
   

　
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
心

身
と
も
に
健
や
か
に
成
長
す
る
こ

と
は
、
社
会
全
体
の
願
い
で
す
。

子
ど
も
た
ち
は
、
各
家
庭
の
宝
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の

宝
だ
と
言
え
ま
す
。 

　
ま
ず
、
大
人
自
身
が
、
大
人
社

会
の
あ
り
方
を
見
直
し
て
み
る
と

と
も
に
、
社
会
の
基
本
的
な
ル
ー

ル
を
身
を
も
っ
て
伝
え
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。
よ
り
多
く
の
み

な
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
青

少
年
が
健
や
か
に
育
つ
た
め
の
行

動
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が

望
ま
れ
て
い
ま
す
。 

   

　
家
庭
は
子
ど
も
に
と
っ
て
人
格

形
成
の
行
わ
れ
る
最
初
の
場
所
で

す
。 

　
親
で
あ
る
み
な
さ
ん
は
、
基
本

的
な
生
活
態
度
や
社
会
規
範
な
ど

を
子
ど
も
に
正
し
く
伝
達
し
て
い

く
責
任
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
ま

し
ょ
う
。
家
庭
で
の
し
つ
け
、
ふ

れ
あ
い
と
信
頼
関
係
の
大
切
さ
や

生
活
習
慣
な
ど
、
家
庭
の
あ
り
方

を
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

   

　
青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
に

は
、
家
庭
や
学
校
、
関
係
機
関
の

努
力
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
地

域
に
お
い
て
、
日
ご
ろ
か
ら
子
ど

も
た
ち
を
温
か
く
見
守
り
、
励
ま

し
、
と
き
に
は
注
意
す
る
こ
と
が
、

青
少
年
の
健
全
育
成
の
大
き
な
力

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
有
害
な
情

報
や
環
境
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
守

る
こ
と
も
大
切
な
役
割
で
す
。 

　
全
て
の
人
が
青
少
年
の
健
全
育

成
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
識

を
持
ち
、
互
い
に
助
け
、
支
え
あ

え
る
地
域
づ
く
り
に
努
め
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、「
地
域
の
子
ど
も
は

地
域
で
育
て
る
」
と
い
う
視
点
に

立
っ
て
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
が

一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
を
進
め

ま
し
ょ
う
。 

   

　
変
化
の
激
し
い
こ
れ
か
ら
の
時

代
を
支
え
る
青
少
年
の
育
成
の
た

め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通

じ
て
、
よ
り
多
く
の
青
少
年
が
自

立
性
や
社
会
性
を
は
ぐ
く
み
、
積

極
的
に
社
会
へ
参
画
し
て
い
け
る

よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。 

　
そ
の
た
め
に
、
大
人
の
み
な
さ

ん
が
、
子
ど
も
た
ち
と
い
っ
し
ょ

に
な
り
、
世
代
を
こ
え
て
、
地
域

の
行
事
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
な
ど
に
参
加
す

る
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。 

（
社
会
教
育
課
） 

○
青
少
年
の
育
成
は 

　
大
人
一
人
ひ
と
り
の
責
務 

○
地
域
で
一
体
と
な
っ
て 

　
青
少
年
の
育
成
を 

○
青
少
年
の
多
様
な
社
会
参 

　
加
活
動
を
支
え
よ
う 

○
家
庭
の
あ
り
方
を 

　
ふ
り
か
え
ろ
う 

１１
月
は「
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
強
調
月
間
」で
す 

青少年補導委員が 
知事表彰・知事感謝・会長感謝を受賞 

青少年補導委員が 
知事表彰・知事感謝・会長感謝を受賞 
　去る１０月２６日に開催された第４５回兵庫県青少年補導委員大
会で、永年（２０年・１０年）にわたり青少年の非行防止・健全育
成に貢献されたことに対し、神崎郡青少年補導委員が知事表彰、
知事感謝を受賞されました。 
　また、継続して青少年の健全育成に尽力されたことに対し、
兵庫県青少年補導委員連合会会長感謝を受賞されました。受賞
された方々は次のとおりです。（敬称略） 
【兵庫県知事表彰（２０年）】　福島和江（駅前） 
【兵庫県知事感謝（１０年）】　西川英隆（新町） 
【兵庫県青少年補導委員連合会会長感謝（５年）】 
　久後龍馬（福崎小）・溝端巖（八千種小）・大西啓司（福崎西中） 
　おめでとうございます。今後とも地域の青少年健全育成のた
め、ますますのご活躍を祈念します。 

（社会教育課） 

人権フェスティバル 

日　時　１２月９日（日）　９：３０～ 
場　所　文化センター　大ホール 
内　容 
　第１部　小・中学生の主張、体験発表 
　第２部　講演 
　演題　「～大震災を経験して～思いやりの心」 
　講師　フリーアナウンサー　桑原征平さん 
　世界５０か国を回る貴重な体験や長
年のテレビ取材の経験から語られる話
題豊富な講演で、「思いやりの心」に
ついて考えてみませんか。 

　●小中学生の人権ポスター、標語の展示　ほか 

６ 



福崎町 

知
ら
ん
ぷ
り
　
し
な
い 

　
さ
せ
な
い
　
勇
気
持
と
う 

高
岡
小
学
校
６
年
　
　 

秋
武
諒
紀 

「
ご
め
ん
ね
。」と
　
こ
の
一
言
で 

　
笑
顔
に
も
ど
る 

八
千
種
小
学
校
６
年
　 

谷
岡
巧
望 

自
分
か
ら
　
ご
め
ん
と
言
え
る 

　
そ
の
勇
気 

福
崎
小
学
校
６
年
　
　 

大
上
凌
弥 

や
め
よ
う
よ
　
か
げ
口
悪
口 

　
知
ら
ん
ふ
り 田

原
小
学
校
６
年
　
　 

牛
尾
智
哉 

　「
今
日
、
○
○
市
○
○
町
で
、
部

屋
で
男
の
子
が
た
お
れ
て
い
る
と
、

近
所
の
住
民
か
ら
１
１
０
番
通
報
が

あ
り
ま
し
た
。
警
察
に
よ
る
と
、
体

に
複
数
も
の
あ
ざ
が
あ
り
、
ぎ
ゃ
く

た
い
を
さ
れ
て
い
た
と
見
て
そ
う
さ

を
進
め
て
い
ま
す
。」 

　
み
な
さ
ん
は
、『
幼
児
ぎ
ゃ
く
た

い
』
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
て
ど
ん

な
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。
多

分
、
な
ぐ
ら
れ
る
と
か
体
に
傷
を
つ

け
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
る
で
し
ょ
う
。
幼
児
ぎ
ゃ
く
た

い
と
は
、
自
分
勝
手
に
、
親
が
子
ど

も
に
ひ
ど
い
扱
い
を
す
る
こ
と
で
す
。

子
ど
も
ど
う
し
が
す
る
『
か
ら
か 

い
』
と
は
ま
っ
た
く
違
う
、
も
っ
と

ひ
ど
く
お
そ
ろ
し
い
も
の
で
す
。 

　
私
は
こ
の
幼
児
ぎ
ゃ
く
た
い
に
つ

い
て
、
あ
る
１
冊
の
本
と
出
会
い
ま

し
た
。
こ
の
本
は
、
今
ま
で
に
あ
っ

た
ぎ
ゃ
く
た
い
や
、
親
ど
う
し
の
都

合
に
よ
り
子
ど
も
が
ひ
ど
い
目
に
あ

う
と
い
う
話
を
ま
と
め
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
の
や
り
方
な
ど
を
記
し
た
も

の
で
し
た
。
私
は
当
時
小
学
６
年
生

で
し
た
が
、
こ
の
本
は
と
て
も
印
象

的
で
、
今
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
ま

す
。 

　
一
番
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
今

年
３
月
、
大
阪
府
豊
中
市
で
生
後
３

か
月
の
男
児
を
揺
さ
ぶ
り
、
脳
に
損

傷
を
与
え
た
と
し
て
傷
害
罪
に
問
わ

れ
た
父
親
Ｉ
に
懲
役
３
年
２
か
月
が

言
い
わ
た
さ
れ
ま
し
た
。 

　
ぎ
ゃ
く
た
い
さ
れ
た
男
の
子
は
今

も
目
が
見
え
ず
、
言
葉
も
し
ゃ
べ
ら

れ
な
い
状
態
だ
そ
う
で
す
。 

　
こ
の
事
件
以
外
に
も
、
父
親
と
母

親
、
２
人
で
や
っ
た
と
い
う
も
の
も

あ
り
ま
し
た
。 

　
私
の
お
父
さ
ん
が
以
前
「
ど
っ
ち

か
片
方
が
し
か
っ
て
い
る
時
は
も
う

片
方
が
し
か
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
の

味
方
に
な
る
ん
や
で
。」
と
言
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
こ
の
深

い
言
葉
が
、
ぎ
ゃ
く
た
い
が
多
い
こ

ん
な
世
の
中
の
せ
い
か
、
頭
に
残
っ

て
は
な
れ
ま
せ
ん
。 

　
父
親
、
母
親
２
人
で
ぎ
ゃ
く
た
い

を
し
た
と
い
う
人
に
は
、
こ
の
考
え

方
は
な
く
、
自
分
勝
手
に
と
て
も
ひ

ど
い
こ
と
を
し
た
ん
だ
と
実
感
し
反

省
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

　
今
、
日
本
の
人
口
は
減
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
あ
と
何
百
年
何
千
年
、
こ

の
ま
ま
で
い
く
と
絶
滅
し
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
時
に
、
未
来
へ
と
バ
ト
ン
タ

ッ
チ
し
て
い
く
今
の
子
ど
も
た
ち
を
、

う
み
の
親
が
自
ら
の
手
で
ぎ
ゃ
く
た

い
、
あ
る
い
は
殺
害
と
い
う
こ
と
を

し
て
い
る
の
で
す
。 

　
こ
ん
な
世
の
中
、
私
は
あ
り
え
な

い
と
思
い
ま
す
。
親
は
道
を
つ
く
り
、

未
来
を
つ
な
ぐ
子
ど
も
た
ち
に
、
い

ろ
い
ろ
な
知
識
を
伝
え
る
も
と
と
な

っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
支
え
て
く
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に･･･

。 

　
も
し
、
ぎ
ゃ
く
た
い
し
そ
う
に
な

っ
た
ら
、
自
ら
の
考
え
の
ま
ち
が
い

に
気
付
き
、
そ
れ
を
正
し
い
方
向
へ

と
変
え
る
。
そ
れ
か
ら
、
し
っ
か
り

と
本
ら
い
の
自
分
を
見
つ
け
だ
し
て
、

目
の
前
に
い
る
自
分
の
子
ど
も
に
、

今
自
分
が
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
を
一
生
か
け
て
伝
え
よ
う
と
す

る
努
力
を
し
て
み
る
。
こ
れ
に
気
付

い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
、

こ
の
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
る
人
が

い
る
の
な
ら
、
手
助
け
を
し
て
あ
げ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

　
私
は
ふ
だ
ん
、
こ
の
努
力
を
し
な

い
で
よ
く
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
な
、

と
い
う
場
面
に
出
会
い
ま
す
。
ぎ
ゃ

く
た
い
さ
れ
、
殺
害
さ
れ
た
子
は
、

も
っ
と
も
っ
と
生
き
た
か
っ
た
だ
ろ

う
に･･･

。
友
達
と
も
っ
と
も
っ
と

し
ゃ
べ
り
た
か
っ
た
だ
ろ

う
に･･･

。
ぎ
ゃ
く
た
い

す
る
親
な
ん
て
最
低
だ
。

私
は
も
し
、
そ
ん
な
人
に

会
っ
た
ら
、「
自
分
が
逆

の
立
場
に
な
っ
て
考
え
て

み
ろ
！
き
っ
と
ま
ち
が
い

を
正
せ
る
は
ず
だ
！
」
と

言
い
た
い
で
す
。 

　
子
ど
も
は
親
を
見
て
育
ち
ま
す
。

だ
か
ら
も
し
、
自
分
の
親
が
自
分
に

ぎ
ゃ
く
た
い
を
し
て
い
た
ら
、
大
き

く
な
っ
て
ま
た
自
分
の
子
に
ぎ
ゃ
く

た
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
負
の
連
さ
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ま
ち

が
い
に
気
付
き
、
と
め
ら
れ
た
ら
い

い
の
で
す
が
、
や
っ
て
し
ま
う
ま
で

気
が
付
か
な
い
の
が
現
状
で
す
。 

　
今
、
ぎ
ゃ
く
た
い
と
い
う
言
葉
が

ニ
ュ
ー
ス
を
通
し
て
か
か
わ
る
こ
ん

な
世
の
中
、
と
て
も
平
和
な
社
会
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
し
て
今
も
ま
だ
、

ぎ
ゃ
く
た
い
さ
れ
傷
つ
い
て
い
る
子

ど
も
た
ち
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
「
ヘ
ル

プ
！！
」
と
い
う
心
の
叫
び
声
を
み
ん

な
で
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の

で
す
。 

　
こ
れ
か
ら
始
ま
る
子
ど
も
た
ち
の

未
来
へ
と
続
く
道
を
、
ぎ
ゃ
く
た
い

な
ん
か
で
決
し
て
こ
わ
し
て
は
い
け

な
い
の
で
す
。
た
と
え
、
親
で
あ
ろ

う
と
も
。
し
っ
か
り
と
し
た
態
度
で

子
ど
も
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
親
。
そ
ん

な
人
が
増
え
て
ほ
し
い
な
あ
と
願
っ

て
い
ま
す
。 

ヘ
ル
プ
！！
 

福
崎
東
中
学
校
１
年
　 

枡
田
凪
紗 

福崎小学校１年　西村藍花 

福崎西中学校３年 
藤本拓真 

７ 



国
民
健
康
保
険
加
入
の
み
な
さ
ん
へ 

被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す 

（
１１
月
は
被
保
険
者
証
の
更
新
月
） 

国
民
健
康
保
険
税 

　
新
し
い
被
保
険
者
証
を
１１
月
下

旬
に
簡
易
書
留
で
お
送
り
し
ま
す
。

（
役
場
で
更
新
の
手
続
き
を
し
て

い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。） 

※
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
は

同
封
の
封
筒
で
、
１２
月
１
日
以
降

に
役
場
健
康
福
祉
課
へ
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。 

   

〜
保
険
税
は
大
切
な
財
源
で
す
〜 

　
病
院
な
ど
保
険
医
療
機
関
に
か

か
っ
た
時
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、

保
険
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う

自
己
負
担
金
の
ほ
か
、
国
や
県
か

ら
の
補
助
金
や
み
な
さ
ん
か
ら
納

め
て
い
た
だ
く
保
険
税
で
ま
か
な

わ
れ
て
い
ま
す
。
保
険
税
は
必
ず

期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。 

〜
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
〜 

　
特
別
な
事
情
も
な
い
の
に
保
険

税
を
滞
納
す
る
と
、
有
効
期
限
が

短
い
被
保
険
者
証（
短
期
被
保
険

者
証
）を
交
付
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。 

〜
会
社
都
合
に
よ
り
失
業
さ
れ
た

方（
非
自
発
的
失
業
者
）へ
〜 

　
会
社
を
退
職
さ
れ
た
理
由
が
会

社
都
合
の
場
合
、
国
保
税
の
軽
減

制
度
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 

〜
納
付
が
困
難
な
時
は
ご
相
談
を
〜 

　
災
害
な
ど
の
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
時
は
早

め
に
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。
減

額
や
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。 

   

　
健
康
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
左

記
の
保
健
事
業
を
実
施
し
て
い
ま

す
。 

人
間
ド
ッ
ク
の
助
成 

【
対
象
者
】 

・
※
３５
歳
以
上
の
国
保
の
被
保
険

者
で
、
受
診
日
に
７５
歳
に
年
齢

到
達
し
て
い
な
い
方 

・
健
保
の
被
扶
養
者
で
※
満
３５
歳

以
上
４０
歳
未
満
の
方 

（
※
の
年
齢
は
平
成
２４
年
４
月
１

　
日
現
在
） 

脳
検
査
の
助
成 

【
対
象
者
】 

・
国
保
の
被
保
険
者
で
※
満
４０
歳

以
上
の
方 

・
健
保
の
被
扶
養
者
で
※
満
４０
歳

以
上
の
方 

（
※
の
年
齢
は
平
成
２４
年
４
月
１

　
日
現
在
） 

特
定
基
本
健
診
の
実
施 

　
１１
月
２５
日（
日
）・
２６
日（
月
）

に
未
受
診
者
の
方
を
対
象
に
、
特

定
基
本
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。

長
期
間
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
に

は
電
話
・
訪
問
に
よ
り
ご
案
内
を

し
ま
す
。
本
年
度
、
健
診
を
受
け

て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
同
一
年
度
内

に
人
間
ド
ッ
ク
と
特
定
健
診
を
重

複
し
て
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。 

   

　
移
動
困
難
な
患
者
で
、
そ
の
症

状
か
ら
当
該
医
療
機
関
の
設
備
等

で
は
十
分
な
診
療
が
で
き
ず
医
師

の
指
示
に
よ
り
緊
急
に
転
院
し
た

場
合
な
ど
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ

れ
ば
移
送
に
要
し
た
費
用
が
国
保

か
ら
支
給
で
き
ま
す
。 

条
件 

　
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
こ

と
が
必
要
で
す
。 

・
目
的
で
あ
る
療
養
が
保
険
診
療

と
し
て
適
切
で
あ
る
。 

・
療
養
す
る
こ
と
と
な
っ
た
原
因

の
病
気
や
ケ
ガ
に
よ
り
、
移
動

困
難
で
あ
る
。 

・
医
師
の
指
示
に
よ
り
、
一
時
的
・

緊
急
的
に
移
送
が
必
要
で
あ
り
、

や
む
を
得
な
い
。 

申
請
に
必
要
な
も
の 

・
保
険
証 

・
印
鑑 

・
医
師
の
意
見
書 

・
領
収
書 

・
振
込
先
口
座 

   

　
整
骨
院
や
接
骨
院
等
で
施
術
を

受
け
る
場
合
、
健
康
保
険
証
を
使

え
る
場
合
と
使
え
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
健
康
保
険
証
が
使
え
な

い
場
合
は
全
額
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

○
健
康
保
険
証
が
使
え
る
場
合 

　
急
性
ま
た
は
亜
急
性
の
外
傷
性

骨
折
・
脱
臼
・
打
撲
・
捻
挫 

○
健
康
保
険
証
が
使
え
な
い
場
合 

・
日
常
か
ら
く
る
疲
労
・
肩
こ
り
・

腰
痛
・
体
調
不
良
な
ど 

・
医
師
の
同
意
の
な
い
骨
折
や
脱

臼
の
治
療 

・
他
の
医
療
機
関
で
治
療
中
の
同

部
位
に
つ
い
て
、
同
時
期
に
施

術
を
受
け
る
場
合 

・
あ
ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
代
わ

り
の
利
用 

　
柔
道
整
復
師
へ
の
か
か
り
方
を

正
し
く
理
解
し
適
切
な
受
診
を
す

る
こ
と
で
、
医
療
費
の
適
正
化
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
申
請
内
容
確
認
の
た
め
、

役
場
健
康
福
祉
課
か
ら
電
話
や
文

書
で
照
会
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

　
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ
先 

　
健
康
福
祉
課
　
国
保
医
療
係 

　
（
内
線
３
５
５
・
３
５
６
） 

　
税
務
課
　
国
保
税
係 

　
（
内
線
３
４
５
） 

 

国
保
の
保
健
事
業 

移
　
　
送
　
　
費 

柔
道
整
復
施
術
の
保
険
適
用 

ね
ん
ざ 

だ
っ
き
ゅ
う 

11月11日～17日は 
税を考える週間です　　 

税の役割と税務署の仕事を 
ご覧ください 

８ 

※開始には事前準備が必要です。 
　詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。 



１
、
播
但
一
揆 

　
明
治
４
年（
１
８
７
１
）１０
月
、

姫
路
・
生
野
両
県
で
起
こ
っ
た
大

規
模
な
一
揆
が
播
但
一
揆
と
よ
ば

れ
て
い
ま
す
。
県
の
役
所
や
薬
園
、

大
庄
屋
宅
、
庄
屋
宅
が
次
々
と
焼

き
打
ち
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
一
揆
は
、
神
東
郡
辻
川
村

の
大
庄
屋
三
木
家
の
襲
撃
か
ら
蜂

起
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。 

 

２
、
一
揆
の
勃
発 

　
１０
月
１３
日
、
三
木
家
に
は
県
の

役
人
が
人
別
改
め
を
行
う
た
め
出

張
し
て
来
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
、

明
治
政
府
の
新
政
策
に
不
満
を
も

つ
民
衆
が
、
竹
槍
・
鉄
砲
を
携
え

大
勢
集
ま
っ
て
来
て
、
役
人
に
嘆

願
し
よ
う
と
門
前
へ
詰
め
か
け
、

騒
ぎ
出
し
ま
し
た
。 

　
一
揆
勃
発
の
状
況
を
記
し
た
史

料
に
は
、「
日
は
既
に
薄
暮
に
迫

り
、
遂
に
門
前
群
衆
は
発
砲
と
放

火
な
ど
を
始
め
て
お
り
、
騒
ぎ
出

し
て
動
乱
と
な
っ
た
。
あ
る
い
は

門
・
塀
を
破
壊
す
る
者
あ
り
、
あ

る
い
は
室
内
へ
踏
み
込
ん
で
建
具

を
破
壊
す
る
者
あ
り
、
あ
る
い
は

刀
を
取
っ
て
石
の
上
に
た
た
き
、

こ
れ
を
折
る
者
も
あ
っ
た
。」（『
福

崎
町
史
』
第
２
巻
）と
あ
り
ま
す
。 

 

３
、
建
物
に
残
る
一
揆
の
痕
跡 

　
三
木
家
住
宅
は
、
平
成
２２
年
度

か
ら
保
存
修
理
工
事
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
工
事
の
痕
跡
調
査
で
多

く
の
墨
書
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

墨
書
と
い
う
の
は
、
建
物
の
部
材

に
墨
で
書
か
れ
た
文
字
や
記
号
の

こ
と
で
す
。 

　「
役
所
の
ま
」
北
面
の
垂
壁
板

（
長
さ
１
９
２
㎝
・
幅
２０
㎝
）か

ら
発
見
さ
れ
た
墨
書
に
は
、「
明

治
四
未
年
十
月
土
寇
の
た
め
に
破

損
仕
候
、
明
治
六
酉
年
三
月
北
野

村
大
工
金
藤
佐
十
郎
□
繕
営
仕 

候
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
土

寇
」
と
は
一
揆
の
こ
と
で
、
こ
れ

に
よ
り
播
但
一
揆
で「
役
所
の
ま
」

も
被
害
を
受
け
、
修
繕
さ
れ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　「
か
み
の
ま
」の
柱
や
縁
側
に
も
、

播
但
一
揆
の
と
き
の
も
の
と
伝
え

る
刀
傷
が
残
っ
て
お
り
、
建
物
に

残
る
こ
れ
ら
の
痕
跡
は
、
文
献
史

料
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
、
打
ち

壊
し
の
よ
う
す
を
今
に
伝
え
て
い

ま
す
。 

た
れ
か
べ 

つ
か
ま
つ
り
そ
う
ろ
う 

た
け
や
り 

９ 

福
崎
町
文
化
財
だ
よ
り 

文
化
財
再
発
見
　 57

大
庄
屋
三
木
家
と
播
但
一
揆 

61

福
崎
町
教
育
委
員
会 

柳
田
國
男
・
松
岡
家
記
念
館 

神
崎
郡
歴
史
民
俗
資
料
館 

　
播
但
一
揆
で
使
わ
れ
た
と
伝
わ
る
竹
槍
。
長
さ
２
３
１
・
５
㎝ 

（
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
） 

▼
 

▲「役所のま」垂壁板から 
　発見された墨書（部分） 

▲縁側の刀傷 

県指定文化財三木家住宅を 
臨時公開！ 

　今回は、「自然歩道を歩こう大会」の
開催にあわせ、保存修理工事現場の臨時
公開を行います。屋根瓦や土壁などを取
りはずし、解体した軸組の状態を見てい
ただける貴重な機会です。発見された墨
書等も展示しますので、ぜひご参加くだ
さい。 
日時　１１月２３日（金・祝）９：００～１７：００ 
場所　三木家住宅（西田原１１０６） 
※申込は不要です。 



歴
史
民
俗
資
料
館
だ
よ
り 

●
会
場 

　
柳
田
國
男
・
松
岡
家
記
念
館 

　
　
　
２２
・
１
０
０
０ 

　
歴
史
民
俗
資
料
館 

　
　
　
２２
・
５
６
９
９ 

●
開
館
時
間 

　
９
時
〜
１６
時
３０
分 

●
休
館
日 

　
月
曜
日
、
祝
日
の
翌
日 

　
（
１１
月
２３
日
は
開
館
） 

●
入
館
料
　
無
料 

１０ 

　西暦２０１３年は、奈良時代の和銅６年（７１３）に朝廷より風土記の編さんが命じられてから１３００
年目の年にあたります。 
　本展ではそれに先がけて、現存する５つの風土記のうちの１つである『播磨国風土記』の中
の「神前郡」にスポットをあててご紹介します。「神前郡」は、当館のある福崎町が領域に含ま
れていました。 

　そこで、「神前郡」条に登場する６つの里と、それらに
まつわる伝承などを展示し、柳田國男の兄である井上通
泰の著した『播磨国風土記新考』などから、登場する比
定地についても検証していきます。あわせて、出土した
考古遺物からみえる、当時のようすについても紹介します。 
　また、古代の福崎のみならず、中世や近世・近代の福
崎のようすも資料を通してご紹介し、福崎の変遷をより
詳しく知っていただく機会とするものです。 

平成24年度　特別展 

入館無料 
11月25日まで開催 

主催：福崎町教育委員会 
協力：福崎町立図書館応援隊（紙芝居グループ　対面朗読・録音図書グループ） 
　　　神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター 

　福崎町内に関する地名説話としては、建石敷命という神様
がいたとする神前山や、檜で有名な奈具佐山、天日桙命の軍
勢が八千いたために名付けられたという八千軍野などが紹介
されています。神崎山・七種山・八千種など現在にもつなが
る身近な地名が登場するのも風土記の魅力のひとつです。 

たけいわしきのみこと 

な　ぐ　さ　やま 

や　ち　くさ　の 

あめのひぼこのみこと ひのき 

場所：歴史民俗資料館 
「ふるさとの地名が語る古代の神崎郡」 
講師：松下正和さん（近大姫路大学） 

 
場所：柳田國男・松岡家記念館 
「井上通泰の業績と人となり」 
講師：井上舞さん（神戸大学大学院人文学研究科） 
受講料：無料 

＜講演会のお知らせ＞ 
 １１月１７日（土） １３：００～ 

１１月１８日（日） １３：３０～ 

★１７日（土）は、歴民開館３０周年 
　を祝う記念式典を行います。 

　福崎のことが記されている文献史料のなかで、最も古いものは、
『播磨国風土記』（国宝）ですが、展示では、遺物からみえる古代の
福崎の姿もご紹介します。 

　『播磨国風土記』との
関連を示す遺物では、
「神前郡」の地名と同じ
名前が記された木簡が、
奈良県の平城宮跡から見
つかっています。 

③木皿 

④変形した須恵器 

①仏像 

②土馬 

⑤鴟尾 ⑥人形 
⑦帯金具 

し　び 
ひとがた 

＊①～⑤[福井谷遺跡より出土]⑥[文治遺跡より出土]⑦[矢口遺跡より出土]

二
条
大
路
木
簡 

（
奈
良
文
化
財
研
究
所
蔵
） 



　
記
念
館
で
は
現
在
、
特
別

展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

　
本
展
で
は
、
井
上
通
泰
の

『
播
磨
国
風
土
記
新
考
』
の

執
筆
過
程
を
中
心
と
し
た
通

泰
の
風
土
記
研
究
を
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
通
泰
の
人
物

像
を
お
伝
え
し
ま
す
。 

　
通
泰
の
交
流
は
広
く
、
森

鴎
外
、
徳
富
蘇
峰
、
高
浜
虚

子
、
三
上
参
次
な
ど
の
知
識

人
や
文
学
者
が
い
ま
す
。
ど

の
よ
う
な
交
流
で
あ
っ
た
の

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書

簡
を
展
示
し
て
い
ま
す
。 

　
さ
ら
に
、
通
泰
と
兄
弟
と
の

間
で
交
わ
さ
れ
た
葉
書
や
書
簡

か
ら
も
、
通
泰
の
人
物
像
に
触

れ
て
い
た
だ
け
ま
す
。 

　
そ
し
て
、
通
泰
を
通
じ
て
風

土
記
研
究
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

　
ぜ
ひ
、
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

柳
田
國
男
・
松
岡
家
記
念
館
だ
よ
り 

１１ 

～井上通泰の風土記研究～ 
平成２４年度　特別展 入館無料 

11月25日まで 
開催 

　
松
岡
兄
弟
の
三
男
、
井
上
通
泰

は
、
眼
科
医
を
営
む
傍
ら
、
独
学

で
歌
学
や
史
学
の
研
究
を
続
け
、

そ
れ
ら
の
成
果
を
著
作
と
し
て
ま

と
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

晩
年
の
通
泰
の
業
績
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
が
、『
播
磨
国
風
土
記

新
考
』
で
す
。 

　
現
在
、
柳
田
國
男
・
松
岡
家
記

念
館
に
は
、
通
泰
直
筆
の
『
播
磨

国
風
土
記
新
考
』
の
原
稿
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ
の
原

稿
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。 

　『
播
磨
国
風
土
記
新
考
』
の
原

稿
は
、
西
洋
紙
の
４
０
０
字
詰
め

原
稿
用
紙
に
１
行
置
き
に
毛
筆
で

書
か
れ
て
い
ま
す
。
通
泰
の
門
弟

の
一
人
で
あ
る
森
銑
三
が
通
泰
に

つ
い
て
書
き
残
し
た
文
章
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
が
通
泰
の
原
稿
執
筆
の

ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

　
あ
る
日
、
森
銑
三
が
、
西
洋
紙

の
原
稿
に
毛
筆
で
執
筆
す
る
通
泰

に
、
日
本
紙
で
原
稿
用
紙
を
作
っ

た
ら
ど
う
か
と
聞
い
て
み
た
と
こ

ろ
、
通
泰
は
、
西
洋
紙
の
方
が
筆

が
す
べ
っ
て
よ
い
の
だ
、
と
答
え

た
の
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
１
行

置
き
に
原
稿
を
書
い
て
い
た
の
は
、

後
か
ら
書
き
入
れ
が
し
や
す
い
よ

う
に
と
い
う
理
由
か
ら
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
さ
ら
に
、
原
稿
の
執
筆

に
あ
た
っ
て
は
、
本
文
は
も
と
よ

り
、
目
次
や
索
引
も
自
分
の
手
で

作
り
、
校
正
も
他
人
の
手
を
煩
わ

せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま

す
。 

　
ま
た
、
記
念
館
所
蔵
の
原
稿
に

は
、「
三
」
と
数
字
が
振
っ
て
あ

り
、
第
３
稿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
こ
れ
も
通
泰
の
著
述
ス

タ
イ
ル
で
、
著
述
の
際
に
は
、
最

初
か
ら
完
成
し
た
も
の
を
書
こ
う

と
は
せ
ず
、
初
稿
・
再
稿
・
３
稿

と
、
３
度
ま
で
稿
を
重
ね
て
い
た

そ
う
で
す
。 

　『
播
磨
国
風
土
記
新
考
』の「
後

記
」
に
は
、
弟
・
柳
田
國
男
に
風

土
記
の
研
究
を
勧
め
ら
れ
、
初
稿

か
ら
第
３
稿
ま
で
執
筆
を
進
め
る

過
程
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
ま
ず
、
初
稿
は
手
元
に
あ
る
、

す
で
に
他
の
人
に
よ
っ
て
活
字
化

さ
れ
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
本

文
を
用
い
て
執
筆
し
ま
し
た
。
次

の
第
２
稿
で
は
、
原
本
の
本
文
を

入
手
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
地
理
を
把
握
す
る
た

め
に
、
地
誌
を
収
集
す
る
一
方
で
、

播
磨
の
各
郡
出
身
者
か
ら
も
聞
き

取
り
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

第
３
稿
の
執
筆
前
や
執
筆
中
に
は
、

た
び
た
び
播
磨
を
訪
れ
、
福
崎
町

の
二
之
宮
神
社
な
ど
、
風
土
記
ゆ

か
り
の
地
を
巡
検
し
て
い
ま
す
。

稿
を
重
ね
る
た
び
に
、
よ
り
完
成

度
の
高
い
研
究
が
で
き
あ
が
っ
て

い
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。 

　『
播
磨
国
風
土
記
新
考
』
の
原

稿
や
そ
の
著
述
ス
タ
イ
ル
か
ら
、

学
問
に
対
し
て
決
し
て
妥
協
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
、
通
泰
の
研
究

姿
勢
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜 

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜 

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
　
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
研
究
員
　 

井
上
　
舞 

「『
播
磨
国
風
土
記
新
考
』の
原
稿
」 

井上通泰 
『播磨国風土記新考』の直筆原稿 

高浜虚子から通泰に宛てた書簡 

通泰直筆の短冊 國男から通泰へ送った葉書 

も
り 

お
う
が
い 

し 

み
か
み
さ
ん
じ 

と
く
と
み
そ
ほ
う 

た
か
は
ま
き
ょ 

せ
ん
ぞ
う 



　
文
化
財
は
、
地
域
の
歴
史
を
伝

え
て
く
れ
る
大
切
な
も
の
で
す
。

か
け
が
え
の
な
い
郷
土
の
歴
史
遺

産
を
、
こ
れ
か
ら
も
長
く
未
来
へ

守
り
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

   

　
郷
土
を
愛
す
る
心
は
、
郷
土
の

生
い
立
ち
を
正
し
く
知
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
「
福
崎
の
歴
史

を
学
び
た
い
」
と
い
う
方
は
、
ぜ

ひ
『
福
崎
町
史
』
全
４
巻
を
お
読

み
く
だ
さ
い
。 

□
第
１
巻
　
５
０
０
０
円 

□
第
２
巻
　
４
７
０
０
円 

□
第
３
巻
　
４
０
０
０
円 

□
第
４
巻
　
４
５
０
０
円 

※
詳
し
く
は
、
歴
史
民
俗
資
料
館

へ
。 

　
福
崎
町
で
は
、
昨
年
の
町
制

５５
周
年
と
柳
田
國
男
５０
年
祭
を

機
に
、
柳
田
國
男
の
功
績
を
生

か
し
、
日
本
民
俗
学
の
さ
ら
な

る
発
展
を
願
っ
て
、
日
本
民
俗

学
会
の
研
究
奨
励
賞
に
副
賞
を

贈
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
賞
は
、
３５
歳
未
満
の
次
世
代

の
民
俗
学
を
担
う
若
手
研
究
者

に
授
与
さ
れ
る
も
の
で
す
。 

　
今
年
は
、
渡
部
鮎
美
さ
ん
（
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
非
常
勤

研
究
員
）
の
論
文
「
機
械
化
稲

作
転
換
期
に
お
け
る
稲
作
技
術

の
多
様
化
と
リ
ス
ク
ー
秋
田
県

大
潟
村
を
事
例
に
ー
」
が
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。 

　
１０
月
６
日（
土
）、
東
京
学

芸
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
民

俗
学
会
第
６４
回
年
会
に
お
い
て
、

第
３２
回
研
究
奨
励
賞
授
賞
式
が

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
嶋
田
町

長
が
副
賞
と
し
て
福
崎
町
賞
・

金
１０
万
円
を
贈
り
、
あ
い
さ
つ

の
中
で
「
柳
田
國
男
生
誕
の
地
」

「
も
ち
む
ぎ
麺
の
町
」
福
崎
町

を
全
国
に
向
け
て
発
信
し
、
柳

田
精
神
を
受
け
継
い
で
、
自
律

（
立
）の
町
を
つ
く
り
上
げ
た

い
と
述
べ
ま
し
た
。 

１２ 

開
館
時
間 

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
３０
分 

休
館
日 

　
月
曜
日
、
祝
日
の
翌
日
、
１２
月

　
２８
日
〜
１
月
４
日 

入
館
料
　
無
料 

交
通
　
Ｊ
Ｒ
播
但
線
で
福
崎
駅
下

車
、
徒
歩
約
３０
分
、
ま
た
は
バ

ス
・
タ
ク
シ
ー
を
利
用
。 

　
車
は
播
但
連
絡
道
路
・
中
国
自

動
車
道
で
福
崎
I.C
か
ら
約
５
分
、

ま
た
は
国
道
３１２
号
線
を
利
用
。 

福
崎
町
文
化
財
だ
よ
り 

発
行
　
平
成
２４
年
１１
月
１
日 

　
・
福
崎
町
教
育
委
員
会 

　
　
　
福
崎
町
南
田
原
３１１６
の
１ 

　
　
　
　
０
７
９
０
○
０
５
６
０ 

　
・
柳
田
國
男
・
松
岡
家
記
念
館 

　
・
神
崎
郡
歴
史
民
俗
資
料
館 

　
　
　
福
崎
町
西
田
原
１０３８
の
１２  

　
　
　
　
０
７
９
０
○
１
０
０
０ 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
記
念
館
） 

　
　
　
　
０
７
９
０
○
５
６
９
９ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
歴
民
） 
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市
　
川 

《付近見取図》 

P

福
崎
駅 

←
山
崎
へ 

→
甘
地
へ 

健
康
福
祉 

　
事
務
所 

老
人
ホ
ー
ム 

辻
川
北
信
号 

柳
田
生
家 三木家 

もちむぎの 
　　やかた 

交
番 

町
民
第
一 

グ
ラ
ン
ド 

記
念
館 

→
北
条
へ 

福崎IC

新
町
信
号 文 NTT

郵便局 

高
速
道
路
出
口 

辻
川
信
号 

生
野
へ
↑ 

国
道
３
１
２
号 

播
但
連
絡
道
路 

中　国　自　動　車　道 

姫路へ↓ 

資料館 

←姫
路へ

 

福崎町役場 

バ
ス 

　

ロ
ー
タ
リ
ー 

N

辻川辻川 
バス停バス停 
辻川 
バス停 

P

一方通行 

利
用
案
内 

柳
田
國
男
・
松
岡
家
記
念
館 

歴
史
民
俗
資
料
館 

１１
月
は 

文
化
財
保
護 

強
調
月
間
で
す 

書
籍
販
売
の
お
知
ら
せ 

日
本
民
俗
学
会
　
　
　
　 

　
　
研
究
奨
励
賞
授
賞
式 

「
日
本
民
俗
学
会
」
と
は
？ 

　
民
俗
学
の
研
究
と
普
及

お
よ
び
会
員
相
互
の
連
絡

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

昭
和
２４
年
に
発
足
し
た
、

民
俗
学
研
究
者
の
全
国
的

な
学
会
で
す
。 

　
そ
の
前
身
は
、
昭
和
１０

年
に
柳
田
國
男
の
還
暦
を

機
に
、
全
国
の
研
究
者
に

よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
「
民

間
伝
承
の
会
」
で
す
。 

受賞者の渡部鮎美さん（左） 


