
か
わ

ひ
ら
ふ
く

な
か
む
ら

あ
わ
が
ま
ち

じ
ん
じ
ゃ　

ぶ
っ
か
く

じ
ょ
う
も
ん　
　
　
や
よ
い
じ
だ
い　
　
　
　
　
　
　
　

 

こ
ふ
ん
じ
だ
い

  

あ
す
か　
　
　

な
ら　
　
　

へ
い
あ
ん
じ
だ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
り
ま
の
く
に
ふ
ど
き

 

か
ま
く
ら　

 　

む
ろ
ま
ち
じ
だ
い　
　
　
　
　
　
　

 

せ
ん
ご
く
じ
だ
い

 

ち
ゅ
う
せ
い　
　

  

し
ろ　
　
　
　
　
　
　
　

え
ど
じ
だ
い

  

め
い
じ　
　

た
い
し
ょ
う
じ
だ
い　
　
　
　
　

      

し
ょ
う
わ
じ
だ
い

  

は
り
ま　
　
　

  

に
ほ
ん
い
さ
ん

ひ
め
じ
し　
　

     

あ
い
お
い
し

た
か
さ
ご
し　
　
　

  

か
さ
い
し

い
な
み
ち
ょ
う　
　

 

は
り
ま
ち
ょ
う

か
み
か
わ
ち
ょ
う　
　

  

た
い
し
ち
ょ
う

　
　

か
こ
が
わ
し           

あ
こ
う
し

　

し
そ
う
し

い
ち
か
わ
ち
ょ
う　
　
　
ふ
く
さ
き
ち
ょ
う

か
み
ご
お
り
ち
ょ
う　
　

  

さ
よ
う
ち
ょ
う

自然で見る播磨

播磨の城と城下町

神社仏閣と祭り

歴史を感じる町並み

播磨の歴史

食と産業
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佐用町

宍粟市
神河町

市川町

上郡町
たつの市

赤穂市

相生市 太子町

姫路市

福崎町

加西市

加古川市

高砂市

播磨町

明石市

稲美町

三木市
小野市

加東市

西脇市

多可町

播磨

摂津

丹波

但馬

淡路

３
つ
の
海
に
面
し

広
大
な
面
積
を
持
つ
兵ひ

ょ
う
ご
け
ん

庫
県

　

兵
庫
県
は
日に

ほ
ん
れ
っ
と
う

本
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
、

近き
ん
き畿

地ち
ほ
う方

の
最
西
部
に
位
置
し
ま
す
。面

積
は
８
，４
０
０
．９
４
㎢
で
全
国
12
位
の

広
さ
で
す
。北
は
日
本
海
、南
は
瀬
戸
内

海
、太
平
洋
に
面
し
て
い
ま
す
。県
の
や

や
北
寄
り
を
貫
く
中
国
山
地
を
境
に
、瀬

戸
内
側
は
温
暖
で
降
水
量
は
少
な
く
、日

本
海
側
は
シ
ベ
リ
ア
の
季
節
風
を
受
け
て

降こ
う
せ
つ
り
ょ
う

雪
量
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

日
本
の
標ひ

ょ
う
じ
ゅ
ん
じ

準
時
を
決
め
る
子し

ご
せ
ん

午
線（
東と

う
け
い経

１
３
５
度
）が
県
の
淡あ

わ
じ
し
ま

路
島
か
ら
明あ

か
し
し

石
市
、

西に
し
わ
き
し

脇
市
を
経
て
、豊と

よ
お
か
し

岡
市
ま
で
を
貫
い
て

い
ま
す
。

　

近
畿
地
方
と
中
国
地
方
の
接せ

っ
て
ん点

と
な

り
、気
候
や
地
形
が
地
域
に
よ
っ
て
大

き
く
異
な
る
兵
庫
県
は
、古
く
は
摂せ

っ
つ津

、

播は
り
ま磨

、丹た
ん
ば波

、但た
じ
ま馬

、淡あ
わ
じ路

の
５
つ
の
国
か

ら
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。

歴
史
豊
か
な
播
磨
地
方

　

五ご
こ
く国

の
中
で
も
最
も
広
い
面
積
を
持

つ
の
が
播
磨
で
す
。古
く
７
世
紀
に
成
立

し
た
播は

り
ま
の
く
に

磨
国
に
当
た
り
、明め

い
じ
い
し
ん

治
維
新
の

後
、兵
庫
県
に
統
合
さ
れ
る
ま
で
飾し

か
ま
け
ん

磨
県

で
あ
っ
た
地
域
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。現

在
は
兵
庫
県
の
南
西
部
13
市
９
町
で
構

成
さ
れ
、そ
の
面
積
は
県
内
の
約
４
割
を

占し

め
ま
す
。行

ぎ
ょ
う
せ
い
じ
ょ
う

政
上
、東ひ

が
し
は
り
ま

播
磨
、北き

た
は
り
ま

播
磨
、

中な
か
は
り
ま

播
磨
、西に

し
は
り
ま

播
磨
の
４
つ
の
地
域
に
分
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

加か
こ
が
わ

古
川
、市い

ち
か
わ川

、夢ゆ
め
さ
き
が
わ

前
川
、揖い

ぼ
が
わ

保
川
、

千ち
く
さ
が
わ

種
川
の
５
つ
の
川
が
流
れ
、豊
か
な

播ば
ん
し
ゅ
う
へ
い
や

州
平
野
と
播は

り
ま
な
だ

磨
灘
の
持
つ
海
の
資
源

に
恵
ま
れ
た
食
の
宝
庫
で
す
。東
西
に
向

か
う
交
通
の
要よ

う
し
ょ
う衝で

あ
っ
た
た
め
早
く
か

ら
開
け
、姫
路
城
を
は
じ
め
と
す
る
国こ

く
ほ
う宝

や
歴
史
あ
る
寺
や
神
社
な
ど
が
数
多
く

残
り
ま
す
。ま
た
各
産
業
も
盛
ん
で
、そ

の
経
済
的
な
豊
か
さ
は
日
本
の
近き

ん
だ
い
か

代
化

に
も
大
き
く
貢こ

う
け
ん献

し
ま
し
た
。

面積は近畿最大、人口も近畿2位を誇り、
近畿地方のけん引役となっています。

県庁所在地 神戸市

面積 8,400.94㎢（2021年10月）

人口 5,465,002人（2020年国
こくせいちょうさ

勢調査）

県花 ノジギク 県樹 クスノキ

県鳥 コウノトリ

日本列島の中央に位置する地域で、県
下最大の河川加古川が中央部を流れ、
流域には播州平野が広がっています。

日本のものづくりを支える播磨臨海工
業地帯の中央部。また多くのため池があ
り、水辺空間にも恵まれた地域です。

北部を山林地帯が占め、
播磨灘に面する南部では
農業・水産業・工業が発
達。内陸部には播磨科学
公園都市があります。

南部には播磨圏域の中核都市・
姫路があり、産業、商業、工業、水
産業が発達。中国山地を形成す
る北部は、農林業が盛んです。

摂津、播磨、丹波、但馬、淡路の五つの国
で成り立っている兵庫。それぞれの国が
強い特色を持ち、「日本の縮

しゅくず

図」ともいわ
れます。

東経135度で明石市を通る
日本の標準時子午線

7 6



播は
り
ま磨

圏け
ん
い
き域

は
、瀬
戸
内
海
の
東
側
に
位
置
す
る

播は
り
ま
な
だ

磨
灘
に
面
し
て
い
ま
す
。

家
島
諸
島
を
は
じ
め
と
す
る
島
々
と

海
岸
線
、岬
な
ど
美
し
い
景
色
と
、

豊
富
な
海
の
幸
に
恵め

ぐ

ま
れ
て
い
ま
す
。

姫路市の沖合にある大
小40余りの島々を家島
諸島といいます。古くか
ら国生みの島「オノゴロ
島」とも伝えられ、数々
の遺

いせき

跡が残っています。
近年ではレジャーやリ
ゾートでたくさんの人が
訪れています。

大きな岩や変わった形の岩がいたるとこ
ろにあり、自然が作り出した雄大な岩

がんぺき

壁
がそびえる海岸です。

万
まんようしゅう

葉集にも詠
うた

われている瀬
せ と な い か い

戸内海の景色を180度見渡すこと
ができる、相

あいおいわん

生湾東の突
とったん

端にある岬です。

遠
とおあさ

浅の海岸が広がり、
白
は く さ

砂と松林が調和し
た美しい景色が望めま
す。また、朝夕の干潟
は人気の撮影スポット
になっています。

万
まん よ う

葉の岬
みさき

相
あい お い し

生市

播磨には、豊かな海、雄
ゆうだい

大な山々、川や池があり、たくさんの生き物たちがいます。
その一部を見ていきましょう。

❶

新
し ん ま い こ は ま

舞子浜
たつの市

❷

家
いえ し ま

島諸
しょ と う

島
姫
ひ め じ し

路市

❹

小
しょうせきへき

赤壁
姫路市

❸

家島諸島は石材を運ぶガット船の
保有数や砕

さいせきりょう

石量が全国トップクラ
ス。良質の石材が豊富にあり、大
消費地の阪

はんしん

神地域が近いことか
ら、古くから採石業で栄えました。
採石と海運を一

いっしょ

緒に行うため、船
の手入れをするドッグもたくさん
あります。また、良港に恵まれてい
ることから漁業も盛んで、県内有
数の漁

ぎょかくりょう

獲量を誇
ほこ

っています。

採石、海運、漁業の島

1 2 3

4
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❾

播は
り
ま磨

圏け
ん
い
き域

の
北
西
部
は
山さ

ん
か
ん
ぶ

間
部
と
な
り
、一
部
は
中ち

ゅ
う
ご
く国

山さ
ん
ち地

に
も

含
ま
れ
て
い
ま
す
。山
が
育
む
森
に
は
生
き
物
が
あ
ふ
れ
、豊
か

な
生せ

い
た
い
け
い

態
系
が
築き

ず

か
れ
て
い
ま
す
。

岩の間にしみ込んだ水が凍
こお

って岩を割り、斜
しゃめん

面を
滑
すべ

り落ちてできた西日本最大級の岩塊流です。

千
せんちょう

町岩
がんかいりゅう

塊流
宍
し そ う し

粟市

弘
こうぼうだいし

法大師が修
しゅぎょう

業したつなぎ岩など
の奇

きがん

岩があり、『播
は り ま の く に ふ ど き

磨国風土記』にも
記されています。

七
な ぐ さ や ま

種山 福崎町

播磨アルプスとよばれ、気軽に登れるルートから
本格的な縦走登山まで楽しむことができます。

笠
かさがたやませんがみねけんりつしぜんこうえん

形山千ヶ峰県立自然公園の一角に数えられ、
多くの登山者が訪れています。

高
た か み く ら や ま

御位山 神河町千
せ ん が み ね

ヶ峰加古川市・高砂市

播
ばんしゅう

州平
へい や

野や家
いえしましょとう

島諸島の景色が望め、
山頂の近くに日

にっこうじ

光寺があります。

日
にっこ う

光寺
じ さ ん

山 福
ふくさきちょう

崎町

標高1500mに及ぶ県内一の高さから
「兵

ひょうご

庫の屋根」とも呼ばれています。

氷
ひょ う の せ ん

ノ山 宍粟市・養
や ぶ し
父市

洞
ほらがだけ

ヶ岳、鉾
ほこたてやま

立山、三
みつじやま

辻山の三山の総称
で、日本三彦山の一つ。

雪
せ っ ぴ こ さ ん

彦山 姫
ひ め じ し

路市

佐用町では、秋から冬
の早朝に町全体が霧で
覆われます。大

おおなでさん

撫山の
山腹からは、夜明けの
光で幻想的に色が変わ
る美しい霧の海を見る
ことができます。

佐用の朝
あさぎり

霧
佐
さようちょう

用町

播
は り ま ふ じ

磨富士とよばれ、関
かんさいひゃくめいさん

西百名山の一つに数えられます。山頂からは、
但
たじま

馬・丹
たんば

波の連山や瀬戸内海、また四
しこく

国、和
わ か や ま

歌山も一望できます。

❶

❷❸

❹❺

笠
か さ が た や ま

形山
市
いちかわちょう

川町・神
かみかわちょう

河町

❻

❼

❽ 8

9

6

23
4

5
1

7
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神
かみかわちょう

河町には、越知川沿いに千
せんがみねみなみやま

ヶ峰南山
名
めいすい

水、熊
くまのしんすい

野神水、越
お ち が み ね

知ヶ峰名
めいすい

水、笠
かさがたしん

形神
水
すい

の4つの名水があります。

名水を巡
めぐ
りな

がらサイクリン
グを楽しむ越
知川名水街道
自転車下り

中な
か
は
り
ま

播
磨
の
北
部
や
西に

し
は
り
ま

播
磨
に
は
、山
あ
い
を
流
れ
る

川
に
よ
っ
て
で
き
た
数
多
く
の
滝た

き

や
渓け

い
こ
く谷

が
み
ら
れ
、

自
然
の
美
し
さ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「ひょうご森林浴場50選」
に選ばれています。

羅
ら か ん

漢渓
けい こ く

谷 相
あい お い し

生市

88mの高さから三段状
になって岩肌を流れる姿
は壮大で、「日本の滝100
選」にも選ばれています。

❼原
は ら ふ ど う だ き

不動滝
宍粟市

大河ドラマ「軍
ぐ ん し か ん べ え

師官兵衛」
タイトルバックのロケ地に
もなった、佐用町随

ずいいち

一の規
模を誇

ほこ

る滝です。

❽飛
ひり ゅ う

龍の滝
たき

佐
さようちょう

用町

「関西自然に親しむ風
景100選」に選ばれて
おり、四季を通して景
色を楽しむことができ
る渓谷です。

福
ふ く ち

知渓
けい こ く

谷
宍粟市

❼❽

笠形山の登山道にある高
さ65mの滝です。冬には
水が凍ることもあり、幻想
的な姿を見せます。

❾扁
へんみょう

妙の滝
たき

神河町

雄滝ともよばれる高さ
72mの滝で、七種山には
この他にも雌滝、虹ヶ滝な
ど48の滝があります。

  七
な ぐ さ

種の滝
たき

福
ふくさきちょう

崎町

❾

越
お ち が わ

知川名
め い す い

水街
か い ど う

道

ブナ、ミズナラなどが
群生し、新緑や紅葉が
美しい渓谷です。「水
源の森百選」に選ば
れ、山頂付近には樹

じゅれい

齢
200年を超える天然
杉があります。

音
おん ず い

水渓
けい こ く

谷
宍
し そ う し

粟市

❶

❷

❹

ケヤキ、カエデの木が多く、秋は辺りを赤く
彩
いろど

ります。県内初の森林セラピーを体験す
ることができます。

赤
あか さ い

西渓
けい こ く

谷 宍粟市

❺

6

10

10

神
かみかわちょう
河町

7
9

8 10

6
1

4
5

2

3

美しい滝や渓谷が連なる
県指定の名勝。

鹿
し か が つ ぼ

ヶ壺 姫
ひ め じ し

路市

❸
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川
は
古
く
か
ら
農
工
業
の
用よ

う
す
い水

と
し
て
利
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
。ま
た
水
質
が
良
好
な
こ
と
か
ら
、

醤し
ょ
う
ゆ油

や
酒
づ
く
り
が
発
達
す
る
な
ど
、人
々
の
暮

ら
し
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

高
原
は
山
あ
い
に
囲
ま
れ
た
平
野
部
で
、標
高
が

高
い
た
め
夏
で
も
涼
し
く
、

高
山
植
物
も
見
ら
れ
ま
す
。

西日本有数の約90haに及ぶススキ
の大草原が広がります。

新
しんぐう

宮地域市街地の東には
揖
い ぼ が わ

保川にかかるつり橋があ
り、これを渡ると紅葉の名
所東
ひがしやまこうえん

山公園があります。

播
は り ま

磨五
ご せ ん

川

播磨を流れる加
か こ が わ

古川、市
いち

川
かわ

、
夢
ゆめさきがわ

前川、揖
い ぼ が わ

保川、千
ちくさがわ

種川は「播
磨五川」とよばれます。これ
ら5つの川は小さな支流が集
まって形成されており、1つの
大きな川になって播磨灘に流
れ込んでいます。

揖保川

峰
みね や ま

山高
こう げ ん

原 神河町

クヌギやナラの林、笹
ささ

原などが広
がる、なだらかで広大な高原です。

太
お お た

田池
い け

神河町

砥峰高原付近のダム湖で、
おだやかな水辺空間が広
がっています。

自然がみせる幻想的な風景は、多くの映画や
ドラマで登場しています。
〈ロケ地となった主な作品〉
◆ノルウェイの森（映画）
◆信

のぶながコンツェルト

長協奏曲（映画）
◆軍

ぐ ん し か ん べ え

師官兵衛（NHK大河ドラマ）　ほか

砥峰高原ロケ地ガイド

千種川

加古川夢前川

市川

東
ひがしやま

山公
こう え ん

園
のつり橋

ばし

たつの市

砥
との み ね

峰高
こう げ ん

原
神
かみかわちょう
河町

❶

❷

❸
2
1
3

「ノルウェイの森」撮影風景
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東
播
磨
は
雨
が
少
な
く
、農
業
用
水
の
確
保
が
困こ

ん
な
ん難

で
し
た
。そ
こ
で
江え

ど
じ
だ
い

戸
時
代
か
ら
明め

い
じ治

・
大た

い
し
ょ
う正

時じ
だ
い代

に

か
け
て
、雨
水
を
貯
め
て
お
く
た
め
の
池
や
、川
の
水

を
引
く
た
め
の
疏そ

す
い水

が
多
く
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

棚た
な
だ田

と
は
、平
野
が
な
い
山
あ
い
の
土
地
で
も
稲
作
を
行
え

る
よ
う
に
、斜
面
を
切
り
開
い
て
階
段
状
に
つ
く
ら
れ
た
田
ん

ぼ
の
こ
と
で
す
。日
本
の
原げ

ん
ふ
う
け
い

風
景
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

県内最大のため池で、甲
こうしえんきゅうじょう

子園球場の約12倍の広
さがあります。

西
さ い こ う じ

光寺野
の そ す い

疏水 福
ふくさきちょう

崎町

農
のうぎょうようすい

業用水が不足していた西
さ い こ う じ の

光寺野
に岡

おかべがわ

部川の水を引くため、1914年
に築かれました。

新
し ん ゆ

井用
よう す い

水 播
はりまちょう

磨町

干
かん

ばつに苦しむ古
こみやむら

宮村に加古川大
おお

堰
ぜき

から水を引くための用
ようすいろ

水路で、
1656年（江

え ど じ だ い

戸時代）に完成しました。

神河町の新野では、古くから川の水によって農作物が育てら
れ、江戸時代になると、効率よく水をくみ上げることができる
水車がたくさん作られました。その当時ののどかな風景を未
来に残すため、水車の設置や保全活動が行われています。

田園風景を今に伝える新
にい の

野の水
すいしゃ

車

山の斜面に約1000枚の棚田が連なり、夏は一面が稲の緑
に覆

おお

われ、秋には収穫を待つ稲
いなほ

穂が黄
こがねいろ

金色に輝きます。

神河町

田
た わ

和の
棚田
佐用町

奥
お く い ざ さ

猪篠の
棚田
神
かみかわちょう

河町

山田の
棚田
宍
し そ う し

粟市

飯見の
棚田
宍
し そ う し

粟市

乙
お つ お お き

大木谷
だ に

の棚
た な だ

田
佐
さようちょう

用町

加
か こ

古大
おお い け

池
稲
いなみちょう

美町

❶

❷❸

❶

❸

❷

6

3

1
2

❹

❺

2
1

3
6

4
5
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海
、山
、川
な
ど
、豊
か
な
自
然

に
恵
ま
れ
た
播
磨
は
、多
く
の

植
物
た
ち
の
宝
庫
で
す
。

水のきれいな場所に育ち、5月から6月になると梅に似た花を
つけます。神河町では新野の水路などでみられます。

賀茂神社の
ソテツ
たつの市

法雲寺の
ビャクシン

上
かみごおりちょう
郡 町

神河の

梅
ば い か も

花藻
神
かみかわちょう
河 町

大
おおさけ

避神
じんじゃ

社の
コヤスノキ

上郡町

たつのの

梅
たつの市

佐用の
大イチョウ

佐用町

日本最北端にある自
生のソテツ群として、
県の天

てんねんきねんぶつ

然記念物に指
定されています。

ヒノキの仲間で、樹
じゅれい

齢
600〜800年と推定さ
れる日本最大級のビャ
クシンがあります。

国内では西播磨から岡山
との県境付近のみにみられ
る、大変めずらしい木です。

樹齢約1000年と伝えられる
イチョウの大木です。

高さ43m、樹齢は約800年とみられ、ス
ギの中では県下2位となる巨樹です。

應聖寺の庭園には、仏
ぶっきょうさんだい

教三大
聖
せいじゅ

樹の一つに挙げられる沙羅
の花が咲きます。

広大な綾部山の丘に梅の木
が広がる、西日本有数の海
の見える梅林です。

綾
あ や べ や ま

部山梅
ばいりん

林

たつの市御津町黒崎1492
☎079-322-3551

海外の品種も含めた約315種
類の梅の木が植栽され、瀬戸
内海が一望できる公園です。

世界の梅公園

たつの市御津町黒崎1858-4
☎079-322-4100

佐用町では、7月から8月上
じょうじゅん

旬にかけ
て数十万本のひまわりが咲

さ

き、畑一
面が黄色に染まります。 ❶

❹❺

應
おうしょうじ

聖寺の

沙
さ ら

羅
福
ふくさきちょう
崎 町

10

❾

❷❸

❼

佐用の
南光ひまわり畑

佐
さようちょう
用町

❻

大畑大歳神社の
大杉
神河町

❽

1 8

10

4
5
3

7
2

69
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日本の貴重な動物、植物、地
ちしつ

質・鉱
こうぶつ

物、また区
くいき

域について、その
保護を目的として法律で指定されたものです。環境や生態系
を考え、これからも守り続けていくことが大切です。

神河町や佐用町
の一部で見られま
す。地域での絶滅
が心配される一
方、農作物が荒ら
されることもあり、
対策が求められて
います。

ニホンザル

冬に播磨の河川敷やため池
でみられる雁

がん

の仲間で、絶
滅が心配されています。

ヒシクイ
絶滅が心配される
雁の仲間で、最近
ではたつの市の海
岸で姿が確認され
ています。

コクガン

冬を越すために日本
へやってくる雁の仲間
で、播磨では川や水田
などでみられます。

マガン

ワシの仲間では体長が最
も大きく、羽を広げると2ｍ
にもなります。最近では全
国的にも数が激減し、絶滅
が心配されています。

イヌワシ
播磨では里山近く
に生息しています
が、全国的に絶滅
が心配される生き
物の一つです。

クマタカ

海や川にいる魚、水鳥
を食べるため、播磨で
は瀬戸内海沿岸で観
察されています。

オジロワシ

天然記念物

天然記念物

天然記念物

天然記念物
天然記念物

水のきれいな場所に生息
し、播磨ではヘイケボタ
ル、ヒメボタル、ゲンジボ
タルがみられます。

ホタル
大きなものは1mを超す世
界最大の両

りょうせいるい

生類で、佐
さ よ う

用
町
ちょう

や宍
し そ う

粟市
し

、神
かみかわ

河町
ちょう

など
に生

せいそく

息しています。

オオサンショウウオ

播磨では氷
ひょうのせん

ノ山を中心とする山岳部に
生息。絶滅が心配されていますが、エサ
を求めて人里に下り、人に危害を加える
こともあります。

ツキノワグマ

特別天然記念物

天
て ん ね ん き ね ん ぶ つ

然記念物って？

※※

※

※
※※

※「兵庫県版レッドリスト2013」より転載

生
物
た
ち
の
楽
園
、播
磨
。し

か
し
生
物
た
ち
の
中
に
は
、

絶
滅
が
心
配
さ
れ
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。生
物
た
ち
も
、彼

ら
が
暮
ら
す
豊
か
な
自
然
環

境
も
、未
来
に
向
け
て
大
切
に

守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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姫
路
城
は
、1
3
3
3
年
に
播
磨
で

勢
力
を
も
っ
て
い
た
赤あ

か
ま
つ松
氏
が
と
り
で

を
築
い
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い

ま
す
。安あ

づ
ち土
・
桃も

も
や
ま
じ
だ
い

山
時
代
に
は
、羽は

し
ば柴

（
豊と

よ
と
み臣
）秀ひ

で
よ
し吉
が
3
層
の
天
守
を
建
て
、

西さ
い
ご
く国
攻
略
の
拠き

ょ
て
ん点
と
し
て
重
要
な
役
割

を
担に

な

い
ま
し
た
。1
6
0
9
年
に
は
、

池い
け
だ田
輝て

る
ま
さ政
が
現
在
の
5
層
7
階か

い（
地
上

6
階
・
地
下
1
階
）の
連れ

ん
り
つ
し
き
て
ん
し
ゅ

立
式
天
守
を

完
成
さ
せ
、江え

ど戸
か
ら
遠
く
離
れ
た

中
国
・
九
州
地
方
の
大だ

い
み
ょ
う名
た
ち
の
動
き

を
け
ん
制
し
、幕
府
の
体
制
を
維い

じ持
す

る
役
目
を
果
た
し
ま
し
た
。そ
の
後
、

1
6
1
8
年
に
本ほ

ん
だ多
忠た

だ
ま
さ政
が
息
子
・

忠た
だ
と
き刻
と
そ
の
妻
・
千せ

ん
ひ
め姫
の
た
め
に
西
の

丸
を
建
て
、現
在
の
姿
と
な
り
ま
し
た
。

お
城
の
歴
史

播は
り
ま磨
の
城
と
城
下
町
①

　

白し
ら
さ
ぎ鷺
が
羽
根
を
広
げ
た
よ
う
な
姿

か
ら
白
鷺
城
の
名
を
持
つ
姫
路
城
。現

存
す
る
日
本
の
城
で
は
最
も
大
き
く
、

日
本
一の
名
城
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

高
く
そ
び
え
る
天て

ん
し
ゅ守
な
ど
、江
戸
時
代

の
城じ

ょ
う
か
く
け
ん
ち
く

郭
建
築
の
構
造
が
よ
く
残
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、１
９
５
１
年
国
宝
に
指

定
さ
れ
、１
９
９
３
年
に
は
日
本
で
初

め
て
法ほ

う
り
ゅ
う
じ

隆
寺
と
共
に
世
界
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
ま
し
た
。国
内
だ
け
で
は
な

く
世
界
中
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪

れ
、2
0
1
5
年
度
の
年
間
来
城
者
数

は
日
本
の
城
郭
年
間
入
城
者
数
の
最

多
記
録
を
更
新
し
ま
し
た
。

姫
ひ め じ し

路市

福岡市美術館蔵（黒田資料）書写山圓教寺蔵 神戸市立博物館蔵

「真柴久吉公播州姫路城郭築之図」兵庫県立歴史博物館蔵

池
い け だ

田輝
て る ま さ

政 黒
く ろ だ

田官
か ん べ え

兵衛 羽
は し ば

柴（豊
と よ と み

臣）秀
ひ で よ し

吉千
せ ん ひ め

姫

茨城県常総市・弘経寺蔵
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長
い
歴
史
の
中
で
姫
路
城
に
伝
わ
る
さ

ま
ざ
ま
な
伝
説
。そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

姫路城　姫路市本町68　☎079-285-1146

乾
いぬいこてんしゅ

小天守

大天守

　

羽
柴（
豊
臣
）秀
吉
が
築
城
に
取
り
掛

か
っ
た
と
き
、石
垣
の
石
が
集
ま
ら
ず
苦

労
し
て
い
ま
し
た
。城
下
で
焼
き
も
ち
を

売
る
貧
し
い
お
ば
あ
さ
ん
が
そ
れ
を
聞
き
、

「
せ
め
て
お
役
に
立
て
ば
」と
石い
し
う
す臼
を
差

し
出
し
ま
し
た
。秀
吉
は
大
変
喜
び
、さ
っ

そ
く
石
臼
を
石
垣
に
利
用
し
ま
し
た
。こ

の
話
が
評
判
を
呼
び
、人
々
が
競
っ
て
石

を
持
ち
寄
っ
た
た

め
、工
事
が
順
調

に
進
ん
だ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。こ

の
石
臼
は
今
も

乾い
ぬ
い
こ
て
ん
し
ゅ

小
天
守
の
石
垣

に
残
って
い
ま
す
。

　

木き
の
し
た下
家い
え
さ
だ定
が
城
主
の
こ
ろ
、宮
本
武

蔵
は
名
を
変
え
て
天
守
を
守
る
足あ
し
が
る
ぐ
み

軽
組

に
奉ほ
う
こ
う公
し
て
い
ま
し
た
。当
時
、城
に
は

妖
怪
が
出
る
と
噂う
わ
ささ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

武
蔵
が
平
気
で
夜
回
り
を
続
け
て
い
た

こ
と
か
ら
、家
定
は
武
蔵
に
妖
怪
退
治

を
命
じ
ま
し
た
。武
蔵
が
天
守
に
上
っ
て

い
く
と
、炎
に
襲お
そ

わ
れ
、城
が
激
し
く
ゆ

れ
ま
し
た
。し
か
し
武
蔵
が
腰
の
太た
ち刀

に
手
を
か
け
る
と
、辺
り
は
元
の
静
け
さ

に
。最
上
階
ま
で
上
っ
た
武
蔵
は
明
け
方

ま
で
番
を
し
ま
す
。そ
こ
へ
美
し
い
姫
が

現
れ
、妖
怪
が
武
蔵
を
恐お
そ

れ
退た
い
さ
ん散
し
た

こ
と
を
伝
え
る
と
、白
木
の
箱
に
入
っ
た

郷ご
う
の

義よ
し
ひ
ろ弘
の
名
刀
を
ほ
う
び
と
し
て
与

え
た
と
い
い
ま
す
。こ
の
姫
こ
そ
姫
路
城

の
守
護
神・刑お
さ
か
べ
み
ょ
う
じ
ん

部
明
神
。天
守
の
最
上
階

に
は
今
も

刑
部
明
神

を
祀ま
つ
っ
た
刑

部
神
社
が

あ
り
ま
す
。

　

小こ
で
ら寺
則の
り
も
と職
が
城
主
の
こ
ろ
、臣
下
で

あ
る
青あ
お
や
ま山
鉄て
つ
ざ
ん山
が
城
の
乗
っ
取
り
を
計

画
し
て
い
ま
し
た
。こ
れ
に
気
づ
い
た

忠ち
ゅ
う
し
ん
臣
の
衣き
ぬ
が
さ笠
元も
と
の
ぶ信
は
、女
中
の
お
菊
を

鉄
山
の
屋
敷
へ
潜も
ぐ

り
込
ま
せ
ま
し
た
。

鉄
山
ら
に
城
を
占せ
ん
き
ょ拠
さ
れ
た
後
も
お
菊

は
内
情
を
探
り
ま
す
が
、鉄
山
の
家
来

で
あ
る
町ち
ょ
う
の
つ
ぼ
だ
ん
し
ろ
う

坪
弾
四
郎
に
知
ら
れ
て
し
ま

い
ま
す
。お
菊
に
想
い
を
寄
せ
る
弾
四
郎

は
、こ
れ
を
楯た
て

に
結
婚
を
迫せ
ま

り
ま
す
が
、

お
菊
は
拒き
ょ
ひ否
。腹
を
た
て
た
弾
四
郎
は

小
寺
家
家か
ほ
う宝
の
皿
を
一
枚
隠
す
と
お
菊

に
罪
を
着
せ
、切
り
殺
し
て
井
戸
に
投

げ
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。す
る
と
井
戸
か

ら
、毎
夜「
一
枚
、二
枚
…
」と
皿
を
数
え

る
お
菊
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、鉄
山
ら

は
元
信
に
よ
っ
て

滅
ぼ
さ
れ
ま
し

た
。十じ
ゅ
う
に
し
ょ
じ
ん
じ
ゃ

二
所
神
社

の
境け
い
だ
い内
に
は
お

菊
神
社
が
あ
り

ま
す
。

◆
姥う
ば

が
石い
し

◆
宮み
や
も
と
む
さ
し

本
武
蔵
の
妖よ
う
か
い
た
い
じ

怪
退
治

◆
播ば
ん
し
ゅ
う
さ
ら
や
し
き

州
皿
屋
敷

石臼が使われた石垣

天守閣の最上階にある
刑部神社

城内のお菊井戸

知
っ
て
る
？

　

姫
路
城
に
は
、天
守
だ
け
で
な
く
門
や
櫓

や
ぐ
ら

な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
建
築
物
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
造
り
に
も
注
目
す
る
と
、お
も
し
ろ
い

発
見
が
あ
る
か
も
。
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姫路城

姫路の城下町は、第
だいにじせかいたいせん
二次世界大戦の空

くうしゅう
襲でそのほとんどが失われました。

しかし、一部の地域には、江戸時代から続く伝統的な町並みが今も残っています。

中国自動車道

山陽自動車道

山陽新幹線

播
但
線

夢
前
川

2

67

JR姫路駅

姫路城

大
おおのけじゅうたく

野家住宅

虫
むしこまど

籠窓や格子窓など、町
家の特徴的な様式が今も
残っています

初
は つ い け

井家

北
きたはら

原白
はくしゅう

秋に教え
を 受 け た 歌 人・
初
はつい

井しづ枝が嫁
とつ

いだ初井家の住宅
（非公開）

お夏
なつ

・清
せいじゅうろうひよくづか

十郎比翼塚（慶雲寺）
身分の違いから仲を引き
裂かれたお夏と清十郎を
弔
とむら

う塚があります

参
さんきんこうたい

勤交代の経路だった西
さいごくかいどう

国街道があったこと
で、姫路の代表的な商店街として大きく栄えま
した。商業を支えた舟運のなごりや町家などが
残っています。

本多忠刻の妻である千姫が夫の病
やまいへいゆ

平癒と本
多家の繁

はんえい

栄を願い、姫路城の北西にある男
おとこやま

山
に建てた神社です。千姫は、西

にし

の丸
まるながつぼね

長局の廊
下から毎日祈りをささげたといわれています。
姫路市山野井町1-3

藩の命令によって開
かいこん

墾された新
しんでん

田を治めてきた
佐野家が、江戸時代に建てた住まいです。めず
らしい庄

しょうやふう

屋風の造りが今も残っており、姫路市
の指定文化財となっています

姫路城の北東に位置する商業・職人のまち。伝
統産業である鋳

い も の

物の製造がさかんで、播
は り ま な べ

磨鍋
（野里鍋）をはじめ、釜

かま

や鍬
くわ

、そして釣
つりがね

鐘の鋳
ちゅうぞう

造
が古くから行われてきました。

江戸時代の藩主の西御屋敷跡を元に整備さ
れた日本庭園です。9つの美しい庭があり、四季
折々の花が楽しめます。
姫路市本町68　☎079-289-4120

みどころ！

みどころ！

みどころ！

みどころ！

「大奥」撮影風景 写真提供：
姫路フィルムコミッション

歴
れきしじょうちょ

史情緒あふれる城下町や武家屋敷の
風景など、たくさんの映画やテレビドラマ
で姫路の姿を目にすることができます。
ロケ地となった作品：
・「GＩジョー：漆黒のスネークアイズ」
・「引っ越し大名！」（映画）
・「関ヶ原」（映画）
・「大奥」（映画・ドラマ）　
ほか

京口駅

播磨国総社

姫路城

大野家住宅

初井家

姫路文学館

新幹線

姫路駅

山陽姫路駅

JR 山陽本線

J
R
播
但
線

山
陽
電
鉄
本
線

姫路城西御屋敷跡庭園　好
こ う こ え ん

古園
男
おとこやま

山千
せ ん ひ め て ん ま ん ぐ う

姫天満宮
男
おとこやま

山千
せ ん ひ め て ん ま ん ぐ う

姫天満宮
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藩
主
・
浅あ

さ
の
た
く
み
の
か
み
な
が
の
り

野
内
匠
頭
長
矩
が
、江
戸
城
で

朝ち
ょ
う
て
い
廷
の
使
者
を
迎
え
る
任
務
を
命
じ
ら
れ
た

際
、指し

な
ん
や
く

南
役・吉き

ら
こ
う
ず
け
の
す
け
よ
し
ひ
さ

良
上
野
介
義
央
に
斬き

り
か
か

る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　

将
軍
で
あ
る
徳と

く
が
わ川
綱つ

な
よ
し吉
は
激
怒
し
、浅
野

内
匠
頭
に
即
刻
切せ

っ
ぷ
く腹
、赤
穂
藩
の
お
取
り
つ

ぶ
し
、赤
穂
城
の
明
け
渡
し
を
命
じ
ま
し
た
。

　

赤
穂
藩
筆ひ

っ
と
う
か
ろ
う

頭
家
老
・
大

お
お
い
し
く
ら
の
す
け
よ
し
た
か
（
よ
し
お
）

石
内
蔵
助
良
雄

は
、幕
府
に
浅
野
家
の
再さ

い
こ
う興
を
願
い
出
ま
し

た
が
、受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た

め
、吉
良
へ
の
仇あ

だ
う討
ち
を
決
意
。

　

赤
穂
市
で
は
、毎
年
討
ち
入
り
が
行
わ
れ

た
12
月
14
日
に
赤
穂
義
士
祭
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。大
名
行
列
や
義
士
た
ち
の
行
列
を
は

じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
、討
ち
入
り
を
果
た

し
た
赤
穂
義
士
た
ち
を

顕
彰
し
て
い
ま
す
。

1
7
0
2
年
12
月
14

日
、大
石
内
蔵
助
ら
47

人
の
赤
穂
義
士
た
ち

は
、吉
良
上
野
介
を
討う

ち
果
た
し
ま
す
。

　
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、平
和
が
続
く
江
戸
の

時
代
に
薄う

す

れ
つ
つ
あ
っ
た
武ぶ

し
ど
う

士
道
の
精
神
や

主し
ゅ
く
ん君
へ
の
忠ち

ゅ
う
せ
い
し
ん

誠
心
が
人
々
の
心
を
打
ち
、赤
穂

義
士
た
ち
は
英
雄
と
し
て
語
り
継つ

が
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

大
おおいしよしたかたくあとながやもん

石良雄宅跡長屋門

加西市

お
城
の
歴
史

播は
り
ま磨
の
城
と
城
下
町
②

　

赤
穂
城
は
、藩
主
・
浅あ

さ
の野
長な

が
な
お直
が

1
6
4
8
年
か
ら
13
年
の
歳
月
を
か

け
て
築
い
た
も
の
で
す
。近
世
の
城
で

は
非
常
に
め
ず
ら
し
い
設
計
が
な
さ

れ
、複
雑
に
折
れ
曲
が
る
石い

し
が
き垣
や
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
で
設
け
ら
れ
た
門
な
ど
、

そ
の
構
造
は
戦い

く
さ
を
強
く
意
識
し
た
も

の
で
し
た
。
明
治
時
代
の
廃は

い
じ
ょ
う
れ
い

城
令
で

建
物
が
取
り
こ
わ
さ
れ
、現
存
す
る
の

は
堀
と
石
垣
と
一
部
の
建
物
の
み
で
し

た
が
、1
9
7
1
年
に
国
の
史
跡
に
指

定
さ
れ
る
と
、復
元
が
進
め
ら
れ
ま
し

た
。2
0
0
2
年
に
は
本
丸
庭
園
と
二

之
丸
庭
園
が
国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ

た
ほ
か
、現
在
も
整
備
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

赤
あ こ う し

穂市

歌川国芳
「誠忠義士伝」
大星由良之助良雄

浅野家藩主として初代である長直の頃よ
りゆかりのある、赤穂藩三がく寺（赤穂の
花
か が く じ

岳寺、東京の泉
せ ん が く じ

岳寺）の一つ。歴代藩主と
義士の位

い は い

牌が祀
まつ

られています。
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赤穂の城下町は海に面していたため、暮らしに欠かせない
水を得るために井戸を掘っても良質な水は得られませんで
した。そこで1616年、赤穂城や城下町に川の上流から水を
引くための旧赤穂上水道が造られました。日本三大水道の
一つといわれ、各所にモニュメントが整備されています。

市街の東を千
ちくさがわ
種川が流れ、南に播

はりまなだ
磨灘が広がる赤穂の城下町。赤穂義士たちゆ

かりの地がいたるところに残り、その様子を伝えています。

浅野家の先祖を祀
まつ

るための寺として、藩主・浅
野長直によって建てられました。境

けいだい

内には浅野
内匠頭、大石内蔵助、赤穂義士47人の墓碑
が並び、浅野家や義士に関する資料を収めた
宝
ほうもつかん

物館、義
ぎ し も く ぞ う ど う

士木像堂などがあります。
赤穂市加里屋1992　☎0791-42-2068

大石内蔵助をはじめとする47人の赤穂義士
たちが祀られています。境内には国指定史跡
に建つ大

お お い し よ し た か た く あ と な が や も ん

石良雄宅跡長屋門や庭園、義士ゆ
かりの武

ぶ ぐ

具・書
し ょ が

画を展示している義
ぎ

士
し

宝
ほ う も つ で ん

物殿
があります。
赤穂市上仮屋旧城内　☎0791-42-2054

「赤穂の塩」「赤穂の城と城下町」「赤穂義士」
「旧赤穂上水道」のテーマにそって、赤穂の歴
史を学ぶことができます。国の重要有形民俗文
化財に指定されている製

せいえん

塩用具も展示されて
います。
赤穂市上仮屋916-1　☎0791-43-4600

浅野内匠頭が吉良上野介を斬りつけた事件
の第一報を知らせるため、江戸より大石内蔵助
邸に駆

か

けつけた赤穂藩士の早
は や み

水藤
と う ざ え も ん

左衛門と
萱
か や の

野三
さんぺい

平は、この井戸の水を飲んで一息つい
たといわれています。
赤穂市加里屋

みどころ！

みどころ！

みどころ！

みどころ！

赤穂城

旧上水道モニュメント

義士あんどん（からくり時計）

播州赤穂駅JR 赤穂線

お城までの
メインストリー
トはここ！

※�令和7年4月1日から� �
「塩と義士の館赤穂化成ミュージアム」に名称変更します。（令和12年3月31日まで）
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龍
野
城
は
、有
力
豪ご

う
ぞ
く族
で
あ
っ
た
赤あ

か
ま
つ松
氏
が

1
4
9
9
年
に
鶏
籠
山
頂
に
城
を
築
い
た
の

が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。1
5
7
7
年

に
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長
が
全
国
統
一を
進
め
る
中
、豊と

よ
と
み臣

（
羽は

し
ば柴
）秀ひ

で
よ
し吉
に
城
が
明
け
渡
さ
れ
、以
来
多
く

の
大
名
が
龍
野
城
の
城
主
と
な
り
ま
し
た
。

［
龍
野
城
城
下
町
ゆ
か
り
の
人
物
］

　

1
6
7
2
年
に
城
主
と
な
っ
た
脇わ

き
ざ
か坂
安や

す
ま
さ政

は
、龍
野
城
の
修し

ゅ
う
ち
く築
に
取
り
掛
か
る
と
と
も

に
、城
下
町
の
整
備
を
行
い
、現
在
に
至
る
町

の
基き

そ礎
を
築
き
上
げ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、龍
野
城
は
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た

が
、1
9
7
7
年
か
ら
本ほ

ん
ま
る
ご
て
ん

丸
御
殿
、城じ

ょ
う
へ
き壁
、

多た
も
ん
や
ぐ
ら

聞
櫓
、埋う

ず
み
も
ん門
、隅す

み
や
ぐ
ら櫓
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。当
時
の
城
の
様
子
を
伝
え
て
い
ま
す
。

埋
うずみもん

門

本
ほんまるごてん

丸御殿

龍野城下町にある生
せいか

家

龍
たつのこうえん

野公園の赤とんぼ歌
か ひ

碑 三木露風立像

播は
り
ま磨
の
城
と
城
下
町
③

　

龍
野
城
は
、揖い

ぼ
が
わ
保
川
と
鶏け

い
ろ
う
ざ
ん

籠
山
を
は

じ
め
と
す
る
山
々
に
囲
ま
れ
た
自
然

豊
か
な
龍
野
の
地
に
築
か
れ
ま
し
た
。

江え
ど
じ
だ
い

戸
時
代
に
は
、三
日
月
の
大
豆
、揖

保
川
の
清
流
、赤
穂
の
塩
を
利
用
し
た

醤し
ょ
う
ゆ油
の
製
造
な
ど
、現
在
ま
で
受
け
継つ

が
れ
る
産
業
が
大
き
く
発
展
を
遂
げ
ま

し
た
。江
戸
時
代
の
風ふ

ぜ
い情
が
感
じ
ら
れ

る
町
並
み
が
今
も
残
る
龍
野
城
下
町

は
、播は

り
ま磨
の
小
京
都
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

たつの市

お
城
の
歴
史

　

た
つ
の
市
で
は
、毎
年
春
に
さ
く
ら
祭
と
武

者
行
列
が
行
わ
れ
ま
す
。武
者
行
列
は
、明
治

時
代
に
旧
龍
野
藩
士
が
甲か

っ
ち
ゅ
う冑
姿
で
龍
野
神
社

に
ま
いっ
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
、武
士
の

よ
ろ
い
や
か
ぶ

と
を
身
に
つ
け

た
子
ど
も
た

ち
が
桜
の
咲

く
龍
野
の
城

下
町
を
歩
き

ま
す
。
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龍野城を中心に南へ広がる城下町。龍野藩五万三千石の城下町として栄えた姿
や、武士たちの質

しっそけんやく
素倹約な暮らしぶりを、時を超えて感じることができます。

たつの市は古くから山陽道・因幡街道が通り、
中世には筑紫大道、近世には揖保川の水運に
より常に交通の要衝の地として栄えてきました。
このため多くの歴史資料が残され、古代から近
世までの資料を保存公開しています。
たつの市龍野町上霞城128-3　☎0791‐63‐0907

脇坂氏の上屋敷であった御
おすずみしょ

涼所をはじめ、安
政年間に移築されたと伝わる茶室「浮

うきどう

堂」や、
裏
うらせんけほううんさいせんそうしつ

千家鵬雲斎千宗室が名づけた茶室「楽
らくあん

庵」
などがあります。
たつの市龍野町中霞城6　☎0791-62-2058

醤油会社本社であったレンガ造り風の建物は、
平成２０年４月に国の登録有形文化財に登録
されました。昭和初期まで蔵人が使っていたこ
うじむろ、桶、樽などの製造用具、文献、資料を
一堂に展示しています。
たつの市龍野町大手54‐1　☎0791‐63‐4573

国の登録有形文化財である事務所棟・醸造工
場を観光案内所とアンテナショップ兼カフェに活
用し、たつの市の魅力を体感できる観光交流
拠点として公開しています。館内では、各種イベ
ントの開催や芸術作品の展示も行っています。
たつの市龍野町上霞城126　☎0791‐72‐8871
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揖保川

野見宿禰神社

龍野公園

如来寺

龍野の
カタシボ竹林

龍野城

如来寺周辺の
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風情たっぷり

片方だけに
シワが出る
珍しい竹

龍
野
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町

龍野歴史文化資料館

龍野歴史文化資料館

醤油の郷大正ロマン館 うすくち龍野醤油資料館

うすくち龍野醤油資料館

「たつの市龍野伝統的建造物群保存地区」は、
脇坂氏の約 200 年にわたる長い藩政を象徴する
龍野城下町の一部です。江戸時代から昭和初
期までに建てられた町家や、近代の醤油醸造関
係の遺構等、多様な町並みを色濃く残しているこ
とから、国の「重要伝統的建造物群保存地区」
に選定されています。

たつの市
龍野伝統的建造物群保存地区

醤油の郷大正ロマン館

龍野の町並みは、数々の映画やテレビドラマの
舞台として登場しています。特に日本を代表す
る映画『男はつらいよ』では、日本人の持つ温
かみや人情と、かつての古き良き日本の姿を
残す龍野の町並みが見事に調和しています。

浦川（如来寺前）

重要伝統的建造物群
保存地区
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