
　

1
6
7
9
年
に
山
崎
藩
藩
主
と
な
っ
た

本ほ
ん
だ多

忠た
だ
ひ
で英

に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。近

く
に
は
歴
史
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
山
崎

歴
史
郷
土
館
と
、旧
龍
野
治
安
裁
判
所
山
崎

出
張
所
を
移
築
し
た
山

崎
歴
史
民
俗
博
物
館
が

あ
り
ま
す
。

宍粟市山崎町鹿沢80、81

　
1
6
6
3
年
に
、池い
け
だ田

政ま
さ
な
お直（

初
代
姫
路
藩

主
池い
け
だ田

輝て
る
ま
さ政

の
孫
）を
初
代
藩
主
と
し
て
立
藩

し
、八
代
に
わ
た
り
幕
末
ま
で
こ
の
地
に
陣
屋

を
構
え
政
治
を
行
い
ま
し
た
。陣
屋
に
造
ら
れ

た
池ち
せ
ん
か
い
ゆ
う

泉
回
遊
式し
き

の
庭て
い
え
ん園

は
、県
内
で
は
事
例
が
少

な
い
大
名
庭
園
で
兵
庫
県

の
指
定
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

神崎郡神河町福本

　

1
6
1
7
年
、林
田
藩
初
代
藩
主
建た
け
べ部

政ま
さ
な
が長

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
陣
屋
で
す
。近
く

に
は
武
士
だ
け
で
な
く
庶し
ょ
み
ん民

で
も
入
学
で
き

た
藩
校「
敬け
い
ぎ
ょ
う
か
ん

業
館
」が
あ
り
、学
問
や
武
道
の

教
育
が
さ
か
ん
で
し
た
。

藩
校
は
幕
末
に
再
建
さ

れ
た
講
堂
が
今
も
そ
の

ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。

姫路市林田町林田

　

1
6
9
7
年
に
森も
り

長な
が
と
し俊

が
初
代
藩
主
と

な
っ
た
三み
か
づ
き

日
月
藩は
ん

で
は
、以
後
明
治
時
代
に
い

た
る
ま
で
、乃
井
野
陣
屋
を
中
心
と
す
る
城
下

町
が
栄
え
ま
し
た
。現
在

は
江
戸
時
代
の
建
物
と
し

て
物
見
櫓や
ぐ
らや

表
門
が
整
備

さ
れ
、出
土
品
を
展
示
す

る
陣
屋
館
が
あ
り
ま
す
。

佐用郡佐用町乃井野966　☎0790-79-3002（土日祝）

　

1
7
1
7
年
に
安
志
藩
藩
主
小お
が
さ
わ
ら

笠
原

長な
が
お
き興

に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。現
在
は

姫
路
市
立
安
富
中
学
校
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、表
門
は
陣
屋
跡
近
く
の
真し
ん
こ
う
じ

光
寺
に
、ま

た
大
手
門
は
実じ
ほ
う
じ

法
寺
の

斎い
つ
き神

社
に
移
さ
れ
、そ
の

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

姫
路
市

姫路市安富町安志320-1

ぐるり陣
じ ん や あ と

屋跡めぐり
陣屋とは城を持たない大名の屋敷で、藩内の政治・経済の中心とし
て機能しました。明治政府の廃城令によってほとんどがなくなりま
したが、播磨にはかつての陣屋跡が数多く残っています。

姫ひ
め
じ
し

路
市

宍し
そ
う
し

粟
市

神か
み
か
わ
ち
ょ
う

河
町

佐さ
よ
う
ち
ょ
う

用
町

　

1
6
5
8
年
、讃
岐
丸
亀
藩
初
代
藩
主
の

京き
ょ
う
ご
く極

高た
か
か
ず和

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
陣
屋
で
す
。

播
磨
1
万
石
の
支
配
地
と
し
て
網
干
興
浜
に

陣
屋
を
設
置
し
、網
干
郡

代
を
置
い
た
も
の
で
す
。

姫路市網干区興浜

姫
路
市

丸ま
る
が
め
は
ん
お
き
は
ま
じ
ん
や
あ
と

亀
藩
興
浜
陣
屋
跡

(

網あ
ぼ
し
じ
ん
や
あ
と

干
陣
屋
跡)
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旧山本家

片岡家

網干のまちなみ

祭
り
華は

な

や
か
歴
史
の
町

ダイセルの前身のセ
ルロイド会社が建てた
洋風建築。会社に招い
た外国人技術指導者
の宿舎として利用され
ました。現在は資料館として無料で一

いっぱん

般に公開されて
います。
姫路市網干区新在家1239　☎079-273-7001

ダイセル異人館
網干の魅

みりょく

力の発
はっしんきょてん

信拠点として2009年にオープン。
地場産品の販

はんばい

売や朝市などさまざまなイベントの
ほか、観光ガイドも
行っています。
姫路市網干区
余
よ こ は ま

子浜12
☎079-255-8001

あぼしまち交流館

網干地区には、歴史を感じさせる住宅が多く残ってい
ます。運送業や醤

しょうゆ

油づくりを手がけた加藤家は、主屋
や長屋門、蔵などを備え、国の登録有形文化財に登録
されています。片岡家は1702年に建てられた大

おおじょうや

庄屋
の住宅です。大正時代に建てられた旧水井家は戦前ま
で材木問屋を営んでおり、住宅に利用されている木材
は立派です。旧山本家は大正時代に網干銀行頭取が
建立した豪華な擬似洋館が有名です。

加
か と う け

藤家、片
か た お か け

岡家、旧
き ゅ う み ず い け

水井家、旧
き ゅ う や ま も と け

山本家

　魚吹八幡神社で毎年10月21・22日に
行われる秋祭りのこと。
　21日の宵

よいみや
宮では竹

たけざお
竿の先に提灯をつ

けて練り歩き、神社の入口で互
たが

いに提灯
を激しく叩

たた
き合います。竹竿の鳴る音、

人々のどよめきが混じり合って祭りは盛
り上がります。
　22日の本宮では、豪華絢爛な屋台の
練り合わせが見ものです。
　魚吹八幡神社秋季例大祭風流は県の重
要無形民俗文化財に指定されています。

龍
り ょ う も ん じ

門寺
1661年に盤

ばんけい

珪
禅
ぜ ん じ

師 が 建 てた
禅
ぜんしゅう

宗 の 寺 。創
建 に は 丸

ま る が め は ん

亀 藩
京
きょうごくけ

極家と網干の
豪
ごうしょう

商・灘屋の援
えんじょ

助がありました。寺には20以上の堂が並
び、播

は り ま ち ほ う

磨地方でも屈
く っ し

指の禅宗寺院です。
姫路市網干区浜田812　☎079-272-1276

1688年、盤珪禅師
の弟子である田

でんすて

捨
女
じょ

が龍門寺のそば
に開いた寺。捨女は
6歳のときに「雪の
朝 二の字二の字の 
下

げ た

駄の跡」の句を読んだ俳
はいじん

人でもあります。
姫路市網干区浜田632　☎079-272-0823

不
ふ て つ じ

徹寺

　
「
網
干
」の
名
前
は
、地
区
に
あ
る
魚う

す
き
は
ち
ま
ん
じ
ん
じ
ゃ

吹
八
幡
神
社
の
放ほ

う
じ
ょ
う
え

生
会（
捕

ま
え
た
生
き
物
を
放
す
行
事
）の
日
に
、漁
師
が
殺せ

っ
し
ょ
う生

を
や
め
網あ

み

を
干

し
て
お
参
り
を
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

網
干
は
江え

ど
じ
だ
い

戸
時
代
の
は
じ
め
は
姫ひ

め
じ
は
ん
り
ょ
う

路
藩
領
で
し
た
が
、そ
の
後
は

天て
ん
り
ょ
う領（

幕
府
の
領
地
）、龍た

つ
の
は
ん
り
ょ
う

野
藩
領
、丸ま

る
が
め
は
ん
り
ょ
う

亀
藩
領
に
分
か
れ
る
な
ど
し

て
、複
雑
な
歴
史
を
た
ど
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
古
い
寺
社
や
町
並
み

が
残
り
、多
く
の
文
化
財
が
あ
る
地
区
で
す
。

　

魚
吹
八
幡
神
社
の
秋
祭
り
は
、提ち

ょ
う
ち
ん
ね

灯
練
り
や

ダ
ン
ジ
リ
、屋
台
の
差
し
上
げ
で
有
名
で
す
。他

に
も
、季
節
の
祭
り
や
味
わ
い
深
い
地
酒
の
製

造
な
ど
、独
自
の
文
化
が
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
の
天
才
軍
師
、黒く

ろ
だ田

官か
ん
べ
え

兵
衛
は
、

大
名
に
な
っ
た
と
き
に
豊と

よ
と
み臣（

羽は
し
ば柴

）秀ひ
で
よ
し吉

か
ら

こ
の
網
干
の
地
を
与
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。最
近
は
あ
ぼ
し
ま
ち
交
流
館
を
拠き

ょ
て
ん点

に
観
光
案
内
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
町
お
こ
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、毎
年
2
月
ご
ろ
に
行
わ

れ
る「
網
干
か
き
祭
り
」に
も
大
勢
の
人
が
訪

れ
ま
す
。

大覚寺
鎌倉時代に創建され、大覚寺境
内建造物4棟は市指定文化財。豊
臣秀吉も立ち寄った大寺院です。
姫路市網干区興浜151
☎079-273-8825

姫ひ

め

じ

し

路
市
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江え
ど
じ
だ
い

戸
時
代
、瀬せ

と
な
い
か
い

戸
内
海
で
も
有
数
の
廻か

い
せ
ん
ぎ
ょ
う

船
業（
海

運
業
）の
地
と
し
て
栄
え
た
坂さ

こ
し越

。千ち
く
さ
が
わ

種
川
と
坂
越

湾
を
つ
な
ぐ
坂さ

こ
し
だ
い
ど
う

越
大
道
に
は
、当
時
の
お
も
か
げ
を

残
す
美
し
い
町
並
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

坂
越
湾
に
浮
か
ぶ
生い

き
し
ま島

は
、古
来
よ
り
人
の
立
ち

入
り
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
原
生
樹
林
が
残
り
、

国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。秋
に
開

催
さ
れ
る
坂
越
の
船
祭（
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
）で
は
、生
島
へ
の
船ふ

な
と
ぎ
ょ

渡
御
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

牡か
き蠣

養よ
う
し
ょ
く殖

も
盛
ん
で
、牡
蠣
な
ど
の
海
産
物
が
食

べ
ら
れ
る「
海
の
駅
し
お
さ
い
市
場
」は
、冬
に
な
る

と
県
内
外
か
ら
の
観
光
客
で
賑
わ
い
ま
す
。

　

坂
越
ま
ち
並
み
館
や
旧き

ゅ
う
さ
こ
し
う
ら
か
い
し
ょ

坂
越
浦
会
所
、江
戸
時

代
か
ら
続
く
奥お

く
と
う藤

商し
ょ
う
じ事

と
い
っ
た
歴
史
的
建
造
物

が
保
存
さ
れ
た
町
並
み
は
、市
の
景
観
形
成
地
区
に

指
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、塩
や
北
前
船
に
関
す
る
日

本
遺
産
の
構
成
文
化
財
な
ど
、多
く
の
歴
史
文
化

遺
産
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

明治末期から大正時代の銀行であった建
物（旧奥藤銀行）を修復したもので、坂越の
景観の中心。館内では、坂越の歴史や文化
をパネルで紹介しています。また、銀行時
代のアメリカ製大金庫も残っています。
赤穂市坂越1446-2　☎0791-48-7770

坂越まち並み館
行政や商業のための村会所として
1831～1832年に建築。赤

あ こ う は ん し ゅ

穂藩主の
休
きゅうけいじょ

憩所としても使われました。2階の
部屋「観

かんかいろう

海楼」からは坂
さ こ し わ ん

越湾が一望で
きます。
赤穂市坂越1334　☎0791-48-7755

旧坂越浦会所

聖
しょうとくたいし

徳太子の臣下、秦
はたのかわかつ

河勝を祀
まつ

っていま
す。現在の本

ほんでん

殿や拝
はいでん

殿は江戸時代に
再建。坂越湾に浮かぶ生島を神地と
し、毎年秋に坂越の船祭（国の重要無
形民俗文化財）が行われます。
赤穂市坂越1299　☎0791-48-8136

大避神社

江戸時代の廻船業がさかんだった時
期に、坂越浦海域で海難や病気で亡く
なった他の地域の人たちの墓。「よそ
三
ざんまい

昧」ともいわれています。兵庫県指
定文化財。
赤穂市坂越2909

黒
く ろ さ き ぼ し ょ

崎墓所

大
道
が
結
ぶ
川
と
海

　毎年10月第2日曜に行われ
る大避神社の秋の祭礼。
　神社での神事の後、神

み こ し
輿や

獅
し し ま い

子舞が浜
は ま べ

辺まで練り歩き、
御
おたびしょ

旅所がある生島まで船渡御
が行われます。
　船が吹き流しや幟

のぼり
を立て

巡
じゅんこう

行する様子や日
にちぼつご

没後に提灯
をともして島から帰ってくる様
子が美しく、瀬

せ と う ち
戸内三大船祭り

の一つに数えられます。国の重
要無形民俗文化財に指定され
ています。

平
成
30
年
5
月
に
、
日
本
遺
産
「
荒
波
を
越
え
た
男
た
ち
の
夢
が
紡
い

だ
異
空
間
〜
北
前
船
寄
港
地
・
船
主
集
落
」
の
構
成
文
化
財
と
し
て
、

坂
越
の
文
化
財
7
件
が
認
定

◆
認
定
文
化
財
／
生
島
、坂
越
の
ま
ち
な
み
、旧
坂
越
浦
会
所
、黒
崎
墓
所
、

坂
越
の
船
祭
、船
賃
銀
定
法
、大
避
神
社
の
奉
納
物

生島 坂越大道

赤あ

こ

う

し

穂
市
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高砂神社三連蔵

出
で ご う し

格子、袖
そで

うだつ、
坪
つぼにわ

庭といった町
ま ち や

屋の
意
いしょう

匠を持つ明治時代
の建物です。国の登
録有形文化財。

高砂市高砂町藍屋町1667
☎079-441-8076（高砂市観光交流ビューロー）

大崎家住宅
1823年に建てら
れ、はじめは米蔵
で、その後乾物の
蔵として使われま
した。国の登録有
形文化財。
高砂市高砂町東浜町1254
☎079-441-8076（高砂市観光交流ビューロー）

松宗蔵

十
じ ゅ う り ん じ

輪寺
815年に弘

こ う ぼ う だ い し

法大師
が建てたと伝わる
寺。1207年、浄

じょうど

土
宗
しゅうそほうねんしょうにん

祖法然上人が高
砂に来られたこと
により、浄土宗になりました。
高砂市高砂町横町1074　☎079-442-0242

別名「高砂来て民
家」。漆喰の壁に
虫籠窓が特徴の
江戸末期の古民
家。国の登録有形
文化財。
高砂市高砂町高瀬町1511　☎079-443-5306

花井家住宅

　高砂町が兵庫県の歴史的景観形成
指定地区になったことをきっかけに
2007年から毎年9月に開催されてい
ます。歴史的建造物や6kmにわたる路
地がライトアップされ、町中が灯りに包
まれます。ジャズコンサートや模

も ぎ て ん
擬店な

ど、さまざまなイベントも行われます。
山陽電車「高砂駅」南側一帯
☎079-451-6796（高砂市シティプロモーション室）

産
業
を
支
え
る
ま
ち
並
み

高砂市高砂町
東宮町190
☎079-442-0160

高
た か さ ご じ ん じ ゃ

砂神社

　

池い
け
だ
て
る
ま
さ

田
輝
政
が
高
砂
の
町
割
り（
都
市
計
画
）を

し
、本ほ

ん
だ多

忠た
だ
ま
さ政

の
時
、現
在
の
高
砂
町
の
基き

そ礎
が

築
か
れ
ま
し
た
。江え

ど
じ
だ
い

戸
時
代
は
じ
め
か
ら
港
を
中

心
に
舟
運
に
よ
り
栄
え
、堀ほ

り
か
わ川

に
は
大
き
な
蔵
が

立
ち
並
び
、多
く
の
高た

か
せ
ぶ
ね

瀬
舟
が
往
来
し
て
繁は

ん
え
い栄

し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

明め
い
じ
ま
っ
き

治
末
期
に
な
る
と
産
業
の
中
心
が
漁
業
や

商
業
か
ら
工
業
に
移
り
、町
の
様
子
も
大
き
く

変
わ
り
ま
す
。し
か
し
、町
内
に
は
江
戸
時
代
か

ら
の
民
家
や
歴
史
あ
る
寺
や
神
社
が
数
多
く
残

り
、か
つ
て
の
雰ふ

ん
い
き

囲
気
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

特
に
、堀
川
周し

ゅ
う
へ
ん
ち
く

辺
地
区
で
は
、壁か

べ

に
漆し

っ
く
い喰

、屋
根

に
和わ

が
わ
ら瓦

な
ど
伝
統
的
な
材
料
が
使
わ
れ
、木
製
の

格こ
う
し子

や
虫む

し
こ
ま
ど

籠
窓
な
ど
、建
物
の
工
夫
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
ま
ち
並
み
は
兵ひ

ょ
う
ご
け
ん

庫
県
の
歴
史
的
景

観
形
成
地
区
に
指
定
。「
花は

な
い
け
じ
ゅ
う
た
く

井
家
住
宅
」「
松ま

つ
そ
う
ぐ
ら

宗
蔵
」

「
大お

お
さ
き
け
じ
ゅ
う
た
く

崎
家
住
宅
」な
ど
国
の
登と

う
ろ
く
ゆ
う

録
有
形け

い
ぶ
ん
か
ざ
い

文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
建
物
の
活
用
も
進
ん
で
い
ま
す
。

高た
か
さ
ご
し

砂
市
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酒見寺五百羅漢

歴
史
と
今
が
溶
け
合
う
町

奈良時代に建てられたとい
われます。三

さんとう

棟が横並びに
なっている本

ほんでん

殿とその前に建
つ拝殿は、国の重要文化財。
加西市北条町北条1318
☎0790-42-0423

住吉神社

築200年以上の歴史を持つ旧
きゅうかしわらしゅんようどう

柏原春陽堂
（御

おたびちょう

旅町）は改修されて、地域の人や子どもた
ちが集い世代を越えた交流ができる場となっ
ています。
加西市北条町北条1090-3

地域交流広場「まちなか春
しゅんようどう

陽堂」

羅漢寺境内に500体近い石仏「五百羅漢」が並びます。慶長年
間に酒見寺の復興に併せて作られたと考えられています。兵庫
県指定史跡。
加西市北条町北条1293　☎0790-43-0580

北条の五百羅漢

745年に僧・行
ぎょうき

基が建てたと
いわれる寺。美しい色彩の
多
た ほ う と う

宝塔は国の重要文化財に
指定されています。
加西市北条町北条1319
☎0790-42-0145

酒見寺

　住吉神社では毎年4月に北条節句祭り
が行われます。東西の神

み こ し
輿と15台の屋

台が町中を練り歩く、播
ばんしゅう

州三大祭りの一
つといわれる華

はな
やかな春の祭りです。

　境内では龍王舞が行われます。舞は
二つに分かれ、前半は猿

さるたひこのみこと
田彦命が鉾

ほこ
を

持って舞い、後半は素手で舞って人々
の 心を表します。龍 王 舞は兵 庫 県 の
無
むけいみんぞくぶんかざい

形民俗文化財に指定されています。

北
条
地
区
は
、奈な

ら
じ
だ
い

良
時
代
に
建
て
ら
れ
た
住す

み

吉よ
し
じ
ん
じ
ゃ

神
社
や
酒さ

が
み
じ

見
寺
の
門も

ん
ぜ
ん
ま
ち

前
町
と
し
て
栄
え
ま
し

た
。山さ

ん
よ
う陽

と
山さ

ん
い
ん陰

を
結
ぶ
交
通
の
拠
点
で
も
あ
り
、

江
戸
時
代
に
は
商
業
の
盛
ん
な
在ざ

い
ご
う
ま
ち

郷
町
と
し
て
も

賑に
ぎ

わ
っ
た
北き

た
は
り
ま

播
磨
地
域
の
中
心
的
存
在
で
す
。

そ
の
繁
栄
を
も
と
に
商
人
は
豪
華
な
家
や
店

を
建
て
、現
在
も
建
物
に
卯う

だ
つ建

や
虫む

し
こ
ま
ど

籠
窓
な
ど
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

北
条
地
区
は
現
代
も
北
条
鉄
道
の
始
発
駅
や

観
光
案
内
所
、図
書
館
や
ホ
ー
ル
、シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
な
ど
が
集
ま
り
、加
西
市
の
中
心
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。町
並
み
は
兵
庫

県
の
歴
史
的
景
観
形
成
地
区
に
指
定
さ
れ
、保
存

や
観
光
資
源
と
し
て
生
か
す
取
り
組
み
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、付
近
に
は
個
性
豊
か
な
表
情
の
石
仏
が

ず
ら
り
と
並
ぶ
五ご

ひ
ゃ
く
ら
か
ん

百
羅
漢
、国
の
登
録
有
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
た
大だ

い
し
ん
じ

信
寺
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

加か

さ

い

し

西
市
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室津港

波な
み
お
だ穏

や
か
な
天
然
の
良
港

　賀茂神社の春の例祭。平安時代後期に室
津の遊

ゆうじょ
女の長・室

むろぎみ
君が、神社に「棹

さお
の歌」を

奉
ほうのう

納したことにちなんだ例祭です。
　現在も鼓

つづみ
を持ち烏

え ぼ し
帽子をつけた少女たちが

「棹の歌」を奉納します。「室津小五月祭（棹
の歌）」は兵

ひょうごけん
庫県重

じゅうようむけいみんぞくぶんかざい
要無形民俗文化財に指定

されています。

港に突
つ

き出す丘陵に
建つ神社で、参

さんろうしょ

籠所
からの眺めが素晴ら
しい。本殿等8棟が、
国指定重要文化財。
たつの市
御津町室津74
☎079-323-3171

賀茂神社
海
か い さ ん ぶ つ ど ん や

産物問屋「魚
う お や

屋」
を改修した資料館。
多数の部屋があり、
かつての繁栄がう
かがえます。
たつの市
御津町室津306
☎079-324-0650

室
む ろ つ み ん ぞ く か ん

津民俗館

浄
じ ょ う う ん じ

運寺
法
ほうねんしょうにん

然上人ゆかりの寺。上
人の説法を聞き出家した
といわれる遊

ゆうじょ

女・友
ともぎみ

君の塚
があります。
たつの市御津町室津168
☎079-324-0030

廻
か い せ ん ど ん や

船問屋として活躍
した豪

ごうしょう

商「嶋
し ま や

屋」の
建物を利用した資料
館。特別展なども開
催されます。
たつの市
御津町室津457
☎079-324-0595

室
む ろ つ か い え き か ん

津海駅館

琉
りゅうきゅう

球（現在の沖縄県）の使節団をはじめ、朝
鮮通信使や長

ながさき

崎のオランダ商館付の医師、
ケンペルやシーボルトも室津を訪れました。

８
世
紀
は
じ
め
に
編
纂
さ
れ
た『
播
磨
国
風
土

記
』に
は「
こ
の
泊
、風
を
防
ぐ
こ
と
室
の
如
し
」と

記
さ
れ
、三
方
を
山
と
岬
に
囲
ま
れ
た
地
形
が
風
を

防
ぎ
、部
屋
の
中
に
い
る
よ
う
に
静
か
な
港
で
あ
る

こ
と
が
室
津
の
名
前
の
由
来
だ
と
伝
え
て
い
ま
す
。

室
津
は
、奈
良
時
代
の
僧
で
あ
る
行
基（
→P.87

）に

よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
と
い
う「
摂
播
五
泊
」の
ひ
と
つ
。

平へ
い
あ
ん
じ
だ
い

安
時
代
に
は
賀か

も
じ
ん
じ
ゃ

茂
神
社
が
建
て
ら
れ
、平た

い
ら
の
き
よ
も
り

清
盛

も
参
拝
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。江え

ど
じ
だ
い

戸
時
代
に
は
、

参さ
ん
き
ん
こ
う
た
い

勤
交
代
で
江
戸
と
領
地
を
往
来
す
る
西さ

い
ご
く
だ
い
み
ょ
う

国
大
名

が
、船
の
停て

い
は
く泊

や
陸
路
と
海
路
の
乗
り
換か

え
地
点
と

し
て
利
用
し
、「
海
の
宿し

ゅ
く
え
き駅

」と
し
て
繁は

ん
え
い栄

し
ま
し
た
。

ま
た
、北
前
船
寄
港
地
船
主
集
落
と
し
て
日
本
遺

産
に
も
認
定
さ
れ
た
歴
史
あ
る
港
町
で
す
。

明
治
時
代
以
降
は
、海
路
か
ら
陸
路
へ
交
通
手
段

の
中
心
が
移
行
し
た
た
め
、町
並
み
が
そ
の
ま
ま
残

り
、「
歴
史
と
ロ
マ
ン
の
港
町
」と
し
て
愛
さ
れ
て
い
ま

す
。谷た

に
ざ
き
じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う

崎
潤
一
郎
や
司し

ば馬
遼り

ょ
う
た
ろ
う

太
郎
な
ど
、多
く
の
作
家

の
作
品
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

琉
り ゅ う き ゅ う し せ つ ぎ ょ う れ つ ず

球使節行列図
（江戸時代 たつの市教育委員会蔵）

た
つ
の
市
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辻川界隈歴史・文化館
（旧辻川郵便局）
大正時代に建てられた洋風
の郵便局舎。現在は宿泊施
設として活用しています。国
登録有形文化財。
神崎郡福崎町西田原1022-1

神
か ん ざ き ぐ ん

崎郡
歴
れ き し み ん ぞ く し り ょ う か ん

史民俗資料館
明治時代に神

じんとう

東・神
じんざい

西郡役所
（神崎郡役所）として建てられ
た洋風建築。主に福崎町の歴
史資料や生活用具・農具などを
展示しています。兵庫県指定重
要文化財。
神崎郡福崎町西田原1038-12
☎0790-22-5699

大
お お じ ょ う や み き け じ ゅ う た く

庄屋三木家住宅
姫
ひ め じ は ん

路藩の大庄屋を務めた三木家の屋
や し き

敷。柳田國男が幼い
頃にここの本を読み耽ったといわれています。令和2年度
から、屋敷の一部（副屋他）を宿泊・レストランなど複合型ホ
テルとして活用しています。兵庫県指定重要文化財。
神崎郡福崎町西田原1106

鈴
すずのもりじんじゃ

ノ森神社と学問の神様・菅
すがわらのみちざね

原道真を
祀る北

き た の て ん ま ん じ ん じ ゃ

野天満神社を結ぶ道を「学問
成就の道」と呼んでいます。

柳田國男生家

辻川山公園のため池にいる河童の
河太郎と河次郎。池の中にいる河次
郎は、時間が来ると池の中から飛び
出してきます。
神崎郡福崎町西田原

河童の河
が た ろ う

太郎と河
が じ ろ う

次郎

日本民俗学を開
かいたく

拓・確立した柳田國男が生まれた
家。國男はこの家を著書で「日本一小さい家」と書い
ています。兵庫県指定重要民俗文化財。
神崎郡福崎町西田原1038-12　☎0790-22-1000

柳田國男・松岡家記念館
國男の兄弟（鼎

かなえ

、通
みちやす

泰、静
し ず お

雄、映丘）も
各界で大

たいせい

成しており、その兄弟5人の
業績を称

たた

える記念館。
神崎郡福崎町西田原1038-12
☎0790-22-1000

　

１
８
７
５
年
、神
東
郡
辻
川
村
の
松
岡
家
に
六
男

と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

全
国
を
歩
い
て
庶し

ょ
み
ん
せ
い
か
つ

民
生
活
に
生
き
る
信し

ん
こ
う仰

、習

慣
、儀ぎ

れ
い礼

、行
事
な
ど
を
研
究
し
、日
本
民
俗
学
を
確

立
。著
書
に『
遠と

お
の
も
の
が
た
り

野
物
語
』『
故
郷
七
十
年
』な
ど
が
あ

り
ま
す
。

民み
ん
ぞ
く
が
く

俗
学
の
ふ
る
さ
と

　

辻
川
地
区
は
、福
崎
町
の
歴
史
・
文
化
の
中
心

地
で
す
。
明め

い
じ
じ
だ
い

治
時
代
に
は
生い

く
の
こ
う
ざ
ん
り
ょ
う
ば
し
ゃ
み
ち

野
鉱
山
寮
馬
車
道

（
通
称
：
銀ぎ

ん

の
馬ば

し
ゃ
み
ち

車
道
）（
→P.1

0
3

）が
通
っ
て
い

ま
し
た
。銀
の
馬
車
道
と
は
生
野
銀
山（
現
在
の

朝あ
さ
ご
し

来
市
）と
飾し

か
ま
つ

磨
津（
現
在
の
姫ひ

め
じ
こ
う

路
港
）を
結
ぶ
馬

車
専
用
の
道
路
で
、日
本
初
の
高
速
産
業
道
路
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
建
て
ら
れ
た
洋
風
建
築
の
役
所
は
現
在
も

残
り
、辻
川
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

辻
川
は「
日
本
民
俗
学
の
父
」と
い
わ
れ
る
柳や

な
ぎ
た田

國く
に
お男

や
日
本
画
家
の
松ま

つ
お
か
え
い
き
ゅ
う

岡
映
丘
ら
の
兄
弟
が
生
ま

れ
た
地
区
で
も
あ
り
ま
す
。町
を
流
れ
る
市
川
で

は
河か

っ
ぱ童

が
出
る
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、國
男
の
民

俗
学
研
究
に
影え

い
き
ょ
う響

を
与
え
て
い
ま
す
。

　

大
麦
の
一
種「
も
ち
麦
」を
使
っ
た
も
ち
む
ぎ
麺め

ん

（
→P.64

）が
名
産
で
、そ
ば
や
う
ど
ん
と
は
異
な

る
独
特
の
食
感
が
特
色
で
す
。

　

近
年
で
は
、こ
れ
ら
の
地
域
資
源
を
生
か
し
て
町

並
み
保
存
や
観
光
振
興
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

福ふ
く
さ
き
ち
ょ
う

崎
町
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　宿場町として栄えた平福の金倉橋
のたもとで、1596年、宮本武蔵が初
決闘をしたといわれています。
　武蔵は当時13歳でしたが、新

しんとうりゅう
当流

の達人、有
あ り ま

馬喜
き へ い
兵衛に勝負を挑

いど
み、刀

一振
ふ

りで倒したといわれます。
　武蔵は著書『五

ご り ん し ょ
輪書』に、初決闘の

13歳から29歳までの間に60回以上
の勝負をし、すべて勝ったと記録して
います。

平福郷土館

利神城が廃
はいじょう

城となった後、
平福は松平氏５千石の代
官の支配となりました。現
存する陣屋門は1864年
に代官・佐々木平八郎が建
築したと伝わっています。
佐用郡佐用町平福981-4

平福陣屋門（町指定建造物）

池田輝政の甥、池田由之が
城主となり、５年かけて作っ
た城。三層の楼

ろうかく

閣は雲を突
くように立派で「雲

くもつきじょう

突城」と
も呼ばれています。麓の御
殿屋敷跡にも立派な石垣
が残っています。
佐用郡佐用町平福・口長谷

利神城跡（国指定史跡）

川
面
に
映
る
宿し

ゅ
く
ば
ま
ち

場
町

　

平
福
は
、江え

ど
じ
だ
い

戸
時
代
の
は
じ
め
に
現
在
の
町
並
み

が
作
ら
れ
、そ
の
後
、因い

な
ば
か
い
ど
う

幡
街
道
の
宿
場
町
と
し
て

栄
え
ま
し
た
。町
並
み
は
佐
用
川
に
沿
っ
て
南
北
に

１･

２
㎞
続
い
て
い
ま
す
。

　

姫ひ
め
じ
じ
ょ
う
し
ゅ

路
城
主
・
池い

け
だ田

輝て
る
ま
さ政

が
利り

か
ん
じ
ょ
う

神
城
の
城
主
と
し
て

甥お
い

の
池い

け
だ田

由よ
し
ゆ
き之

を
派は

け
ん遣

。平
福
は
城
下
町
と
し
て

整
備
さ
れ
ま
し
た
。城
主
の
国く

に
が替

え
で
城
下
町
の
役

割
を
終
え
た
後
は
、姫
路
と
鳥
取
を
結
ぶ
街
道
の
宿

場
と
し
て
、鳥と

っ
と
り
は
ん

取
藩
の
本
陣
も
置
か
れ
賑
わ
い
ま
し

た
。街
道
沿
い
の
文
化
交
流
に
よ
り
、町
並
み
の
中

に
播ば

ん
し
ゅ
う
け
い

州
系（
播
磨
地
方
）の
造
り
の
家
と
作さ

く
し
ゅ
う
け
い

州
系（
岡

山
県
美み

ま
さ
か作

地
方
）の
造
り
の
家
の
両
方
を
見
ら
れ
る

の
が
特と

く
ち
ょ
う徴

で
す
。

　

佐
用
川
沿
い
の
石い

し
が
き垣

や
川か

わ
ざ
し
き

座
敷
、川
の
水
面
に
土

蔵
群
が
映
る
様
子
は
平
福
ら
し
い
景
色
と
し
て
愛

さ
れ
て
い
ま
す
。周
辺
に
は
宮み

や
も
と本

武む
さ
し蔵

に
関
す
る
伝

説
が
残
る
歴
史
豊
か
な
地
区
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
町
並
み
を
保
存
し
て
未
来
に
伝
え
よ
う
と

住
民
と
行
政
が
一い

っ
し
ょ

緒
に
取
り
組
ん
で
お
り
、兵ひ

ょ
う
ご
け
ん

庫
県

の
歴
史
的
景
観
形
成
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

1810年に建築されたといわれる瓜生
原邸は、平福地域の町家の特色を持
つ貴重な建築物で、享保年間に津山
から移住した瓜

う り ゅ う は ら け

生原家によって、代々
「吹

ふ き や

屋」の屋号で、昭和初期まで鋳物
業が営まれてきました。2006年に県
の景観形成重要建造物に、2014年に
県の登録文化財に登録されています。
2014年に大規模な改修工事が行わ
れ、現在は地域の人たちの手によって

「お休み処
どころ

瓜生原」として、地域の活
性化に活用されています。
佐用郡佐用町平福４３９
☎０７９０-７１-０８１２

瓜
う り ゅ う は ら て い

生原邸

江戸時代の代表的な町
家の建築を再現した資料
館。宿場町の商人が使っ
ていた商い道具や民具、
利神城ゆかりの品を展示
しています。
佐用郡佐用町平福594
☎0790-83-2635（土日祝）

佐さ
よ
う
ち
ょ
う

用
町
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旧難波酒造（国登録有形文化財）

生野銀山と飾
し か ま つ

磨津（現在の姫路港）を結ぶ馬車専用の
道路「銀の馬車道」に関する資料を展示しているほか、
地域の交

こうりゅうきょてん

流拠点としても活用されています。
神崎郡神河町中村78 ☎0790-32-0737

銀の馬車道交流館

歴
史
や
文
化
を
感
じ
る
町

兵
庫
県
景
観
形
成
条
例
の
中
村
・
粟
賀
町
歴
史
的
景
観
形

成
地
区
は
、古
く
か
ら
播は

り
ま磨

と
但た

じ
ま馬

を
結
ぶ
要よ

う
し
ょ
う衝

と
し
て
栄

え
ま
し
た
。江え

ど
じ
だ
い

戸
時
代
に
は
、姫ひ

め
じ路

か
ら
但
馬
へ
の
生い

く
の
か
い
ど
う

野
街
道

（
但た

じ
ま
か
い
ど
う

馬
街
道
）の
宿
場
町
と
し
て
賑に

ぎ

わ
い
、播
磨
・
但
馬
・
丹た

ん
ば波

、

そ
し
て
京き

ょ
う・大お
お
さ
か阪・江え
ど戸

へ
人
や
も
の
を
運
ぶ
中
継
地
と
し
て
の

役
割
も
果
た
し
ま
し
た
。当
時
の
様
子
を
兵
庫
県
景
観
形
成

重
要
建
造
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
旧き

ゅ
う
な
ん
ば
し
ゅ
ぞ
う

難
波
酒
造（
国
の
登
録
有

形
文
化
財
）・
竹
内
家
住
宅
や
屋
号
の
あ
る
町
屋（
商
家
）か
ら

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、明め

い
じ
じ
だ
い

治
時
代
に
な
る

と
、生い

く
の
こ
う
ざ
ん
り
ょ
う
ば
し
ゃ
み
ち

野
鉱
山
寮
馬
車
道（
通
称
：
銀ぎ

ん

の
馬ば

し
ゃ
み
ち

車
道
）（
→P.103

）

が
通
り
、町
は
日
本
の
近
代
化
を
支
え
る
道
路
と
と
も
に
発
展

し
て
き
ま
し
た
。松ま

つ
も
と
そ
う
い
ち
ろ
う

本
荘
一
郎
と
い
う
偉
人
の
生
家
も
こ
の
通

り
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、姫
路
、丹
波
、但
馬
へ
の
案
内
を
記
し
た
江
戸
時
代
の

石
仏・道ど

う
ひ
ょ
う標

や
明
治
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
道ど

う
ろ
げ
ん
ぴ
ょ
う

路
元
標
、そ
し
て
地

区
全
体
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
水
路
も
あ
り
、田で

ん
え
ん
ぶ

園
部
と
街か

い
ど
う
す
じ

道
筋

が
融
合
し
た
情じ

ょ
う
ち
ょ緒あ

る
町
並
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

竹内家住宅（景観形成重要建造物）
地域一帯のお茶の問

と ん や

屋としての役割を営んできた地域盟主
の邸宅跡。天

てんぽう

保12年（1841年）の粟賀火災により内蔵を残
し他の建物は全焼したため、生野銀山の山師の邸宅の一部
を移築したとされています。兵庫県景観形成重要建造物。
神崎郡神河町粟賀町533

生
し ょ う れ ん じ

蓮寺

吉
よしとみかわら

富瓦
生蓮寺の第6世定

じょうくうしょうにん

空上人が神河の
地でお茶を植えたのをきっかけに栽
培が盛んになった。後に製造販売し
た「仙霊茶」は、京都宝

ほうきょうじ

鏡寺の宮様か
ら命名されて以降、毎年献

けんじょう

上され、
良質の茶として広く知られました。

仙
せ ん れ い ち ゃ

霊茶

中村・粟賀町歴史的景観形成地区（兵庫県景観形
成条例）の銀の馬車道沿いに位置しており、昔なが
らの宿場町の街並み景観の一つとなっています。
一般公開　平日午前9～11時、午後1～3時（要予約）
☎090-8533-9059

松本荘一郎生家

文
ぶんろく

禄4年（1595年）、観
か ん く う ち で ん お し ょ う

空智伝和尚が粟賀の地に念仏
の教えが無いのを嘆

なげ

き、浄土念仏の道場として生蓮寺
を開きました。寺の名称の由来は、西

せいざんじょうにん

山上人の歌「生き
て身を蓮のうえに宿さずば念仏申す甲

か い

斐やなからん」の
「生」と「蓮」からきています。
神崎郡神河町粟賀172-2

竹内家住宅や春
か す が じ ん じ ゃ は い で ん

日神社拝殿（兵庫
県指定重要有形文化財）にも使用
されている。

松
ま つ も と

本 荘
そ う い ち ろ う

一郎　～日本初の工
こうがくはくし

学博士／日本鉄道のけん引者～

　1848年、粟賀村（現・神河町粟賀町）の医師の家庭の長男として生ま
れました。1870年には、初の国費留学生としてアメリカに留学し、帰国
後は、東京大学工学科教授も務めました。その後、国家的な鉄道施

せ さ く
策を

けん引し、日本初の工学博士を授与され、第二代鉄道庁長官に就任し、
播但鉄道（現JR播但線）の敷設にも貢献されました。

神か
み
か
わ
ち
ょ
う

河
町
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豊
か
な
自
然
と
人
々
の
生

活
が
共
存
す
る
播
磨
地

域
に
は
、暮
ら
し
を
彩
る

四
季
折
々
の
美
し
い
景
色

が
あ
り
ま
す
。

　一
度
は
訪
れ
た
こ
と
が

あ
る
あ
の
場
所
も
、季
節

を
変
え
て
も
う
一
度
訪
れ

て
み
る
と
、姿
を
変
え
た

新
し
い
景
色
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

播
磨
の
四
季

春

秋

冬

と
が
で
き
ま
す
。

と
が
で
き
ま
す
。

夏
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魚の宝庫・播
はりまなだ

磨灘で獲
と

れる新鮮な海の幸。
そして内

ないりくぶ

陸部や山あいで獲れる山の恵
めぐ

み。
播磨の豊かな自然に育まれた食文化が、今も暮らしに息づいています。

　栄養が豊富で「海のミルク」とも
いわれる牡蠣。播磨灘で獲れる牡
蠣は、短期間で大きく成長するため、

「一年牡蠣」と呼ばれます。殻
から

いっぱ
いに成長した身は大ぶりで食感が良
く、播磨灘を代表する海産物の一つ
となっています。

　メロンは表面に網
あみ

目ができるもの
と網目のないものに大きく分けられ
ます。相生市の「矢野メロン」や、稲
美町の「いなみ野メロン」は網目があ
り、姫路市の「網干メロン」は網目の
ない品種です。

　10月〜12月に旬
しゅん

を
迎
むか

えるユズは、主に姫路
市の安

やすとみちょう

富町や相生市の
小
おうご

河地区、神河町で栽培
され、ユズを使ったジャ
ムやジュース、ゼリーな
どが特産品として作られ
ています。

　主に姫路市の太
おおいち

市や太子町の松
ま つ お

尾
で栽培されています。特に太市のタ
ケノコは、「姿は山

やましろ

城（京都）、味は太
市」といわれる質の高さが有名で、ア
クが少なく、みずみずしいのが特

とくちょう

徴
です。

　目の前の海で獲れるタイ、スズキ、メバル、カ
レイ、ヒラメ、エビなどを使ってさまざまな料理
が作られます。新

しんせん

鮮な海の幸に恵まれた、播磨
ならではの食文化です。

　明
あかしかいきょう

石海峡と播磨灘
の潮流に育まれた播
磨灘の穴子。特に身
を開いて作られる焼
き穴子は名産品とし
ても有名です。

矢野メロンいなみ野メロン網干メロン
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　赤穂のミカンは実が
小ぶりで、酸味が強く
糖度も高いため、コク
のある味が特徴です。
秋にはミカン狩りも行
われ、もぎたてを味わう
ことができます。

　ウナギに似た長い体とするど
い歯が特徴的な魚です。あっさ
りとした白身の魚で、骨切りし、
湯
ゆ び

引きや天ぷら、しゃぶしゃぶな
どに調理して食べられます。

　播磨灘で獲れる海の幸には、マサバ（ぼう
ぜ鯖

さば

など）や、秋に旬を迎えるシャコ、ガザミ
（ぼうぜがになど）があり、四季を通してさま
ざまな海産物を味わうことができます。

　但
たじま

馬の名産となっている但
たじまうし

馬牛をルーツ
として、姫路和牛、加古川和牛、宍粟牛な
ど、各地域の環境によって独自のおいしさ
を持つ黒毛和牛が育てられています。

　稲美町は県下有数の野菜の
産地で、50年以上前から栽培
され、国の指定産地になってい
るキャベツをはじめ、トマトや甘

あま

みたっぷりのスイートコーンな
どの栽培がさかんです。

　カルシウムやカロテンなど、さま
ざまな栄養素が含

ふく

まれている健康野
菜。上郡町では、モロヘイヤをうどん
に練り込

こ

んだ「円心モロどん」が作ら
れています。

　主に姫路市や太子町で栽培さ
れています。特に太子町で栽培さ
れる「太子いちじく」は県の認証食
品で、厳しい品質検査に合格した
ものだけが出荷されています。

　自然薯は、古くから寒
い冬を乗り切るための栄
養食とされてきました。
強い粘

ねば

りがあり、とろろ
ご飯や天ぷら、磯

い そ べ あ

部揚げ
などに調理されます。

　シラスとはカタクチイ
ワシの稚

ちぎょ

魚のこと。干し
たものはチリメンジャコと
いいます。カルシウムが
豊富に含まれ、夏から秋
にかけて旬を迎えます。

　神河町吉
よしとみ

冨地
ち く

区では、約300年前から茶
の栽培がさかんとなり、皇室と縁のある寺院
に献上し、「仙

せんれいちゃ

霊茶」の名をいただきました。仙
霊茶を使ったお菓

か し

子なども作られています。

　姫路市の大津区勘
かんべえちょう

兵衛町で、イネに代わる作物
として栽培されるようになったのがレンコンです。
アクが少なく、シャキシャキとした食感が特徴です。

佐
さようちょう

用町

・
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種なしブドウの栽培技術
をいち早く導入してきた加
西市では、地域ブランドの加
西ゴールデンベリーＡをはじ
め、ブラックビート、ピオー
ネ、藤

ふじみのり

稔、シャインマスカット
など多彩な品種が育てられ
ています。佐用町でも「三日
月高原ぶどう」として寒暖差
を利用し、ぶどうが栽培され
ています。上郡町のブドウは
産地直売が自慢です。

　播磨灘はノリの養
ようしょく

殖を行うため
の条件が整っており、全国的にも
有数の産地となっています。海の
中に浮

う

き網を張って育て、12月に
は初

はつづ

摘みが行われます。

　古くから県内の特
産物として有名な黒
豆が「丹

たんばぐろ

波黒」です。
宍粟市では、豊かな
自然の中で育った良
質の黒豆が収

しゅうかく

穫され
ています。

　高砂市・高
たかみくらやま

御位山
のふもとや宍粟市で
栽培されています。
またブルーベリーを
使ったチーズケーキ
やジャム、アイスなど
も作られています。

　播磨を流れる揖
い ぼ が わ

保川・千
ちくさがわ

種川などでは、
古くから鮎漁がさかんに行われていまし
た。豊かな水と激しい川の流れによって身
が引き締

し

まった鮎は、さまざまな郷
きょうど

土料理
に使われます。

　だしがしみ込んだおでんの具に
しょうが醤

じょうゆ

油をかけて食べるのが姫
路おでん。昭和初期から姫路の人々
に親しまれてきた家庭の味です。

　叩
たた

いて平たくしたビーフカツをご飯の上
にのせてデミグラスソース系のタレをかけ、
ゆでたキャベツをそえたもの。お箸

はし

で食べる
のがポイントで、加古川市やその周辺で親し
まれています。

　うすくのばした生地
に煮込んだじゃがいも
やすじ肉、こんにゃく、
キャベツなどをのせて
焼き、半分に折ってソー
スをかけて食べるのが
にくてん。高砂風のお
好み焼きです。

　ゆで干し大根は、稲美町母里地区の草谷
に伝わる郷土食です。大根を棒状に切って
干したものをせいろで蒸し、再び天日干しす
ることで、深い甘味が増していきます。

　かしわめしとは、市川町産のかし
わ（鶏

とり

肉）を使ったまぜご飯のこと。
各家庭で鳥を飼っていたころは、町
内で行事があるとかしわめしが振

ふ

る舞
ま

われる慣習がありました。

　 願 い ご とを 一 つ 決
めてお参りすれば叶

かな

う
「一

いちがんじょうじゅ

願成就」の神様が祭
られる鹿

か し ま

嶋神社。神社の
周りでは昔から良質のも
ち米がとれたため、かし
わもちが作られて奉

ほうのう

納さ
れてきました。

　古くから町の食堂などで提供さ
れていたホルモン焼きうどん。た
れをつけて食べるという独特の食
べ方で、今も多くの人に愛されて
います。

　古くから塩づくりが盛
んな赤穂で、上質な塩を
使って作られるラーメン
です。お店によって異なる
だしに赤穂の塩がマッチ
した、オリジナルの塩ラー
メンが作られています。

姫路おでん

かつめし

にくてん

塩ラーメン

ゆで干し大根

かしわめし

かしわもち

ホルモン焼きうどん

姫路市

加
か こ が わ し

古川市

高
た か さ ご し

砂市

赤
あ こ う し

穂市

稲
い な み ち ょ う

美町

市
いちかわちょう

川町

高砂市

佐
さ よ う ち ょ う

用町

❸

❺
❶

❶

❷

❹

❼

❽

❻

❺

❸

❽

❼❹
❻❷

加
か さ い し

西市・佐
さようちょう

用町

上
かみごおりちょう

郡町
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加西市

加東市

明石市

加古川市
稲美町高砂市

姫路市

たつの市

宍粟市

相生市

赤穂市

加
古
川

市
川

夢
前
川

揖
保
川

千
種
川

播
丹
連
絡
道
路

中国自動車道

山陽自動車道

姫路バイパス

播磨の酒蔵

神結酒造

山陽盃酒造

下村酒造店

富久錦

西海酒造

田中酒造場

稲見酒造

三宅酒造

本田商店

奥藤商事

神崎酒造

壺坂酒造

老松酒造

岡田本家

灘菊酒造

明石酒類醸造

キング醸造

ヤヱガキ酒造

江井ケ嶋酒造

茨木酒造

名城酒造

播
は り ま

磨には郷
きょうどしょく

土色豊かな伝
でんとうさんぎょう

統産業が数多く存在します。

播磨は日本酒づくりがさかんで「日本
酒のふるさと」といわれます。

その理由は、1300年前の『播
はりまのくにふ

磨国風
土
ど き

記』に麹
こうじ

を使った日本酒のつくり方
が初めて登場しているからです。また、
酒
さかまい

米の王様山
やまだにしき

田錦が誕生したのも播磨
です。山田錦は他の酒米に比べて粒が
大きく、酒づくりに大切な心

しんぱく

白（米の中
心部）が大きいのが特

とくちょう

徴です。山田錦を
使ってつくられた日本酒は香

かお

りが良くま
ろやかな味わいになるため「最高級の酒
米」といわれます。

また、播磨の気候風土は日本酒づくりに適しており、
播
は り ま ご せ ん

磨五川（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）と呼ばれ
る川の流域を中心に21の酒蔵があります。山田錦と豊富な
川の水を使って、それぞれの蔵が個性を競い合いながら酒
づくりをしています。このような播磨地域の歴史や酒文化が
評価され、2020年3月に国が農作物や食品の地域ブランド
を保護する地理的表示（GI）に「はりま」が指定されました。

　龍
たつの

野で醤
しょうゆ

油づくりが始まったのは戦国時代
といわれています。地域を流れる揖保川の水質
が醤油づくりに適していたこと、揖保川からの
船便で京都や大阪に醤油を運べたことなどが、
醤油づくりが発展した理由です。
　江

え ど じ だ い

戸時代になって、醤油づくりの途中で甘酒
を加えた「うすくち醤油」が発明されました。色
がうすく香りが良い独特の風味は、京都や大阪
など関西を中心に好まれました。
　たつの市にある、うすくち龍野醤油資料館で
は、昔の貴重な醤油づくりの道具を展示してお
り、醤油づくりの映像を見ることもできます。資
料館の建物はアーチ
形の窓が美しいルネサ
ンス様式で、国の登録
有形文化財に指定さ
れています。

　太
たいしちょう

子町の斑
いかるがでら

鳩寺に残る室
むろまちじだい

町時代の寺院日記
『鵤
いかるがのしょうひきつけ

庄引付』には「サウメン」の記述があり、播
磨では約600年前からそうめんが食べられて
いたと考えられます。揖保川の水、播州平野の
小麦、赤

あこう

穂の塩と原材料に恵まれたために一大
産地となり、江戸時代には龍

たつのはん

野藩がそうめん製
造と販

はんばい

売の許可を出していました。
　明

め い じ じ だ い

治時代にそうめん製造者が集まって組合
を作り、茹で伸びしにくく、滑らかな舌触りとコ
シのある歯切れのよい食感の「揖

い ぼ の い と

保乃糸」ブラ
ンドが誕生しました。
　現在は、姫路市、たつの市、宍粟市、太子町、
佐用町に組合員がおり、手延べそうめんの生産
量は全国トップを誇ります。2024年8月に国が
農作物や食品の地域ブランドを保護する地理
的表示（GI）に「揖保乃糸」が指定されました。

『
播
磨
国
風
土
記
』と

庭に
わ
た
じ
ん
じ
ゃ

田
神
社

　

奈な
ら
じ
だ
い

良
時
代
の『
播
磨
国
風
土
記
』

に
は「
神
様
に
お
供そ

な

え
し
た
ご
飯
に

カ
ビ
が
生
え
て
き
た
の
で
、そ
れ
で

酒
を
つ
く
っ
て
神
様
に
さ
し
上
げ

宴う
た
げを
し
た
」と
書
か
れ
、麹
か
ら
酒

を
つ
く
っ
た
日
本
で
初
め
て
の
記

述
と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
酒
を
つ

く
っ
た
場
所
が
宍し

そ
う
し

粟
市
の
庭
田
神

社
と
い
わ
れ
、播
磨
の
各
酒
蔵
は
当

時
の
製
法
を
再
現
し
た「
庭

に
わ
ざ
け
（
に
わ
き
）

酒
」を

つ
く
っ
て
い
ま
す
。

庭田神社

2024年12月に日本の「伝統的
酒造り」がユネスコ無形文化遺産
に登録されました！
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赤
あこう

穂は古くから塩の産地として栄えてきました。
塩は海水の水分を蒸発させてつくります。江

え ど じ だ い

戸時代
には、海の潮の満ち引きを利用した入

いりはまえんでん

浜塩田とい
う製塩法が完成され、その製法は瀬

せ と う ち ち ほ う

戸内地方に
広く伝わりました。現在の赤

あこうしりつみんぞくしりょうかん

穂市立民俗資料館は
明
め い じ じ だ い

治時代以
いこう

降、旧大
おおくらしょう

蔵省の塩務局（専売局）の庁舎
として使われていたものです。

戦後は流
りゅうかしきえんでん

下式塩田が主流になりました。傾
けいしゃ

斜
をつけた地

じばん

盤と竹の枝を組んだ房
ふさ

へ海水を流し、
乾燥を促すことで濃度の濃い塩水を得る方法で、
1970年頃

ごろ

まで続きました。
赤穂市立海洋科学館・塩の国では、昔からの塩田

を再現しており、塩づくりの歴史を知ることができ
るほか、塩づくり体験をすることもできます。

赤穂で使われた製塩用具は、国の重要有形民俗
文化財に指定されています。

令和元年５月に『「日本第一」の塩を産したまち 
播州赤穂』が日本遺産に認定されました。

播
はりまなだ

磨灘に面し、魚
ぎょかいるい

介類が豊富に手に入る
姫
ひめじ

路では、古くからかまぼこやちくわ作りが
さかんに行われています。瀬戸内海名物の
穴子を使ったかまぼこ、蒸したもの、揚

あ

げた
ものなど、さまざまな種類があります。姫路
市内にあるかまぼこメーカーでは、工場見学
やかまぼこ作り体験をすることができます。

もち麦は大麦の一種で、普
ふつう

通の麦よりもち
もちした食感が特徴です。福

ふくさきちょう

崎町で生産した
もち麦を、播

ばんしゅうそうめん

州素麺の手延べ技法で仕上げた
もちむぎ麺。うどんともそばとも違

ちが

う独特の
食感が愛されています。「もちむぎのやかた」
では、製造のようすを見学したりもち麦料理
を味わったりすることができます。

「姫
ひ め じ だ が し

路駄菓子」と
して知られるかりん
とうは、江戸時代か
ら藩

はん

の支
し え ん

援を受け
て作られていまし
た。伝統を生かした
懐
なつ

かしい味が愛さ
れています。

2月下
げじゅん

旬から3月
上
じょうじゅん

旬、播磨灘で水
揚げされるイカナ
ゴ 。甘

あ ま か ら

辛く炊
た

いた
イカナゴの茶色く
曲がった姿がさび
た釘

くぎ

に似ているので
「くぎ煮」と呼ばれ
ます。

農薬の使用を最低限に抑え、有機質肥料のみで
露地栽培された朝摘みバジルは、ドレッシングな
ど、様々な製品に加工されています。

佐用町特産で地理的表示（GI）保
護制度に登録された佐用もち大豆、
佐用産の米、赤穂の塩だけで約10カ
月間ゆっくり熟成した「もち大豆みそ」
や太子町産の米と大豆を使った「太子
みそ」など個性豊かな味噌が作られ
ています。「太子みそ」を使ったみそコ
ロッケ、太子みそ煮込みうどんなど地
域グルメも開発されています。

姫路市夢
ゆめさきちょう

前町や
佐用町三日月など
でソバが生産され
ています。そば畑が
広がる夢前川沿い
の県道を「夢そば街
道」と名付けPRして
います。

綾
あ や べ や ま ば い り ん

部山梅林があ
るたつの市御

み つ ち ょ う

津町
で は 、青 梅 の ほ
か に 、梅 干し 、梅
ジュース、梅ジャム
など、さまざまな梅
製品がつくられてい
ます。

山
さんしょう

椒の実をすり
つぶして醤

しょうゆ

油を加え
た山椒醤油は、もと
は夏にうなぎを焼く
ために各家庭で作
られました。宍

し そ う し

粟市
波賀町の「道の駅み
なみ波賀」で販売し
ています。

かりんとう

イカナゴくぎ煮
に

バジル製品

味噌

ソバ

梅製品

山
さ ん し ょ う じ ょ う ゆ

椒醤油
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　明治時代、志
し か た ち ょ う

方町（現在の
加

か こ が わ し

古川市）の住民が中
ちゅうごく

国の上
しゃんはい

海
から手回しの編み機を持ち帰っ
たことから靴下製造が始まりま
した。現在では、全国でも有数
の靴下産地であり、兵庫県で靴
下産業を営む事業者のうち、約
7割は加古川市内にあります。

　明
め い じ し ょ き

治初期に始まったマッチ生
産は、貿易港がある大

おおさか

阪や神戸
に近いため姫路地域で栄えま
した。現在も姫路市・太子町で
全国の約9割を生産し、箱に宣
伝などを印
刷する広告
マッチが人
気です。

　姫
ひ め じ

路や龍
た つ の ち い き

野地域は皮なめし
に欠かせない川が近いために
古くから皮革産業が発展し、現
在も牛革の生産量は日本一で
す。最近はレザーファッション
ショーやレザークラフト体験、
皮革まつりなど、皮革製品に親
しむ催

もよお

しやPR活動を行ってい
ます。

靴
く つ し た

下 マッチ 皮
ひ か く

革

　1930年、刀
か た な か じ

鍛冶の技術を応
用してゴルフクラブのアイアン
ヘッドが日本で初めて市

いちかわちょう

川町
で製造されました。その後、ア
イアンヘッドの生産は姫路地域
に広がり、播

は り ま

磨の地場産業とし
て定着しました。姫路市、市川
町には現在もゴルフ関連企業
が多くあります。

　姫路では江戸時代から釘
くぎ

づ
くりが発達しており、大正時代
に鎖づくりへと発展しました。
船の錨

いかり

をつなぐ鎖からネックレ
スのチェーンまで、鎖の大きさ
や使い方はさまざまです。全国
で生産される鎖の6割が姫路で
つくられています。

　にかわやゼラチンは、牛や豚
ぶた

など動物の皮や骨を原料とす
る天然の接

せっちゃくざい

着剤です。にかわ
は文化財の修復や絵画など、
ゼラチンは食用や医

い り ょ う よ う

療用にも
使われます。姫路や龍野地域
で皮革産業がさかんなために
産地となりました。

アイアンヘッド 鎖
くさり

にかわ・ゼラチン

　姫路張子は、不要になった和
紙（反

ほ ご し

故紙）が豊富にあった城
下町の姫路で作られた、張り子
のお面や人形。姫

ひ め じ こ ま

路独楽も幕末
から明治にか
けて作られた
美しい民芸品
です。

　江
え ど じ だ い こ う き

戸時代後期、甲
かっちゅうし

冑師の家
いえがら

柄
である明

み ょ う ち ん け

珍家が茶室用の火箸
を作ったことが始まりです。火
箸の型は20種類以上ありま
す。火箸が触

ふ

れ合ったときに澄
す

んだ美しい音がすることから、
近年、風

ふうりん

鈴として利用されてい
ます。

　姫路の伝統的な革細工は、
上質の牛皮を白く柔

やわ

らかく加工
した革に、模様を型押

お

しし、一
つ一つ筆で絵付けをして、うる
しなどで仕上げたもので、独特
のしぼの風合いが美しく、使う
ほどに味わいが増していきま
す。財布やかばんなどが作られ
ています。

姫
ひ め じ が ん ぐ

路玩具 明
み ょ う ち ん ひ ば し

珍火箸 姫
ひ め か わ ざ い く

革細工

　赤
あ こ う

穂の女性、児
こ じ ま

島なかが江
戸時代末期に始めた手織りの
敷物です。美しい模様が特

とくちょう

徴で
皇室や高

こうきゅうりょうてい

級料亭にも好まれま
したが、戦後は機械化の波に取
り残され衰

すいたい

退しました。平成に
なって再び技術の保存や普

ふ き ゅ う

及
に取り組んでいます。

　 加
か こ が わ し

古 川 市 の 国
く に か ね ち く

包 地 区は、
江

え ど じ だ い

戸時代に加
か こ が わ

古川を使った舟
運の寄港地でした。そのため多
くの木材が集まり、建具づくり
が始まりました。緻密な細工を
施したデザインが特徴で、中で
も釘を使わない「組子」という
技術では職人の技が光ります。

　高砂市宝
ほ う で ん

殿山あたりで採れ
る石を竜山石といいます。この
石は加工しやすいため、建築や
造園の石材として古くから使
われています。石色は青・黄・赤
の3色があ
ります。

赤
あ こ う だ ん つ う

穂緞通 国
く に か ね た て ぐ

包建具 竜
た つ や ま い し

山石
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姫
ひ め じ し
路市

赤
あ こ う し
穂市

　瀬
せ と

戸内
ないかい

海に面した赤
あ こ う み さ き

穂御崎に
ある温泉。健康回復や美

び は だ

肌効果
に優れているとされ、別名「よみ
がえりの湯」ともいわれています。
赤穂御崎からは瀬戸内海の島々
や四国までの景色が望め、ここか
らの夕陽は「日本の夕陽百選」に
選ばれています。また春には、約
1,700本という多くの桜が満開を
迎
むか

えます。近くには潮干狩
が

りや海
水浴が楽しめるビーチもあり、観
光客で賑わいます。

　姫路の清流夢
ゆめさきがわ

前川の上流にあり、
「姫路の奥

おくざしき

座敷」として親しまれて
きた温泉です。古くから神経痛や
筋肉痛、とりわけ胃腸に関する病に
効くことで知られ、江

え ど じ だ い

戸時代には県
内各所や中国・四国地方から多くの
人々が療養に訪れていました。周辺
は豊かな自然に恵

めぐ

まれ、春は桜、夏
はホタル、秋は紅葉、冬は雪景色、
といった四季折々の表情や、登山や
ハイキング、サイクリングなどのレ
ジャーを楽しむことができます。

瀬戸内海の絶景が広がる“よみがえりの湯”

古くから療養の地として名高い“姫路の奥座敷”

播
は り ま

磨には数々の温泉地があり、観光だけでなく療
りょうよう

養の場所としても多くの人々が
訪れていました。その中でも特に歴史の深い2つの温泉をご紹

しょうかい

介します。
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６
５
０
年
、孝こ

う
と
く
て
ん
の
う

徳
天
皇
の
命
で
法ほ

う
ど
う
せ
ん
に
ん

道
仙
人
に
よ
り
建
て
ら
れ

た
と
い
わ
れ
る
お
寺
で
す
。平
安
時
代
後
期
の
１
１
７
１
年
に

建
て
ら
れ
た
日
本
を
代
表
す
る
古
塔
の
一
つ
で
あ
る
三
重
塔
や
、

最さ
い
ち
ょ
う澄

な
ど
天て

ん
だ
い
し
ゅ
う

台
宗
で
位く

ら
い

の
高
か
っ
た
僧
と
聖し

ょ
う
と
く
た
い
し

徳
太
子
が
描え

が

か
れ
た

「
聖し

ょ
う
と
く
た
い
し
お
よ
び
て
ん
だ
い
こ
う
そ
う
ぞ
う

徳
太
子
及
天
台
高
僧
像
」が
あ
り
、三
重
塔
と
と
も
に
国
宝
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
本ほ

ん
ど
う堂

、護ご
ほ
う
ど
う

法
堂
、妙み

ょ
う
け
ん
ど
う

見
堂
、弁べ

ん
て
ん
ど
う

天
堂
、五ご

り
ん
と
う

輪
塔

は
国
の
重じ

ゅ
う
よ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、当
時
の
豊
か
な
仏
教
文
化

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

聖し
ょ
う
と
く
た
い
し

徳
太
子
が
16
歳
の
時
、秦は

た
の
か
わ
か
つ

河
勝
に
仏
教
を
広
め
る
た

め
の
道
場
を
つ
く
る
よ
う
に
命
じ
、釈し

ゃ
か
さ
ん
ぞ
ん

迦
三
尊
と
四し

て
ん
の
う

天
王
を

祀ま
つ

り「
四し

て
ん
の
う
じ
し
ょ
う
り
ょ
う
い
ん

天
王
寺
聖
霊
院
」と
称
さ
れ
た
の
が
こ
の
寺
の
始

ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。国
宝「
本
堂
」を
は
じ
め
、平
安
時

代
の
壁へ

き
が画

が
お
さ
め
ら
れ
た
県
内
で
最
も
古
い
木
造
建
築

で
あ
る
国
宝「
太た

い
し
ど
う

子
堂
」や
、泥ど

ろ
ぼ
う棒

が
盗
ん
で
壊こ

わ

そ
う
と
し
た

ら
声
が
聞
こ
え
て
き
た
た
め
改か

い
し
ん心

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

「
聖し

ょ
う
か
ん
の
ん
り
ゅ
う
ぞ
う

観
音
立
像
」（
あ
い
た
た
観
音
）な
ど
多
く
の
文
化
財
が

あ
り
、播
磨
の
法
隆
寺
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

聖徳太子に仕えた飛鳥時代の人物。
鶴林寺を建てたほか、坂越をはじめ
とした赤穂郡の千種川流域を開い
たともいわれ、大

おおさけじんじゃ

避神社には秦河勝
が祀

まつ

られています。

本堂

太子堂

本堂

三重塔

三重塔

弁天堂

加か
こ
が
わ
し

古
川
市

加か
さ
い
し

西
市

加西市坂本町821-17　☎0790-48-2006（本坊）

加古川市加古川町北在家424　☎079-454-7053

　

正
月
に
前
の
年
の
悪

い
行
い
を
正
し
、新
し
い

年
が
良
い
年
に
な
る
よ

う
に
祈
る
法
要
が
修
正

会
で
す
。こ
の
中
で
、鬼

た
ち
が
人
々
の
厄
を
払

う
伝
統
行
事「
鬼
追
い
」

が
行
わ
れ
ま
す
。

修
しゅしょうえ

正会（鬼追い）
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九
州
か
ら
京
都
へ
向
か
っ
て
い
た
性し

ょ
う
く
う
し
ょ
う
に
ん

空
上
人
が
、

文も
ん
じ
ゅ
ぼ
さ
つ

殊
菩
薩
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
９
６
６
年
に
庵い

お
り

を

開
い
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、

花か
ざ
ん
ほ
う
お
う

山
法
皇
が
教
え
を
受
け
に
来
山
。大だ

い
こ
う
ど
う

講
堂
を
建こ

ん
り
ゅ
う立

し
、書
寫
山
圓
教
寺
と
名
付
け
ま
し
た
。今
も
多
く

の
人
々
の
信
仰
を
集
め
、西
の
比
叡
山
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。大
講
堂
、食じ

き
ど
う堂

、常
じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ど
う

行
堂
そ
の
他
多
く
の
建

物
が
国
の
重じ

ゅ
う
よ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

要
文
化
財
に
、境
内
は
史
跡
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

７
３
３
年
に
中
国
か
ら
帰
国
し

た
遣け

ん
と
う
し

唐
使
の
吉き

び
の
ま
き
び

備
真
備
に
よ
っ
て

建
て
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。黒く

ろ
だ田

官か
ん
べ
え

兵
衛
の
祖
父
重し

げ
た
か隆

は
、廣
峯
神
社

の
お
札
と
と
も
に
黒
田
家
に
伝
わ

る
秘
伝
の
目
薬
を
売
っ
て
財
を
な

し
た
と
い
わ
れ
、の
ち
の
黒
田
家
発

展
の
基き

そ礎
を
築
き
ま
し
た
。本ほ

ん
で
ん殿

、

拝は
い
で
ん殿

、宝ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
が
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

聖
徳
太
子
が
寺
を
建
て
、高こ

ま麗

の
僧
・
恵え

べ
ん便

を
住
ま
わ
せ
た
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
古こ

さ
つ刹

で
す
。１
５
７
３

年
に
別べ

っ
し
ょ所

長な
が
は
る治

に
よ
っ
て
焼
か
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、姫
路
城
主
・

榊さ
か
き
ば
ら
た
だ
つ
ぐ

原
忠
次
が
現
在
の
本
堂
を
建
て

ま
し
た
。
そ
の
本
堂
を
は
じ
め
、

経き
ょ
う
ど
う

堂
、開か

い
さ
ん
ど
う

山
堂
な
ど
の
建
物
や
脇わ

き
じ侍

の

木も
く
ぞ
う
び
し
ゃ
も
ん
て
ん
り
ゅ
う
ぞ
う

造
毘
沙
門
天
立
像
が
、国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

軍師官兵衛の撮
さつえい

影風景
写真提供：姫路フィルムコミッション

1000年、性空上人が93歳

の時にこの地に移り、庵を開

いたのが始まりといわれる

お寺です。本堂や、本堂内の

彌
み ろ く ぶ つ

勒仏、両
りょうわきじぶつ

脇侍仏が国の重要

文化財に指定されています。

姫路市夢前町寺1051
☎079-335-0330

　
そ
の
年
の
稲
が
豊
作
に
な
る
よ
う
に
、

災
い
を
も
た
ら
す
害
虫
を
疫や

く
び
ょ
う
が
み

病
神
と
し

て
神
社
に
閉
じ
込
め
、大
地
に
祈
り
を
さ

さ
げ
る
儀ぎ

し
き式

が
御
田
植
祭
で
す
。農
業
に

関
わ
る
儀
式
の
中
で
最
も
重
要
な
行
事

と
し
て
受
け
継つ

が
れ
、祈
穀
祭
と
あ
わ
せ

て
姫
路
市
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
年
の
厄や

く

を
払
い
、作
物
の
豊
作

を
祈い

の

る
儀
式
で
、平
安
時
代
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
行
事
と
さ
れ
て
い
ま

す
。毘
沙
門
天
の
化け

し
ん身

・
赤
鬼
、不ふ

動ど
う
み
ょ
う
お
う

明
王
の
化
身
・
青
鬼
、薬や

く
し
に
ょ
ら
い

師
如
来

の
化
身・空
鬼
と
16
の
小
鬼
が
、鈴す

ず

と

た
い
ま
つ
を
持
っ
て
踊お

ど
り
ま
す
。

貴族の家に生まれ、修行を重ね僧となりま

した。法
ほ け き ょ う

華経を全て記憶し、徳の高さから

都の皇族や貴族から敬
うやま

われました。圓教寺

を開いたあとも仏の道を進み、98歳でその

生
しょうがい

涯を終えました。

姫ひ
め
じ
し

路
市

姫
路
市

姫
路
市

姫路市書写2968
☎079-266-3327

姫路市広嶺山52
☎079-288-4777

姫路市白国3-12-5
☎079-223-7187

圓教寺の静かで神秘的な風景を、多
くの映画やドラマで見ることができ
ます。

圓
教
寺

軍師官兵衛（NHK大河ドラマ）

3月のライオン（映画）

ラストサムライ（映画）　ほか 性空上人が開いた圓教寺の奥の院

ロケ地となった作品

圓教寺ゆかりの人物圓教寺

● G.I.ジョー　漆黒のスネークアイズ（映画）
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宝ほ

う
で
ん
や
ま

殿
山
の
中ち

ゅ
う
ふ
く腹に

あ
る
神
社
で
、山

を
削け

ず

り
出
し
て
つ
く
ら
れ
た
巨
大
な

石
の
ご
神し

ん
た
い体「

石
の
宝
殿
」が
あ
り
ま

す
。水
面
に
浮う

い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
こ
と
か
ら「
浮う

き
い
し石

」と
も
い
わ
れ
、国

の
史し

せ
き跡

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

推す
い
こ
て
ん
の
う

古
天
皇
か
ら
揖い

ぼ
ぐ
ん

保
郡
の
水
田
を
授

か
っ
た
聖
徳
太
子
が
、こ
の
地
を「
鵤

い
か
る
が
の
し
ょ
う

荘
」と

名
付
け
、そ
の
中
心
に
お
寺
を
建
て
た
の
が

始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
鵤
荘

は
、法
隆
寺
の
荘し

ょ
う
え
ん園

と
し
て
千
年
近
く
に
わ

た
り
栄
え
ま
し
た
。

　
南な

ん
ぼ
く
ち
ょ
う

北
朝
時
代
、城き

の
や
ま
じ
ょ
う

山
城
に
災わ

ざ
わい

を
も
た
ら
す
方

角
を
守
る
た
め
の
寺
が
建
て
ら
れ
、そ
の
中
に
つ

く
ら
れ
た
神
社
で
す
。学
問
の
神
様
と
い
わ
れ
る

菅
原
道
真
が
祀
ら
れ
、１
５
４
４
年
に
建
て
替
え

ら
れ
た
本
殿
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
１
５
２
７
年
に
建
て
ら
れ
た
本ほ

ん
で
ん殿

は
室む

ろ
ま
ち
じ
だ
い

町
時
代

後
期
の
特と

く
ち
ょ
う徴

が
み
ら
れ
、国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。毎
年
12
月
に
翌
年
の
干
支
が

描
か
れ
る
ジ
ャ
ン
ボ
絵
馬
や
、兵
庫
県
固
有
の
種

で
あ
る「
正し

ょ
う
ふ
く
じ
さ
く
ら

福
寺
桜
」が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

「日本三奇」の一つに数えられる巨石。ドイツの医学者

シーボルトのスケッチ、歌川広重の浮世絵「播磨龍山」な

ど18種類以上の絵図が刊行されており、古くから多くの

人の心をひきつけてきたことが分かります。江戸時代に

は延べ140人もの西国大名が訪れたといわれています。

聖徳太子は飛鳥時代に生まれた皇
こうぞく

族で、自身は天皇にならず、推古天皇を

助けて政治を行いました。身分や家柄でなく一人一人の才能を重視して、

有能な人を役人にする冠
か ん い じ ゅ う に か い

位十二階のしくみや、政治の決まりごとを定めた

十七条の憲
けんぽう

法をつくりました。

宍し
そ
う
し

粟
市

た
つ
の
市

高た
か
さ
ご
し

砂
市

太た
い
し
ち
ょ
う

子
町

高砂市阿弥陀町生石171
☎079-447-1006

宍粟市一宮町森添280　☎0790-74-0013たつの市新宮町宮内342　☎0791-75-5450（歴史文化財課）

揖保郡太子町鵤709
☎079-276-0022

三重塔
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今
の
姫ひ

め
じ
し

路
市
英あ

が賀
に
15
世
紀

末
、蓮
如
上
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
、

１
５
８
０
年
に
豊と

よ
と
み臣（

羽は
し
ば柴

）秀ひ
で
よ
し吉

に

よ
っ
て
亀か

め
や
ま山

に
移
さ
れ
ま
し
た
。明

治
の
初
め
に
本ほ

ん
ど
う堂

が
焼
失
し
、新し

ん
せ
ん撰

組ぐ
み
と
ん
し
ょ

屯
所
だ
っ
た
京
都
西に

し
ほ
ん
が
ん
じ

本
願
寺
の
北

集
会
所
が
移
さ
れ
ま
し
た
。N
H
K

大
河
ド
ラ
マ「
新
撰
組
！
」「
軍
師
官

兵
衛
」や
映
画「
本
能
寺
ホ
テ
ル
」の

ロ
ケ
地
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
播ば

ん
し
ゅ
う
い
ぬ
で
ら

州
犬
寺
」と
も
い
わ
れ
る
法
楽
寺

は
、飛あ

す
か
じ
だ
い

鳥
時
代
に
当
地
に
住
ん
で
い
た

枚ま
い
ぶ夫

と
い
う
有
力
者
が
、飼
っ
て
い
た
２

匹ひ
き

の
忠
犬
を
弔と

む
らう

た
め
に
建
立
し
た
と

い
わ
れ
る
寺
院
で
す
。本
堂
、春
日
社
が

県
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
お
よ
そ
１
２
０
０
年
前
に
、

近お
う
み江

の
日ひ

よ
し
じ
ん
じ
ゃ

吉
神
社
か
ら
神
の

み
た
ま
を
授さ

ず

か
っ
て
建
て
ら
れ

た
神
社
で
す
。神
の
使
い
は
猿さ

る

で
、本
殿
に
は
、「
眼み

ざ
る猿

」「
口い

わ
ざ
る猿

」

「
耳き

か
ざ
る猿

」の
彫ち

ょ
う
こ
く刻

が
あ
り
ま
す
。

参さ
ん
ど
う道

に
あ
る
鳥と

り
い居

が
県
の
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
１
６
６
５
年
に
初
代
福
本
藩
主
で
あ

る
池い

け
だ
ま
さ
な
お

田
政
直
が
菩ぼ

だ
い
じ

提
寺（
先
祖
の
霊れ

い

を

供
養
す
る
お
寺
）と
し
て
建
て
た
寺
院

で
す
。本
堂
と
山
門
は
茅か

や
ぶ葺

き
屋
根
の

貴
重
な
建
物
で
、県
の
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
境
内
に
は
池
田

家
八
代
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。 神

河
町

神か
み
か
わ
ち
ょ
う

河
町

姫ひ
め
じ
し

路
市

　

古ふ
る
ぼ
っ
け
し
ぜ
ん
こ
う
え
ん

法
華
自
然
公
園
内

に
あ
る
古
法
華
寺
に
は
、

お
よ
そ
１
３
０
０
年
前
に

彫ほ

ら
れ
た
日
本
最
古
の
石

仏
と
さ
れ
国
の
重
要
文

化
財
の「
石せ

き
ぞ
う
う
き
ぼ
り
に
ょ
ら
い

造
浮
彫
如
来

及お
よ
び
り
ょ
う
わ
き
じ
ぞ
う

両
脇
侍
像
」が
お
さ
め

ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
武む

さ
し蔵 

Ｍ

Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
」の
ロ
ケ
地

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

加
西
市

加
西
市

　
６
５
0
年
に
法ほ

う
ど
う
せ
ん
に
ん

道
仙
人
が
開
い
た
お

寺
で
あ
る
と
い
わ
れ
、多た

ほ
う
と
う

宝
塔
を
含
む

建
造
物
の
多
く
が
県
の
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。本ほ

ん
ど
う堂

に
登
る
階
段

の
両り

ょ
う
わ
き脇

に
は
楓か

え
での

木
が
あ
り
、秋
に
な

る
と
市
内
一
の
呼
び
声
も
高
い
紅
葉
を

み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

加か
さ
い
し

西
市

　

江
戸
時
代
初
め
の
建
築
で
、県
の
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。檜ひ

の
きの

皮
で
屋
根

を
覆お

お
っ
た
檜ひ

わ
だ
ぶ
き

皮
葺
で
、同
じ
形
を
し
た
社や

し
ろが

４
つ
並
び
、そ
れ
ら
を
廊ろ

う
き
ょ
う橋

で
結
ん
だ
珍
し

い
神
社
で
す
。４
つ
の
社
は
全
て
西
向
き
に

建
て
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
ぞ
れ
底そ

こ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

筒
男
命
、

中な
か
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

筒
男
命
、表う

わ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

筒
男
命
、息お

き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
帯
姫
命
を

祀ま
つ

っ
て
い
ま
す
。

播は
り
ま
ち
ょ
う

磨
町

　

揖
保
川
に
沿
っ
て
そ
び

え
立
つ
岩
の
壁か

べ

に
彫
ら
れ

た
地
蔵
で
、１
３
５
４
年

に
彫
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。北
側
に
も
岩
に
彫
ら

れ
た
４
体
の
地
蔵
が
あ

り
、い
ず
れ
も
県
指
定
史

跡
で
す
。

姫路市亀山324　☎079-235-0242

加西市国正町15

加古郡播磨町本荘4-11-21　☎079-435-2918

加西市池上町7
☎0790-45-1616

神崎郡神河町中村1048　☎0790-32-0164

加西市西長町1096

神崎郡神河町福本402　☎0790-32-0161

た
つ
の
市

❶

❷

❺

❼

❽

❻

❸

❹ ❶
❽

❹

❷
❸
❻

❼
❺
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一ツ
山
大
祭・三
ツ
山
大
祭
は
、瀬せ

と
な
い
か
い

戸
内
海
で
起
こ
っ
た
藤ふ

じ
わ
ら
の
す
み
と
も

原
純
友
の
乱
が
静
ま
る

よ
う
願
い
を
さ
さ
げ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
、播
磨
を
は
じ
め
全
国
の
神

様
を
播は

り
ま
の
く
に
そ
う
し
ゃ

磨
国
総
社
に
招
き
、総
社
の
神
様
と
と
も
に
国
の
平
安
と
発
展
を
祈
る
祭

り
で
す
。祭
り
で
は
、人
形
や
造ぞ

う
か花

な
ど
で
美
し
く
飾か

ざ

ら
れ
た
高
さ
約
18
ｍ
に
も
な

る「
山
」が
作
ら
れ
、こ
れ
が
神
様
を
迎
え
る
た
め
の
場
所
と
な
り
ま
す
。山
を
作
る

た
め
の
見
本
を
ひ
な
型
と
い
い
、国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。一ツ
山
大
祭
が
行
わ
れ
る
の
は
60
年
に一度
で
、臨り

ん
じ
さ
い

時
祭
と
し
て
三
ツ
山
大
祭
が

20
年
に一度
行
わ
れ
ま
す
。一ツ
山
、三
ツ
山
祭
と
も
、県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

獅
子
舞
は
、獅
子
の
面
を
か
ぶ
っ
た
踊
り

手
が
笛
や
太た

い
こ鼓

の
音ね

い
ろ色

に
合
わ
せ
て
踊
る
も

の
で
、豊
作
や
厄
ば
ら
い
な
ど
を
願
っ
て
全

国
各
地
で
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。も
と
も
と

は
室む

ろ
ま
ち
じ
だ
い

町
時
代
に
伊い

せ
の
く
に

勢
国（
現
在
の
三
重
県
）で

飢う

え
や
病
を
追
い
払
う
た
め
に
獅
子
の
頭
を

か
ざ
り
、正
月
に
そ
れ
を
か
ぶ
っ
て
舞
い
を

踊
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。そ
の
後
全
国
に
広
ま
り
、こ
ど
も
の
手
足

や
頭
を
噛
む
と
災
い
や
病
払
い
に
な
る
と
も

い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

鬼
追
い
は
、さ
ま
ざ
ま
な
災

い
や
悪あ

く
り
ょ
う霊

を
鬼
た
ち
に
よ
っ
て

払
う
行
事
で
す
。こ
こ
で
登
場

す
る
鬼
と
は
、昔
話
に
出
て
く

る
よ
う
な
悪
さ
を
す
る
も
の
で

は
な
く
、仏
様
が
姿
を
変
え
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

鬼
た
ち
が
松た

い
ま
つ明

や
鉾ほ

こ

、槌つ
ち

な
ど

を
も
っ
て
踊お

ど

り
、激
し
く
暴
れ

る
こ
と
で
邪
気
を
払
い
、人
々

の
健
や
か
な
暮
ら
し
を
祈
り
ま

す
。加か

さ
い
し

西
市
の
東と

う
こ
う
じ

光
寺
、加か

こ
が
わ

古
川

市し

の
鶴か

く
り
ん
じ

林
寺
、稲い

な
み
ち
ょ
う

美
町
の
高こ

う
お
ん薗

寺じ

、姫ひ
め
じ
し

路
市
の
魚う

す
き
は
ち
ま
ん
じ
ん
じ
ゃ

吹
八
幡
神
社
、

圓え
ん
ぎ
ょ
う
じ

教
寺
、随ず

い
が
ん
じ

願
寺
、八は

ち
よ
う
じ

葉
寺
、

福ふ
く
さ
き
ち
ょ
う

崎
町
の
神じ

ん
し
ゃ
く
じ

積
寺
な
ど
で
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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