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淡
路
島
の
日
本
遺
産
は
、『

古
事
記』

の
冒
頭
を
飾
る

｢

国
生
み
の
島
・
淡
路｣
〜
古
代
国
家
を
支
え
た
海
人
の

営
み
〜
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
、
平
成
二
八

年
度
に
認
定
さ
れ
た
。

日
本
遺
産
と
は
、
地
域
に
点
在
す
る
様
々
な
文
化
遺
産

を
地
域
の
歴
史
的
魅
力
や
特
色
を
活
か
し
た
ス
ト
ー
リ
ー

で
結
び
、
地
域
が
主
体
と
な
っ
て
総
合
的
に
整
備
・
活
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
文
化
・
伝
統
を
国
内
外

に
戦
略
的
に
発
信
し
、
地
域
の
活
性
化
・
観
光
振
興
に
結

び
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

地
域
の
魅
力
と
は
、
他
の
地
域
に
は
無
い
そ
の
地
域
が

持
つ
特
色
、
地
域
ら
し
さ

(

＝
個
性)

と
い
え
、
そ
れ
は

ま
さ
に
地
域
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
や
文
化
、
風
土
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
中
で
育
ま
れ
た
歴
史
文
化
遺
産
は

地
域
の
魅
力

(

＝
個
性)

を
表
現
す
る
重
要
な
財
産
に
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

淡
路
島
日
本
遺
産
の
取
り
組
み
は
、
島
の
歴
史
文
化
を

島
民
が
再
発
見
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
特
徴
を
共

有
し
、
そ
れ
を
島
の
魅
力

(

＝
個
性)

と
し
て
発
信
す
る

こ
と
で
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
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認
定
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

｢

国
生

み
の
島｣

は
、
島
民
の
誰
も
が
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る

｢
国
生
み
神
話｣

に
描
か
れ
た
島
の
姿
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
神
話
が
記
さ
れ
る

『

古
事
記』

は
、
現
存
す
る
わ
が

国
最
古
の
歴
史
書
と
さ
れ
る
。
そ
の
重
要
な
書
物
の
中
で
、

冒
頭
に
登
場
す
る
神
話
が

｢

国
生
み
神
話｣

で
あ
り
、
そ

の
中
で
最
初
に
生
ま
れ
る
島
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
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淡
路
島
で
あ
る
。

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
二
柱
の
神
様
が
高
天
原
か
ら

お
の
こ
ろ
島
に
降
り
立
ち
、
日
本
列
島
の
島
々
を
生
ん
で

い
く
国
生
み
の
物
語
。
そ
の
内
容
は
史
実
と
い
え
る
も
の

で
は
な
い
が
、『
古
事
記』

の
冒
頭
に
登
場
す
る
重
要
な

神
話
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
そ
こ
に
は
最
初
に
生
ま
れ
る
島
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
淡
路
島
の
姿
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
背
景

に
あ
る
歴
史
こ
そ
が
淡
路
島
の
歴
史
文
化
を
考
え
る
上
で

重
要
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
神
話
が
誕
生
し
た
背
景
を
解
き
明

か
す
こ
と
が
淡
路
島
の
歩
ん
だ
歴
史
を
明
ら
か
に
し
、
そ

の
魅
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
鍵
を
握
る
の
が

｢

海
人｣

と
よ
ば
れ
た
人
び
と

で
あ
る
。
周
囲
を
海
に
囲
ま
れ
、
畿
内
の
前
面
に
位
置
す

る
瀬
戸
内
最
大
の
島
と
し
て
の
環
境
が
、
島
の
歴
史
文
化

を
語
る
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
海
を
生
業

の
場
と
し
た
人
々
の
役
割
が
重
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

淡
路
島
日
本
遺
産
ス
ト
ー
リ
ー
は
こ
の
視
点
に
立
ち
、

｢

海
人｣

と
よ
ば
れ
た
人
々
の
活
動
を
と
お
し
て
島
の
歴

史
文
化
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

�
�
�
�
�
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歴
史
文
化
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り
に
お
い
て
、
調
査

研
究
の
重
要
性
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
調
査
研
究
に
よ

り
明
ら
か
と
な
っ
た
歴
史
的
事
実
は
、
他
の
地
域
に
は
無

い
そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
個
性

(

＝
魅
力)

を
生
み
出
す

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り
こ
そ
が
、

地
域
が
主
体
と
な
っ
た
活
用
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
を
持

続
可
能
な
も
の
と
す
る
の
も
継
続
し
た
調
査
研
究
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
歴
史
文
化
は
、
地
域
の
魅

力
に
厚
み
を
持
た
せ
、
地
域
の
個
性
が
輝
き
続
け
る
力
に

な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

淡
路
島
日
本
遺
産
委
員
会
で
は
、
そ
の
考
え
方
に
基
づ

き
、
認
定
当
初
か
ら

｢

海
人
の
調
査
研
究
事
業｣

に
取
り

組
ん
で
い
る
。
考
古
資
料
が
中
心
と
な
る
構
成
文
化
財
を

と
お
し
て
み
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
考
古
学
を
手
段
と
し
た

調
査
研
究
が
中
心
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、｢

国
生
み

神
話｣
の
背
景
に
あ
る
歴
史
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
に

は
、
考
古
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
加
え
、『

古
事
記』

そ

の
も
の
を
研
究
対
象
と
す
る
文
献
史
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
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チ
が
求
め
ら
れ
る
。

平
成
二
九
年
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研

究
室
と
連
携
し
た
調
査
研
究
で
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
の

『

古
事
記』
や

｢

国
生
み
神
話｣

に
、
文
献
史
学
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
こ
と
で

｢

海
人｣

の
実
像
に
迫
ろ
う

と
し
て
い
る
。

令
和
元
年
度
か
ら
は
、
淡
路
島
日
本
遺
産
委
員
会
の
構

成
員
で
あ
る
筆
者
が
共
同
研
究
員
と
し
て
ひ
ょ
う
ご
歴
史

研
究
室
の
研
究
に
も
参
画
す
る
一
方
、
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研

究
室
に
お
い
て
も
淡
路
島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
地
域
史

研
究
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
共
同
研
究
の
成
果
も
さ
ら
に

深
ま
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
絆
が
強
ま
る
こ
と
で
、
淡
路
島

の
地
域
史
が
よ
り
豊
か
な
も
の
と
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
に

対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
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調
査
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
歴
史
文
化
が
持
つ
魅

力
は
、
そ
の
地
域
に
住
む
住
民
に
と
っ
て
の
誇
り
と
な
り
、

地
域
に
対
す
る
愛
着
を
育
む
も
と
と
な
る
。
外
か
ら
訪
れ

る
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
が
誇
り
と
愛

着
を
持
っ
て
い
な
い
地
域
に
は
魅
力
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ

う
。
地
域
づ
く
り
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
意
味
か
ら
も
、
調
査
研
究
の
成
果
を
住
民
と
共
有

し
、
そ
こ
で
新
た
な
魅
力
を
再
発
見
し
て
も
ら
う
こ
と
が

重
要
と
な
る
。

淡
路
島
日
本
遺
産
委
員
会
で
は
、
歴
史
文
化
の
魅
力
を

外
向
け
に
発
信
す
る
一
方
で
、
島
民
と
の
共
有
に
も
力
を
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注
い
で
き
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め

の
教
科
書
と
し
て

｢

淡
路
島
日
本
遺
産
の
歩
き
方｣

と
題

し
た
解
説
書
を
作
成
し
、
島
民
か
ら
募
っ
た
日
本
遺
産
サ

ポ
ー
タ
ー
の
方
々
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
用
い

た
学
習
会
や
島
内
各
地
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

て
き
た
。

ま
た
、
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
と
連
携
し
た
調
査
研
究

に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
成
果
は
、
毎
年
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
と
い
う
形
で
公
開
し
て
き
た
。
島
内
３
市
の
会
場
を
順

に
開
催
場
所
と
す
る
こ
と
で
、
大
勢
の
島
民
の
皆
さ
ん
に

参
加
し
て
い
た
だ
き
、
新
た
な
島
の
魅
力
を
再
発
見
す
る

機
会
と
な
っ
て
い
る
。
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官
民
が
連
携
し
た
取
り
組
み
で
あ
る
点
も
、
淡
路
島
日

本
遺
産
の
特
徴
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
づ
く
り
の
段
階
か

ら
組
織
さ
れ
た
淡
路
島
日
本
遺
産
委
員
会
を
主
導
し
た
の

は
淡
路
青
年
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
そ
こ
に
淡
路

島
観
光
協
会
、
淡
路
島
く
に
う
み
協
会
、
兵
庫
県
淡
路
県

民
局
、
そ
れ
に
洲
本
市
、
南
あ
わ
じ
市
、
淡
路
市
の
観
光

部
局
や
ま
ち
づ
く
り
部
局
、
及
び
教
育
委
員
会
が
加
わ
っ

た
組
織
で
あ
る
。

認
定
を
目
指
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
作
成
段
階
で
は
、
三

市
の
文
化
財
担
当
者
が
中
心
と
な
り
、
観
光
・
地
域
づ
く

り
担
当
者
か
ら
出
さ
れ
る
活
用
を
見
据
え
た
意
見
を
取
り

入
れ
た
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
行
政
の
垣
根
を
越
え
、

様
々
な
分
野
の
団
体
が
参
画
す
る
組
織
は
、
淡
路
島
を
一

つ
の
地
域
と
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
作
り
や
活
用
事
業
に
効
果

的
な
枠
組
み
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
現
在
は
、

観
光
振
興
を
担
う
淡
路
島
観
光
協
会
が
事
務
局
を
努
め
、

事
業
執
行
や
各
団
体
の
調
整
役
を
担
っ
て
い
る
。

様
々
な
分
野
の
団
体
で
構
成
さ
れ
る
組
織
の
中
で
も
、

こ
れ
ま
で
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
調
査
研
究
に
基
づ
く
史
実

を
踏
ま
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
作
り
や
活
用
事
業
の
実
施
を
目

指
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
観
光
担
当
の
構
成
員
か
ら
、

｢

こ
の
表
現
は
史
実
に
照
ら
し
て
大
丈
夫
で
す
か｣

と
い
っ

た
声
を
聞
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
史
実
に
基
づ
く
ス

ト
ー
リ
ー
を
大
切
に
す
る
と
い
っ
た
基
本
姿
勢
が
共
有
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
り
、
島
の
歴
史
文
化
の
本
質

的
価
値
と
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
個
性
を
大
切
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
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淡
路
島
日
本
遺
産
委
員
会
で
は
、
平
成
三
一
年
四
月
に

｢

は
じ
ま
り
の
島｣

と
題
す
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー

ム
を
リ
リ
ー
ス
し
た
。
伊
弉
諾
尊
に
導
か
れ
た
高
校
生
が
、

島
の
歴
史
を
歪
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
魔
物
か
ら
淡
路
島

を
救
う
た
め
に
、
海
人
族
の
少
女
ら
と
と
も
に
淡
路
島
を

冒
険
す
る
物
語
で
あ
る
。

ゲ
ー
ム
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
認
定
さ
れ
た
ス
ト
ー

リ
ー
が
持
つ
意
味
を
十
分
に
説
明
し
、
理
解
し
た
上
で
製

作
に
当
た
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
努
め
た
。
ゲ
ー
ム
で
あ
る

以
上
、
多
く
の
利
用
者
が
興
味
を
抱
く
ス
ト
ー
リ
ー
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ゲ
ー
ム
と
し
て
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た

ス
ト
ー
リ
ー
は
史
実
と
の
隔
た
り
が
大
き
な
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
史
実
に
基
づ
く

ス
ト
ー
リ
ー
を
理
解
し
た
上
で
利
用
す
る
と
、
ゲ
ー
ム
と

し
て
の
お
も
し
ろ
さ
が
増
す
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
認
定
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
持
つ
本
来
の
意
味
を

十
分
に
理
解
し
た
上
で
製
作
さ
れ
た
ゲ
ー
ム
で
あ
る
こ
と

の
表
れ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ゲ
ー
ム
の
利
用
者
と
も

歴
史
文
化
の
本
質
的
価
値
の
共
有
が
重
要
に
な
る
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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日
本
遺
産
に
期
待
さ
れ
る
効
果
と
し
て
は
、
事
業
目
的

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
地
域
活
性
化
や
観
光
振
興
が
ま

ず
上
げ
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
一
方
で
は
、
地
域
の
歴
史
文

化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
地
域
に
対
す
る
誇
り
や
愛
着

を
育
む
人
づ
く
り
と
い
っ
た
効
果
も
期
待
で
き
る
。

淡
路
島
に
暮
ら
す
住
民
が
、
島
に
対
す
る
誇
り
や
愛
着

を
持
ち
、
自
信
を
持
っ
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
島
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を
訪
れ
る
観
光
客
に
と
っ
て
も
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
文
化
の
再
発
見

を
と
お
し
た
地
域
を
愛
す
る
人
づ
く
り
は
、
観
光
振
興
や

地
域
づ
く
り
に
も
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
る
。

か
つ
て
島
民
の
間
で
は
、｢

日
本
の
歴
史
は
、
奈
良
や

京
都
が
中
心
で
、
淡
路
島
に
は
重
要
な
も
の
は
少
な
い｣

と
い
っ
た
声
も
耳
に
し
た
。
し
か
し
、
最
近
は
、｢

淡
路

島
に
も
重
要
な
文
化
財
が
多
く
、
歴
史
上
重
要
な
役
割
を

担
っ
た
島
だ
っ
た｣

と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
が
多
く
な
っ

た
。
こ
れ
も
日
本
遺
産
認
定
の
効
果
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
が
観
光
振
興
へ
も
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
す
も

の
と
期
待
し
て
い
る
。

令
和
元
年
度
の
兵
庫
県
観
光
客
動
態
調
査
報
告
の
速
報

値
で
み
る
と
、
淡
路
島
を
訪
れ
た
観
光
客
の
内
、
歴
史
・

文
化
を
目
的
と
し
た
観
光
客
数
は
、
日
本
遺
産
に
認
定
さ

れ
た
平
成
二
八
年
度
に
比
較
し
て
一
〇
六
％
と
増
加
し
て

お
り
、
平
成
二
六
年
度
と
の
比
較
で
も
一
〇
九
％
と
堅
調

な
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
目
的
で
お
と
ず
れ

る
観
光
客
数
の
推
移
と
比
較
し
て
高
い
伸
び
率
を
示
し
て

お
り
、
観
光
振
興
に
お
け
る
日
本
遺
産
認
定
の
効
果
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
の
事
業
を
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た

め
に
は
、
持
続
可
能
な
取
り
組
み
で
あ
る
た
め
の
仕
組
み

づ
く
り
が
課
題
と
な
る
。
認
定
に
至
る
ま
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
事
業
を
継
続
す
る
た
め
の

取
り
組
み
に
陥
ら
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

歴
史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
担
う
主
役
は
地

域
住
民
で
あ
り
、
主
体
的
に
取
り
組
む
人
々
が
地
域
づ
く

り
の
成
果
を
実
感
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
が
持
続
可
能
な

取
り
組
み
へ
と
つ
な
が
る
。
主
体
的
に
活
動
す
る
人
づ
く

り
と
そ
の
活
動
を
支
援
し
、
持
続
可
能
な
仕
組
み
づ
く
り

へ
の
地
道
な
取
り
組
み
が
課
題
と
な
る
。

淡
路
島
の
歴
史
文
化
は
、
島
全
体
を
一
つ
の
地
域
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
よ
り
魅
力
的
な
も
の
と
な
る
。
行

政
の
垣
根
を
越
え
、
島
外
か
ら
の
支
援
も
得
る
中
、
官
民

が
連
携
す
る
淡
路
島
日
本
遺
産
は
、
島
の
歴
史
文
化
を
よ

り
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
発
信
す
る
上
で
、
必
要
な
枠
組

み
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
活
用
の
対
象
が
文
化
財
で
あ
る
以
上
、
そ
の
本

質
的
価
値
が
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
伝
わ
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
常
に
歴
史
に
対
し
て
興
味
を

抱
い
て
く
れ
る
人
だ
け
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
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誰
も
が
理
解
で
き
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
興
味
を
持
て
る

も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
調

査
研
究
に
よ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
担

う
文
化
財
担
当
者
と
、
そ
れ
を
活
か
し
た
活
用
事
業
を
支

援
す
る
観
光
振
興
・
ま
ち
づ
く
り
担
当
者
が
、
よ
り
緊
密

な
連
携
を
図
る
こ
と
も
重
要
と
な
ろ
う
。

調
査
研
究
に
基
づ
く
史
実
を
も
と
に
、
島
の
歴
史
文
化

の
本
質
的
価
値
を
大
切
に
し
、
そ
れ
を
島
の
魅
力

(

＝
個

性)

と
し
て
活
か
し
て
い
こ
う
と
す
る
淡
路
島
日
本
遺
産

委
員
会
の
基
本
姿
勢
は
、
そ
れ
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
は
、
そ
れ
を
よ
り
多
く
の
人
々
が
理
解
し
、
そ
の
魅

力
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
重

要
と
な
ろ
う
。
そ
の
成
否
が
将
来
の
文
化
財
の
保
存
と
活

用
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
で
は
、
兵
庫
県
と
徳
島
県
が
共

同
で
進
め
る

｢

鳴
門
の
渦
潮｣

の
世
界
遺
産
登
録
を
目
指

す
調
査
研
究
事
業
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

淡
路
島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
共
同
研
究
が
世
界
遺
産
を

目
指
す
取
り
組
み
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
も
い
え
、
ひ
ょ

う
ご
歴
史
研
究
室
と
連
携
し
た
淡
路
島
日
本
遺
産
の
研
究

は
、
地
域
史
研
究
を
と
お
し
た
島
の
魅
力
を
再
発
見
す
る

可
能
性
を
広
げ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
と
お
し
て
、
島
を
愛
し
誇
り

と
す
る
島
民
が
増
え
、
そ
れ
が
魅
力
あ
る
歴
史
文
化
を
持
っ

た
島
と
し
て
発
信
さ
れ
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
が
訪
れ
る

島
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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平
成
二
九
年

(

二
〇
一
七)
六
月
開
催
の

｢

た
た
ら
吹

製
鉄
と
そ
の
地
域
性｣

(

県
立
歴
史
博
物
館)

や
平
成
三

〇
年

(

二
〇
一
八)

一
一
月
開
催
の

｢
挑
戦
！
た
た
ら
で

鉄
づ
く
り｣

(

県
立
考
古
博
物
館)

を
含
め
、
私
は
た
た

ら
製
鉄
関
連
の
講
演
会
等
を
多
数
受
講
し
て
自
己
研
鑽
に

努
め
て
き
た
。
特
に
平
成
三
一
年

(

二
〇
一
九)
三
月
開

催
の

｢

ひ
ょ
う
ご
の
鉄
生
産
と
流
通｣

(

県
立
歴
史
博
物

館)

の
講
演
は
興
味
深
い
内
容
で
あ
り
、
非
常
に
印
象
に

残
っ
た
。
講
演
で
紹
介
さ
れ
た

｢

た
た
ら
製
鉄
遺
跡
分
布

図｣

で
梶
本
家
の
先
祖
が
関
わ
っ
た
と
伝
わ
る
遺
跡
名

(

赤
西
、
鍵
懸
、
音
水)

が
目
に
付
き
、
ま
た
、
後
述
す

る
山
内
職
分
が
姓
に
な
っ
た
話
か
ら
梶
本
姓
の
語
源
も
再

確
認
出
来
た
こ
と
で
、
先
祖
に
つ
い
て
の
思
い
が
一
層
強

く
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
平
成
三
一
年

(

二
〇
一
九)

三

月
〜
令
和
二
年

(

二
〇
二
〇)

一
一
月
ま
で
ル
ー
ツ
を
探

る
取
組
み
を
開
始
す
る
動
機
と
な
っ
た
。
な
お
、
私
は
研

究
者
で
は
な
い
た
め
、
本
文
中
で
の
専
門
的
事
項
に
つ
い

て
の
検
討
・
考
察
・
評
価
は
避
け
る
こ
と
と
す
る
。

�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

(

１)

先
祖
の
ル
ー
ツ
の
概
要

ま
ず
、
先
祖
の
ル
ー
ツ
を
探
る
上
で
大
き
な
手
掛
り
と

な
っ
た
の
が
、
父
の
手
記

｢

梶
本
家
経
歴
ト
林
兵
衛
一
代

記｣
(

昭
和
五
三
年
／
一
九
七
八
・
父
七
三
歳
作)

と
、

兄
の
手
記

｢
随
筆
集
・
冬
の
夜
空｣

(

平
成
四
年
／
一
九

九
二
・
兄
五
三
歳
作)

で
あ
っ
た
。
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父
の
手
記
の
文
頭
に
は
、｢

梶
本
家
先
祖
は
た
た
ら
宍

粟
鉄
山
専
属
鍛
冶
大
工
で
代
々
鍛
冶
清
左
衛
門
を
襲
名
し
…｣

と
の
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
は
位
牌
と
同
一
の
内
容
の
文
言

で
も
あ
る
。
先
祖
の
内
三
名
は
宍
粟
鉄
山
の
三
ヵ
所

(

鍵

掛
、
赤
西
、
音
水)

で
亡
く
な
っ
て
お
り
、
墓
石
も
各
々

の
地
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
地
の
鉄
山
を
移
住
し
て
の

生
活
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
一
番
古
い
先
祖

の
命
日
は

｢

文
化
一
一
年

(
一
八
一
四)

八
月
四
日｣

と

記
さ
れ
て
い
る
。
宍
粟
鉄
山
の
う
ち
、
音
水
鉄
山
は
明
治

維
新
に
お
け
る
炭
山
の
国
有
化
の
影
響
を
受
け
て
明
治
七

年
(

一
八
七
四)

に

廃
山
。
こ
れ
に
伴
い
、

梶
本
家
は
明
治
一
九

年

(

一
八
八
六)

に

音
水
か
ら
野
尻

(
現

宍
粟
市
波
賀
町)
へ

と
移
住
す
る
。
父
は
、

先
祖
か
ら
の
伝
来
技

術
で
あ
る
鉄
山
鍛
冶

大
工
職
を
活
か
し
た

野
鍛
冶
職
を
祖
父
か

ら
引
き
継
ぎ
、
弟
子
入
り
修
業
を
経
て
開
業
。
戦
前

(

昭

和
一
九
年
・
一
九
四
四)

に
は
そ
の
技
術
を
一
層
発
展
・

発
揮
す
る
こ
と
で
、
よ
り
高
度
な
刀
造
り
に
方
針
を
変
え

日
本
刀
の
美
の
世
界
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
後
、

父
は

｢

日
本
刀
鍛
錬
道
場｣

(

島
根
県)

で
修
業
し
、
後

に
刀
匠

｢

源
善
正｣

と
し
て
生
涯
二
〇
数
振
り
の
日
本
刀

を
鍛
錬
し
出
展
・
奉
納
・
寄
進
等
を
実
施
し
て
い
る
。
兄

の
手
記
に
は
、
父
か
ら
引
き
継
い
だ
日
本
刀
と
そ
の
関
係

遺
産
に
つ
い
て
の
思
い
出
と
心
の
葛
藤
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
私
は
両
名
の
手
記
を
熟
読
し
て
そ
の
思
い

を
汲
取
り
、
先
祖
の

ル
ー
ツ
を
探
る
取
組

み
に
活
用
し
役
立
て

る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
私
の
出
生

地
は
野
尻(

波
賀
町)

で
あ
る
が
、
こ
の
地

域
は
一
七
世
紀
半
ば

以
降
か
ら
鉄
山
業
が

盛
ん
な
地
で
あ
る

(

図
１)

。
兵
庫
県
教

― 132 ―

��������������� 
!"#$%

��&'()*�+!,-.%



育
委
員
会
の
分
布
調
査
〈
平
成
三
年

(

一
九
九
一)

〜
平

成
五
年

(

一
九
九
三)

〉
に
よ
る
と
、
製
鉄
関
係
遺
跡
七

九
か
所
、
鉄
穴
流
し
関
係
遺
跡
五
一
か
所
、
合
計
一
三
〇

か
所
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

(

２)

父
祖
伝
来
品
等
の
保
存
管
理
の
移
管
・
依
頼

先
祖
の
ル
ー
ツ
を
探
る
取
組
み
に
至
っ
た
背
景
に
は
、

四
元
号

(

明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成)

の
世
を
生
き
抜

い
た
父
の
没
後
か
ら
三
〇
余
年
経
過
し
、
合
わ
せ
て
兄
弟

姉
妹
が
亡
き
後
、
そ
の
家
族
が
所
有
す
る
父
か
ら
の
譲
渡

品(

父
祖
伝
来
・
贈
与
品
類)

の｢
保
存
管
理｣

を
移
管
・

依
頼
さ
れ
る
事
態
が
発
生
し
た
事
に
よ
る
。
私
の
現
状
で

の
認
識
・
理
解
度
で
は
、
子
孫
へ
の
引
き
継
ぎ
に
も
不
安

が
予
想
さ
れ
、
そ
の
危
機
感
か
ら
対
処
策
と
し
て
ル
ー
ツ

の
探
索
に
至
っ
た
訳
で
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�

梶
本
家
の
先
祖
が
直
接
に
関
わ
っ
た
江
戸
時
代
後
期
の

文
化
一
一
年

(

一
八
一
四)

以
降
〜
明
治
初
期
に
廃
止
と

な
る
音
水
鉄
山

(

宍
粟
市
波
賀
町)

を
含
め
、
宍
粟
鉄
山

に
つ
い
て
以
下
に
記
す
。

本
来
な
ら
ば
墓
石
等
で

先
祖
の
生
活
の
営
み
が

確
認
さ
れ
て
い
る
波
賀

町
内
の
た
た
ら
製
鉄
遺

跡

(

鍵
懸
、
赤
西
、
音

水
等)

を
訪
ね
る
べ
き

で
あ
る
が
、
現
状
で
の

遺
跡
の
整
備
・
保
存
状

況
を
考
慮
し
て
同
市
内

の
他
遺
跡
七
か
所
〈
①

出
石
船
着
場

(

山
崎)

、

②
安
積

(

一
宮)

、
③

小
野
段
林

(

波
賀)

、

④
荒
尾
・
⑤
天
児
屋
・

⑥
森
の
上
鉄
穴
流
し
場

(

千
種)

・
音
水(

波
賀)

…
②
③
は
遠
望
す
る
〉

を
、
令
和
元
年

(

二
〇

一
九)

の
五
〜
一
一
月

に
現
地
訪
問
し
た
。
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天
児
屋
の
た
た
ら
公
園
遺
跡
は
、
石
垣
郡
に
よ
っ
て
整

然
と
区
画
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
以
外
の

遺
跡
は
林
道
か
ら
荒
れ
た
小
径
か
ら
山
中
に
入
っ
て

(

時

に
は
谷
川
を
渡
り
！)

石
垣
・
屋
敷
・
生
活
跡
等
を
確
認

す
る
作
業
と
な
り
、
予
想
以
上
に
肉
体
を
酷
使
し
て
大
変

で
あ
っ
た
。
遺
跡
の
大
半
は
林
中
で
枯
れ
落
ち
葉
で
覆
わ

れ
た
状
態
で
あ
り
、
全
貌
は
分
か
り
づ
ら
い
。
し
か
し
、

先
祖
の
鉄
山
生
活
の
実
態
が
こ
の
よ
う
な
自
然
環
境
の
中

に
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
気
持
ち
の
高
ぶ
り
か
ら
疲
れ

も
な
く
気
持
ち
の
良
い
汗
を
か
く
こ
と
が
出
来
た
。

(

１)

宍
粟
鉄
山
の
歴
史

良
質
な
砂
鉄
・
豊
か
な
山
林
資
源

(

森
林
・
木
炭)

と

生
活
用
水
に
恵
ま
れ
た
宍
粟
の
古
代
製
鉄〝

た
た
ら〟

の

歴
史
は
古
い
。
岩
野
辺(

千
種
町)

に
は｢

金
屋
子
の
神｣

(

た
た
ら
の
神
様)

降
臨
伝
説
が
あ
り
、
ま
た

｢

播
磨
風

土
記｣

の
和
同
六
年

(

七
一
三)

に
は
、
鉄
の
産
地
と
し

て
敷
草
の
村

(

現
宍
粟
市
千
種
町)

と
御
方
の
里

(

現
宍

粟
市
一
宮
町)

等
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
嘉
暦
四
年

(

一
三
二
九)

に
備
前
長
船
の
刀
匠
景
光
と
景
政
が
宍
粟

郡
三
方
西

(

現
宍
粟
市
波
賀
町
小
野)

で
作
刀
し
た
、
と

銘
に
刻
ま
れ
た
国
宝
太
刀
も
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博

物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(

２)

鉄
山

(

た
た
ら)

の
職
分
・
工
程
・
姓

�
�

�
�

�
�

�
	

�



と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
製
鉄

で
使
用
す
る
木
炭
の
消
費
量
は
多
く
運
搬
上
の
困
難
も
あ

る
。
こ
の
た
め
、
鉄
山
従
事
者
は
木
炭
地
を
求
め
て
山
谷

を
順
次
移
動
し
、
再
び
旧
位
置
に
ま
た
は
そ
の
周
辺
付
近

に
回
帰
し
た
。
波
賀
町
内
の
鉄
山
遺
跡
で
も
一
八
〇
年
間

で
鍵
懸
・
赤
西
は
四
回
、
音
水
は
三
回
選
地
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
た
た
ら
の
山
内

(

仕
事
場
と
住
居
を
含
め

た
集
落)

で
は
、
四
分
業
の
職
制
組
織

(

図
２)

に
よ
っ

て
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
。
な
お
、
明
治
五
年

(

一
八
七

二)

の
壬
申
戸
籍(

平
民
苗
字
必
ず
相
唱
え
る
事)

で
は
、

山
内
で
の
職
分
名
を
過
去
帳
の
肩
書
や
姓
に
使
用
す
る
こ

と
が
多
か
っ
た
点
が
確
認
出
来
る
。

�
�

�


�

砂
鉄
の
採
取
と
水
路
に
砂
鉄
を
含
ん
だ

土
砂
を
流
し
、
比
重
に
よ
っ
て
砂
鉄
の
分
離
を
担
当
↓
姓

は
切
山
、�

�
�

�

砂
鉄
溶
解
用
の
大
炭
、
大
鍛
冶
用

の
小
炭
を
焼
く
担
当
↓
姓
は
釜
本
、�

�
�

炉
づ
く
り
、

鉄
吹
き
、�
出
し
を
担
当
↓
姓
は
村
下
・
炭
坂
・
番
子
・
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手
子
、�

�
�

�

歩�

・
銑
を
脱
炭
し
延
鉄
に
す
る
。

�
�

�
�

大
工
場
の
責
任
者
で
世
襲
制
↓
姓
は
鍛
冶
・

加
治
・
加
地
・
梶
・
梶
本
姓
。
な
お
、
こ
の
事
実
は
父
の

手
記
の
文
頭
に
あ
る

｢

梶
本
家
先
祖
は
た
た
ら
宍
粟
鉄
山

専
属
鍛
冶
大
工
で
代
々
鍛
冶
清
左
衛
門
を
襲
名
し
…｣

〈
位

牌
・
過
去
帳

(
文
化
一
一
年
・
一
八
一
四
〜)

に
記
〉
と

も
一
致
し
て
い
る
。

(

３)

宍
粟
鉄
山
の
終
焉

明
治
維
新
時
の
大
改
革
で
製
鉄
用
炭
山
が
国
有
林
に
変

わ
り
、
数
百
年
間
続
い
て
来
た
た
た
ら
製
鉄
の
事
業
経
営

は
困
難
と
成
り
音
水
鉄
山
も
明
治
七
〜
一
一
年

(

一
八
七

四
〜
一
八
七
八)

頃
に
廃
滅
し
た
。
こ
の
た
め
、
各
分
業

の
構
成
集
団
の
鉄
山
村
七
二
所
帯

(

梶
本
姓
一
〇
戸)

約

四
〇
〇
人

(

現
在
五
所
帯
九
人)

の
前
途
は
死
活
問
題
と

な
り
悲
惨
な
事
態
と
な
っ
た
。
鉄
山
廃
滅
時
以
降
、
仕
事

を
求
め
て
各
地
へ
分
散
し
始
め
、
他
鉱
山(

生
野
・
明
延
…)

、

炭
焼
き
、
野
鍛
冶
…
と
転
職
・
転
出
・
移
住
し
た
。
稼
業

繁
栄
し
た
鉄
山
跡
は
現
在
祭
祀
者
も
無
く
、
多
数
の
墓
碑

群
が
遺
跡
と
な
り
哀
れ
な
状
況
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、

梶
本
家
は
明
治
一
九
年(

一
八
六
八)

に
野
尻
に
移
住
し
、

野
鍛
冶
を
営
業
す
る
。

(

４)

移
住
後
の
家
業
の
そ
の
後

明
治
一
九
年

(

一
八
八
六)

、
曾
祖
父

(

四
一
歳)

は

家
族

(

七
人)

と
共
に
野
尻
に
移
住
、
先
祖
伝
来
の
鍛
冶

大
工
の
経
験
・
技
術
を
活
か
し
て
野
鍛
冶(

農
具
・
包
丁
・

林
業
道
具
等
製
作)

を
開
業
し
生
計
を
立
て
た
。
明
治
二

四
年

(

一
八
九
一)

九
月
に
曾
祖
父
の
病
死

(

享
年
四
六

歳)

、
祖
父
に
引
き
継
が
れ
た
家
業
は
順
調
で
母
屋
を
新

築

(

二
階
付
き)

し
、
周
辺
の
杉
山
・
田
畑
も
購
入
し
て

い
る
。
大
正
一
一
年

(

一
九
二
二)

四
月
、
祖
父
の
病
死

(

享
年
五
五
歳)

に
伴
い
、
父

(

一
七
歳)

は
親
戚
の
勧

め
も
あ
っ
て
伝
来
家
業
の
野
鍛
冶
業
を
継
ぐ
。
大
正
一
三

年

(

一
九
二
四)

一
二
月
か
ら
宍
粟
一
の
秋
田
鍛
冶
で
弟

子
修
業
し
、
途
中
約
二
年
間
の
兵
役
も
経
て
昭
和
四
年

(

一
九
三
一)

八
月
に
修
業
を
終
え
、
翌
月
か
ら
家
業
を

再
開

(

二
六
歳
・
弟
子
一
人
付)

す
る
。
昭
和
一
三
年

(
一
九
三
八)

六
月
〜
昭
和
一
六
年

(

一
九
四
一)

二
月

は
再
度
の
兵
役
、
復
員
後
も
太
平
洋
戦
争
は
継
続
中
で
あ

り
、
徴
用
か
再
招
集
か
と
不
安
な
毎
日
を
過
ご
し
た
よ
う

で
あ
る
。
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(
１)
刀
鍛
冶
修
業
と
日
本
刀
鍛
造

父

(
三
八
歳)

は
昭
和
一
九
年

(

一
九
四
四)

二
月
に

刀
鍛
冶
へ
の
道
を
選
択
・
決
断
し
、
日
本
刀
鍛
錬
道
場

(

島
根
県)

の
刀
匠
・
初
代
川
島
忠
善
氏
の
下
で
修
業
、

昭
和
二
〇
年(

一
九
四
四)

一
月
か
ら
は
、
自
宅
で
刀
匠
・

源
善
正
と
し
て
鍛
造
す
る
〈
日
米
講
話
記
念
刀

(

昭
和
二

七
年
／
一
九
五
二)

八
月
作
含
む
〉
。
な
お
、
昭
和
二
〇

年

(

一
九
四
五)

九
月
〜
昭
和
二
七
年
(

一
九
五
二)

四

月
の
間
、
日
本
は
連
合
国
軍
の
占
領
下
で
あ
り
、
日
本
刀

の
製
作
は
禁
止
さ
せ
ら
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
以
下
に
つ

い
て
は
父
亡
き
現
状
で
は
確
認
出
来
な
い
疑
問
事
項
で
あ

り
、
こ
れ
ら
は
推
測
す
る
の
み
で
あ
る
。

�
�

�

父
は
何
故
、
家
族
五
人
を
残
し
て
ま
で
勇
気

の
い
る
刀
鍛
冶
へ
の
道
を
選
択
・
決
断
し
た
の
か
？

①
経
済
的
余
裕
有
、
②
野
鍛
冶
と
刀
鍛
冶
と
の
知
識
・

技
術
・
工
程
の
共
通
性
、
③
日
本
刀
の
魔
力
・
魅
力
、
④

宍
粟
鉄
と

｢

播
磨
風
土
記｣

の
歴
史
的
記
事
の
理
解

�
�

�

刀
匠
名
の
源
善
正
は
何
に
由
来
す
る
の
か
？

①�

↓
源
頼
朝
・
武
家
政
権

(

武
士
・
刀)

・
日
本
刀
の

黄
金
期
、
②�

�

↓
実
子
長
男
〈
昭
和
一
五
年

(

一
九
四

〇)

二
月
病
死

(

享
年
六
歳)

〉
の
名
で
あ
り
そ
れ
を
偲

ぶ
。

(

２)

鍛
造
日
本
刀
の
出
展
・
奉
納
・
寄
進
と
現
状
確
認

刀
匠
・
源
善
正

(

父)

は
、
そ
の
生
涯
に
二
〇
数
振
り

の
日
本
刀
を
鍛
造
し
て
姫
路
城
天
守
閣
内
で
の

｢

郷
土
刀

展｣
へ
の
出
展
や
寺
社(

六
ヶ
所
に
一
〇
振
り)

に
奉
納
・

寄
進
し
、
御
神
刀
と
し
て
奉
ら
れ
て
い
る
。
私
自
身
も
贈

与
・
移
管
さ
れ
た
日
本
刀
一
〇
振
り
を
保
存
管
理
し
て
い

る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
手
入
れ
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
そ
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の
魅
力
・
魔
力
に

引
き
付
け
ら
れ
、

現
地
で
の
訪
問
活

動
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

令
和
元
年

(

二

〇
一
九)

三
月
〜

九
月
に
、
奉
納
・

寄
進
先
の
寺
社

(

播
磨
国
総
社
、

御
形
神
社
、
波
賀
・

野
尻
八
幡
神
社
、
原
不
動
御
堂
、
仏
祥
山
満
願
寺)

を
訪

ね
て
保
存
状
況
と
現
品
の
確
認
、
お
よ
び
手
入
れ
を
実
施

し
た
。
奉
納
時
期
は
三
五
〜
六
八
年
前
で
あ
り
、
当
時
の

感
謝
状
署
名
者
は
生
存
せ
ず
世
代
交
代
し
た
状
況
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
方
の
関
係
者

(

宮
司
・
住
職
・

自
治
会
役
員
等)

の
前
向
き
な
御
協
力
も
あ
り
、
ほ
ぼ
健

全
な
状
態
で
の
刀
剣
類
と
わ
が
子
に
出
会
う
よ
う
な
感
動

的
な
再
会
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。

�
�
�
�

こ
の
度
の
取
組
み
で
得
た
貴
重
な
情
報
は
、
写
真
等
を

多
用
し
た
形
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
済
み

(

例

｢

奉
納
・
寄

進
刀
剣
類
の
仕
様
一
覧｣

他)

で
あ
り
、
父
・
兄
の

｢

手

記｣

と
共
に
子
孫
に
引
継
ぐ
所
存
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後

は
先
祖
の
ル
ー
ツ
の
一
層
の
詳
細
解
明
に
努
め
た
い
。
あ

わ
せ
て
、
未
実
施
で
あ
る
父
の
刀
鍛
冶
修
業
地(

島
根
県)

の
訪
問
に
つ
い
て
は
早
期
に
息
子
二
人
と
共
に
実
行
す
る

予
定
で
あ
り
、
そ
の
日
が
来
る
こ
と
を
私
は
心
か
ら
楽
し

み
に
し
て
い
る
。

参
考
文
献

(

１)

兵
庫
県
西
播
磨
県
民
局

『

た
た
ら
の
ふ
る
さ
と
西
播
磨』

。

(

２)

鳥
羽
弘
毅

『

た
た
ら
と
村
―

千
草
鉄
と
そ
の
周
辺
―』

一
九

九
七
年
。

(

３)

波
賀
町

『

波
賀
町
史』

一
九
八
六
年
。

(

４)

田
路
正
幸

｢

播
磨
国
宍
粟
郡
に
お
け
る
製
鉄
遺
跡｣

(『

ひ
ょ

う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要』

第
三
号

二
〇
一
八
年)

。
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ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室

(

以
下
、
研
究

室
と
略
す)
は
、
平
成
二
七
年

(

二
〇
一

五)

四
月
、
県
民
の
郷
土
に
対
す
る
愛
着

を
深
め
、｢

ふ
る
さ
と
意
識｣

に
根
ざ
し
た

ひ
ょ
う
ご
文
化
の
発
展
・
継
承
を
め
ざ
し
、

ま
た
県
内
各
地
の
歴
史
の
調
査
・
研
究
を

目
的
に
し
て
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
内

に
開
設
さ
れ
た

(

設
置
要
綱
は
147
頁
に
掲

載)

。研
究
室
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、
博
物
館

長
が
室
長
を
、
次
長
が
副
室
長
を
兼
務
し
、

そ
の
ほ
か
館
内
外
の
博
物
館
・
資
料
館
の

学
芸
員
や
職
員
、
市
町
の
文
化
財
担
当
者
、

大
学
研
究
者
、
民
間
団
体
研
究
者
な
ど
に
、

参
与
・
研
究
員
な
ど
と
し
て
協
力
を
仰
い

で
成
り
立
っ
て
い
る
。

本
年
度
か
ら
コ
ア
会
議
メ
ン
バ
ー
に
、

昨
年
度
ま
で
文
化
財
課
長
だ
っ
た
山
下
史

朗
兵
庫
県
企
画
県
民
部
地
域
創
生
局
参
事

(

歴
史
資
源
活
用
担
当)

が
顧
問
と
し
て
加

わ
っ
た
。

ま
た
本
年
度
か
ら
今
後
の
世
代
交
代
を

す
す
め
る
た
め
に
新
た
に
協
力
研
究
員
と

い
う
枠
を
設
け
、
垣
内
章
・
大
平
茂
・
村

上
泰
樹
の
三
氏
が
そ
の
任
に
就
い
た
。

こ
れ
ら
の
全
体
を
統
括
す
る
の
は
、
教

育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
課
の
甲
斐
昭
光

課
長
で
、
そ
の
も
と
に
本
年
度
は
、
三
名

の
文
化
財
課
職
員
が
、
各
班
の
補
佐
役
を

担
当
し
た

(

大
本
朋
弥
主
任
、
柏
原
正
民

副
課
長
兼
文
化
財
班
長
、
小
川
弦
太
主
査)

。

ま
た
昨
年
度
ま
で
補
佐
役
だ
っ
た
永
惠
裕

和
主
任
は
、
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
の
主

任
と
し
て
転
出
し
、
そ
の
立
場
で
赤
松
氏

と
山
城
研
究
班
の
研
究
員
と
し
て
加
わ
っ

た
。ま

た
非
常
勤
職
員
の
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

(

坂
江
渉)
・
歴
史
研
究
推
進
員

(

大

村
拓
生)

・
事
務
ス
タ
ッ
フ

(

長
澤
喜
史
県

政
推
進
事
務
員)

の
各
一
名
を
配
置
し
、

研
究
室
は
現
在
、
総
勢
三
六
名
で
構
成
さ

れ
て
い
る

(

148
頁
の

｢

室
構
成
メ
ン
バ
ー

一
覧｣

を
参
照)

。

開
設
初
年
度
、
研
究
の
基
本
方
針
を
討

議
す
る
コ
ア
会
議
、
全
体
会
会
議
の
開
催

を
経
て
、
室
の
当
面
の
研
究
テ
ー
マ
を
、

①

『

播
磨
国
風
土
記』

、

②
赤
松
氏
と
山
城
、

③
た
た
ら
製
鉄
、

の
三
つ
に
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
そ

れ
を
遂
行
す
る
た
め
、
三
つ
の
研
究
班
を

編
成
し
た
。

平
成
二
七
年
度
は
、
編
纂
一
三
〇
〇
年

記
念
を
迎
え
た

『

播
磨
国
風
土
記』

研
究
、

二
八
年
度
は
、
赤
松
氏
と
山
城
研
究
、
二

九
年
度
は
、
た
た
ら
製
鉄
研
究
に
集
中
的

に
取
り
組
ん
だ
。
開
設
四
年
目
以
降
は
、

と
く
に
重
点
的
な
研
究
テ
ー
マ
を
立
て
て

い
な
い
。

た
だ
し
平
成
三
〇
年
度
か
ら
、
研
究
室

の
全
体
方
針
を
掲
げ
、
本
年
度
は
、｢

五
年

間
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
基
礎
研
究
を

継
続
す
る
と
と
も
に
、
島
根
県
古
代
文
化

セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
を
強
化
し
て
、
ひ
ょ

う
ご
地
域
史
研
究
の
発
展
を
図
る｣

と
決

め
た
。

こ
の
方
針
の
も
と
事
業
を
す
す
め
る
予
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定
で
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
新
型
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
り
、
本
年
度
は
順
調
に
活
動
を

す
す
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

第
一
に
、
コ
ロ
ナ
禍

｢

第
一
波｣

段
階

の
年
度
当
初
は
、
各
班
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調

査
活
動
を
抑
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
よ
り
と
く
に

『
播
磨
国
風
土
記』

研

究
班
の
調
査
件
数
は
、
昨
年
度
と
比
較
し

て
半
減
近
く
に
な
っ
た
。

第
二
に
、
外
部
の
協
力
組
織
で
あ
る
淡

路
島
日
本
遺
産
委
員
会
と
島
根
県
古
代
文

化
セ
ン
タ
ー
と
の
合
同
事
業
は
ほ
と
ん
ど

で
き
ず
、
つ
ぎ
の
市
民
向
け
企
画
を
中
止

し
た
。

□
令
和
三
年
二
月
七
日
開
催
予
定

・
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
in
淡
路
島
Ⅳ

(

淡
路
市)

□
令
和
二
年
一
一
月
二
八
日
開
催
予
定

・
ひ
ょ
う
ご
歴
史
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

(

三
木
市)

そ
れ
ぞ
れ
関
係
団
体
と
協
議
し
て
、
か

な
り
の
具
体
案
を
立
て
て
い
た
が
中
止
、

延
期
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

□
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
予
定

ま
た
令
和
二
年
の
九
月
頃
、
海
外
の

『

播
磨
国
風
土
記』

研
究
の
第
一
人
者
、
エ

ド
ウ
ィ
ー
ナ
・
パ
ー
マ
ー
氏
を
招
い
て
開

く
予
定
だ
っ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画

も
延
期
と
決
め
た
。

第
三
に
、
年
度
当
初
に
開
催
予
定
の
第

一
回
コ
ア
メ
ン
バ
ー
会
議
も
対
面
開
催
を

止
め
て
書
面
審
査
と
し
た
。
そ
れ
を
通
じ

て
、
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
の
本
年
度
の
具

体
的
方
針
と
し
て
、

①
コ
ロ
ナ
流
行
が
あ
る
程
度
収
ま
っ
た
段

階
で
、
基
礎
的
な
調
査
研
究
活
動
と
三
つ

の
班
の
研
究
会
を
再
開
さ
せ
る
こ
と
、

②
そ
の
成
果
を
広
く
発
信
す
る
た
め
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
を
充
実
し
、
原
則
と
し

て
月
二
回
の
ペ
ー
ス
で｢

研
究
員
の
リ
レ
ー

ト
ー
ク｣

を
継
続
し
て
い
く
こ
と
、

③
新
た
に

｢

鳴
門
の
渦
潮｣

調
査
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
兵
庫
県
と
徳

島
県
が
共
同
で
す
す
め
て
い
る

｢
鳴
門
の

渦
潮｣

世
界
遺
産
登
録
推
進
事
業
に
協
力

し
、
二
ヶ
年
の
予
定
で
、
研
究
室
を
母
体

と
し
た
学
術
調
査
に
着
手
す
る
こ
と
、

④
本
年
度
刊
行
予
定
の

『

ひ
ょ
う
ご
歴
史

研
究
室
紀
要』

第
六
号
の
内
容
は
、｢

播
磨

の
道｣

と
い
う
特
集
を
立
て
、
各
研
究
員

が
執
筆
の
た
め
早
め
の
準
備
を
し
て
い
く

こ
と
、
な
ど
の
点
が
決
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
ほ
ぼ
方

針
通
り
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま

た
第
二
回
コ
ア
メ
ン
バ
ー
会
議
に
つ
い
て

は
、
感
染
症
対
策
を
講
じ
な
が
ら
、
令
和

二
年
一
二
月
一
九
日
、
館
内
ホ
ー
ル
で
開

催
し
た
。

以
下
、
三
つ
の
班
の
研
究
活
動
と
研
究

成
果
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

な
お
各
班
の
研
究
会
と
調
査
活
動
、
お

よ
び｢

鳴
門
の
渦
潮｣

調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
、
145
頁
〜

146
頁
の
一
覧
表
を
参
照
の
こ
と

(

本
誌
第

五
号
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
昨
年
度
の
分

も
含
む)

。
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�
体
制
と
研
究
方
針

本
年
度
は
昨
年
度
と
同
様
、
合
わ
せ
て

一
〇
名
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
た
。

第
一
回
研
究
会
で
、
研
究
方
針
を
昨
年

度
と
同
様
、｢

『

播
磨
国
風
土
記』

調
査
研

究
を
持
続
さ
せ
る
と
と
も
に
、
関
係
す
る

自
治
体
関
係
者
と
の
信
頼
関
係
を
確
立
し

た
上
で
、
広
く
県
内
各
地
の
古
代
史
研
究

に
も
着
手
す
る｣

と
す
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。

た
だ
し
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
、
調
査
活
動

そ
の
も
の
は
、『

播
磨
国
風
土
記』

研
究
、

古
代
の
大
阪
湾
岸
の
海
人
の
実
態
調
査
、

お
よ
び
特
集
号｢

播
磨
の
道｣

と
い
う
テ
ー

マ
の

『

研
究
室
紀
要』

六
号
の
刊
行
に
向

け
た
準
備
を
す
す
め
る
、
と
い
う
三
本
柱

を
中
心
に
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

こ
の
う
ち

『

播
磨
国
風
土
記』

研
究
に

関
し
て
、
令
和
三
年
度
の
秋
、
神
戸
新
聞

総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
か
ら

『

播
磨
国
風
土

記
の
古
代
史』

と
い
う
本
を
刊
行
す
る
こ

と
が
決
ま
っ
た
。
令
和
三
年
四
月
か
ら
、

研
究
班
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
、
刊
行
に
向

け
た
論
文
合
同
研
究
会
を
リ
モ
ー
ト
形
式

で
毎
月
開
き
、
現
段
階
で
所
収
予
定
の
四

〇
本
の
論
文
の
う
ち
、
半
分
近
く
の
原
稿

が
集
ま
っ
て
い
る
。

本
年
度
の
研
究
成
果
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

�
研
究
成
果
の
公
表

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�

�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
(

昨
年
度
分)

□
令
和
二
年
年
二
月
一
日

(

土)
□
洲
本
市
文
化
体
育
館
大
ホ
ー
ル

□

｢

古
墳
時
代
の
淡
路
島
と
大
阪
湾
岸

―
海あ

人ま

の
生
業
・
習
俗
・
地
域
間
交
流
―

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム｣

□
淡
路
島
日
本
遺
産
委
員
会
と
の
共
催
行

事
□
参
加
者
は
一
九
〇
名

�
�
�
�
 
�
�
�
!
"
#
$
%
�
�
�

!
"
&
�
'
(

前
副
室
長
の
豊
田
幸
雄
氏
の
紹
介
で
、

本
年
度
か
ら
公
益
財
団
法
人
・
兵
庫
県
芸

術
文
化
協
会
の

｢

令
和
二
年
度
兵
庫
県
生

活
文
化
大
学｣

の
歴
史
講
座
の
開
催
に
、

研
究
室
が
共
催
団
体
と
し
て
協
力
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

テ
ー
マ
を

｢

神
戸
・
阪
神
間
の
古
代
史｣

と
し
て
、
合
わ
せ
て
一
〇
回
の
講
演
会
を

開
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た

め
計
七
回
の
内
容
に
変
更
さ
れ
た

(

144
頁

参
照)

。
毎
回
の
参
加
者
は
平
均
し
て
四
〇

人
程
度
で
あ
る
。

)
�
*
+
�
,
-
.
/

中
村
弘
研
究
員
と
坂
江
渉
研
究
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
が
特
集
論
文
を
、
伊
藤
宏
幸
共

同
研
究
員
が｢

歴
史
遺
産
活
用｣

コ
ー
ナ
ー

に
執
筆
し
た
。
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�
体
制
と
研
究
方
針

昨
年
度
ま
で
リ
ー
ダ
ー
の
小
林
基
伸
客

員
研
究
員
、
本
館
を
定
年
退
職
し
た
堀
田

浩
之
研
究
員
が
退
任
し
、
新
た
に
た
つ
の

市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
財
課
長
の
義
則

敏
彦
氏
が
共
同
研
究
員
、
新
任
の
本
館
技

術
職
員

(

学
芸
員)

の
竹
内
信
氏
が
加
わ

り
、
総
勢
一
一
名
の
構
成
に
な
っ
た
。
新

リ
ー
ダ
ー
に
は
山
上
雅
弘
氏
が
就
い
た
。

昨
年
度
の
研
究
方
針
に
代
え
、｢

た
つ
の

市
と
連
携
し
て
、
城
山
城
の
構
造
に
つ
い

て
古
代
・
中
世
の
両
側
面
か
ら
調
査
研
究

す
る
と
と
も
に
、
前
期
赤
松
氏
の
動
向
に

つ
い
て
幅
広
く
資
料
収
集
・
分
析
を
は
か

る｣

と
い
う
方
針
を
立
て
た
。

こ
の
も
と
で
、
城
山
城
の
現
地
調
査
や

表
採
遺
物
の
整
理
、
赤
松
氏
関
連
の
文
献

史
料
調
査
、
赤
松
居
館
跡
の
発
掘
調
査
の

取
り
ま
と
め
へ
の
協
力
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
の
成
果
を
、
以
下
の
形
で
公
表
し
た
。

�
研
究
成
果
の
公
表

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
 

義
則
共
同
研
究
員
が
企
画
・
立
案
し
た

令
和
三
年
一
月
三
〇
日
〜
三
月
八
日
開
催

の
展
覧
会
に
協
力
し
、
山
上
共
同
研
究
員

が
図
録
執
筆
・
講
演
会
を
お
こ
な
っ
た
。

!
"
#
$
%
&
'
�
�
(
)
�
 

西
播
磨
の
山
城
に
関
す
る
連
載
企
画
、

｢

と
り
で
の
記
憶｣

に
つ
い
て
、
大
村
拓
生

歴
史
研
究
推
進
研
究
員
が
記
者
取
材
に
応

じ
、
そ
の
談
話
が
令
和
三
年
一
月
四
日
付

け
同
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。

*
+
,
-
�
.


/
0

大
村
拓
生
歴
史
研
究
推
進
員
と
藤
木
透

共
同
研
究
員
が
、
本
誌
の
特
集
論
文
に
執

筆
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
体
制
と
研
究
方
針

昨
年
度
と
同
じ
一
〇
名
の
メ
ン
バ
ー
構

成
で
、
調
査
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。

第
一
回
研
究
会
で
研
究
方
針
を
、
昨
年

度
と
同
様
、｢

宍
粟
市
と
共
同
し
て
、
考
古

部
門
と
文
献
調
査
部
門
の
基
礎
的
研
究
を

す
す
め
る｣

と
す
る
点
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
方
針
の
も
と
、
文
献
史
学
と
考
古

学
の
両
面
か
ら
調
査
に
着
手
し
た
。
コ
ロ

ナ
禍
の
も
と
で
あ
っ
た
が
、
文
献
史
料
に

つ
い
て
は
、
天
児
屋
た
た
ら
製
鉄
の
墓
碑

資
料
調
査
、
考
古
学
の
分
野
で
は
、
安
積

山
遺
跡
と
カ
ン
カ
ケ
遺
跡
等
の
資
料
・
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
を
す
す
め
た
。
ま
た
平
成
三
〇

年
度
か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
島
根
県
古

代
文
化
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
交
流
は
、
本

年
度
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。

代
わ
っ
て
岡
山
県
教
育
庁
と
の
連
携
が

始
ま
り
、
第
二
回
研
究
会
で
同
教
育
庁
文

化
財
課
文
化
財
保
護
班
の
上
栫
武
主
幹
に

よ
る
報
告
を
得
て
、
活
発
な
議
論
を
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

公
表
し
た
研
究
成
果
は
、
つ
ぎ
の
通
り

で
あ
る
。
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�
研
究
成
果
の
公
表

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
	
�
�

一
昨
年
度
か
ら
取
り
組
み
始
め
た
本
館

所
蔵
の
二
つ
の
史
料
群
、『

宝
暦
六
年
鉄
山

一
件』

と

『

播
磨
宍
粟
郡
鉄
山
請
負
御
用

留』

の
翻
刻
作
業
が
完
了
し
た
。
そ
れ
ら

の
成
果
を
、
本
誌
第
三
号
に
掲
載
し
た

『

千
草
屋
手
控
帳』

の
翻
刻
史
料
と
合
わ
せ

て
、
令
和
二
年
三
月
に
刊
行
し
た
。

当
初
、
本
年
度
七
月
に
刊
行
記
念
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が

延
期
し
て
、
九
月
一
九
日
に
館
内
で
開
催

し
た
。
感
染
対
策
を
講
じ
た
た
め
、
参
加

者
は
五
四
名
で
あ
っ
た
。

�
�
�
�
	
�
�
�
�

田
路
正
幸
共
同
研
究
員
が
、
本
誌
の
特

集
論
文
に
執
筆
し
た
。
ま
た
そ
れ
に
関
連

し
て
本
館
友
の
会
の
理
事
、
梶
本
武
邦
氏

に
論
考
執
筆
を
依
頼
し
て
、｢

フ
ィ
ー
ル
ド

レ
ポ
ー
ト｣

コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
。

�
�
�
 
	
!
"
#
$
%
&
'
(
)
�
*

+
,研

究
室
で
は
新
た
に
本
年
度
か
ら
二
ヶ

年
を
目
途
に
し
て
、｢

鳴
門
の
渦
潮｣

調
査

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
み
だ
し
た
。

そ
の
経
緯
・
主
旨
・
構
成
メ
ン
バ
ー
等
に

つ
い
て
は
、｢

歴
史
遺
産
活
用｣

コ
ー
ナ
ー

の
藪
田
貫
館
長
論
文
に
詳
し
い
が
、
コ
ロ

ナ
禍
の
も
と
、
あ
る
程
度
の
ス
ピ
ー
ド
で

調
査
研
究
が
す
す
ん
で
い
る
。

�
&
'
-
.
/
�
0
/
�

研
究
室
で
は
、
平
成
二
七
年
の
秋
、
情

報
発
信
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
開
設
し
た
。

催
し
物
の
案
内
の
ほ
か
、
三
つ
の
研
究

班
の
調
査
活
動
や
研
究
成
果
を
取
り
上
げ

て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
本
年
度
は
、
新
た
に

｢

研

究
員
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク｣

を
ア
ッ
プ
し
、

県
民
向
け
の
情
報
発
信
に
つ
と
め
て
い
る

こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
令
和
三
年

一
月
二
○
日
段
階
で
、
合
わ
せ
て
一
六
名

が
登
場
し
、
興
味
深
い
話
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
。

(

以
上
、
文
責
は
坂
江
渉)
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����
日付 場所 内容 人数 備考

① 12／19� 館内 若い人材の育成､ 令和３年度の体制等について 12

���	
�����
日付 場所 報告等 人数 備考
２／１� 洲本市 ・和田晴吾 (兵庫県立考古博物館長) 190 淡路島日本遺産委員

｢漁具からみた大阪湾岸と淡路島の海人｣ 会との合同研究会
・坂江 渉 ｢記紀の ｢槁根津日子｣ 伝承と大阪湾岸
のウミガメ｣

① ６／７� 館内 ・積山 洋 ｢古代大阪湾の漁業と塩業｣ 17
② 10／24� 館内 ・古市 晃 ｢オケ・ヲケ伝承の基礎的考察｣ 13

・中村 弘 ｢古墳時代の播磨の道｣
・坂江 渉 ｢播磨の古道と白鳳寺院｣

���������
日付 場所 報告等 人数 備考

① ７／26� 館内 ・大村拓生 ｢前期赤松氏研究の課題－赤松氏庶流の 16
動向をめぐって｣
・山上雅弘 ｢城山城調査について｣

② 10／３� 館内 ・義則敏彦 ｢城山城の遺構・遺物・周辺の遺跡等｣ 14
・山上雅弘 ｢城山城と南北朝～室町期城郭調査｣
・大村拓生 ｢地誌に見える城山城周辺の寺社・城郭
の由緒について｣

��������
日付 場所 報告等 人数 備考

① ７／12� 館内 ・ 『紀要』 別冊 ｢近世播磨のたたら製鉄史料集｣ の 16
評価

② ９／19� 館内 ・土佐雅彦 ｢中国山地のたたら製鉄の技術的変遷｣ 59 『紀要』 別冊刊行
・笠井今日子 ｢『鉄山請負御用留』 の語るたたら 記念シンポジウム
製鉄｣
・大槻 守 ｢『鉄山一件』 の語るたたら製鉄｣

③ 12／19� 館内 ・上栫 武 ｢古代・中世美作の鉄生産｣ 13 大槻守､ 村上泰樹両
・土佐雅彦 ｢『山方役所勤方覚書』 ２史料の翻刻に 氏の報告は､ 時間の
ついて 関係で延期になった

����� !"#��$%&'()
日付 場所 報告等 人数 備考

① ８／29� 洲本市文 第１回 ｢淡路島と鳴門の渦潮｣ 調査研究会 15
化体育館

② 12／２� 淡路県民局・洲
本市・南あわじ
市・淡路市

主旨説明及び協力依頼のため各市教育長等を訪問 ３
した｡

③ 12／５� 南あわじ市立図
書館・福良地区
公民館

南あわじ市の津波に関する聞き取り調査 ２

④ 12／21� 沼島 漁法､ 魚食､ 漁民の移動に関する聞き取り調査 １
～22�
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��
日付 用務 行き先 人数 備考
１／29� 現地調査 洲本市文化体育館､ 先山千光寺他 ３
３／８� 資料調査 兵庫県立考古博物館 １ 出土遺物の熟覧調査
３／９� 現地調査 辻ヶ内遺跡 (上郡町) １ 高田駅家推定地
３／21� 資料調査 三木市史編纂室 １ 研究打合せ

① ７／28� 資料調査 小野市立好古館､ 広渡廃寺跡歴史公園 １
② ８／９� 資料調査 大阪府立中央図書館､ 柏原市立歴史資料館 １
③ ８／30� 現地調査 洲本市立淡路文化史料館､ 由良城城郭石材集積地他 ４
④ ９／24� 現地調査 登リ田遺跡 (姫路市) ２ 出土遺物の熟覧
⑤ 10／16� 現地調査 西脇市郷土資料館､ 野村廃寺跡 (西脇市) 他 １
⑥ 11／２� 現地調査 下畑海神社 (垂水区)､ 久昌寺 (須磨区) 他 １
⑦ 11／６� 資料調査 明石市立文化博物館 １
⑧ 11／18� 資料調査 兵庫県立考古博物館 １ 研究打合せ
⑨ 12／８� 現地調査 大野白髭神社 (洲本市)､ 神本寺 (南あわじ市) 他 ２
⑩ １／12� 資料調査 大阪府立中之島図書館 １

�����
��
日付 用務 行き先 人数 備考
２／10� 資料調査 上郡町郷土資料館 ５ 出土土器の精査

① ８／６� 現地調査 大通寺 (市川町)､ 法楽寺 (神河町) 他 １
② ９／10� 現地調査 たつの市立歴史文化資料館､ 富島神社他 １
③ ９／24� 現地調査 小野市立好古館､ 慶徳寺､ 堀井城跡他 １
④ 11／５� 資料調査 兵庫県立考古博物館､ 明石市立文化博物館 １
⑤ 11／27� 現地調査 たつの市立歴史文化資料館､ 井関三神社他 １
⑥ 12／25� 現地調査 城山城と周辺遺跡 ２

�����
��
日付 用務 行き先 人数 備考
３／18� 資料調査 生野書院 (朝来市)､ 朝来市埋蔵文化財センター ３

① 10／７� 資料調査 宍粟市歴史資料館 ６
② 11／24� 現地調査 カンカケ遺跡､ 小野タタラバ遺跡 (宍粟市) ３
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第１条 兵庫県内の地域の歴史の調査・研究を通じ､ 県民の郷土の歴
史に関する理解をさらに深め､ 教育､ 学術及び ｢ふるさと意識｣ に
根ざしたひょうごの文化の継承・発展に資するため ｢ひょうご歴史
研究室｣ (以下 ｢研究室｣ という｡) を置く｡

�� ��

第２条 研究室の設置場所は兵庫県立歴史博物館内とする｡

������

第３条 研究室は次に掲げる兵庫県の歴史研究に関する業務を行う｡
�兵庫県内の歴史に関する調査・研究に関すること｡
�調査・研究成果の普及に関すること｡
�調査・研究成果の活用に関すること｡
�その他兵庫県の歴史研究に関すること｡

�� ��

第４条 兵庫県立歴史博物館長の下に研究室の室長､ 副室長及びその
他所要の職員を置く｡
２ 室長は兵庫県立歴史博物館長を､ 副室長は兵庫県立歴史博物館の
次長をもって充てる｡

�� ��

第５条 研究室の運営に係る庶務は兵庫県立歴史博物館において処理
する｡

�� ��

第６条 この要綱に定めるもののほか､ 研究室の運営に関して必要な
事項は別に定める｡

附 則
この要綱は､ 平成27年４月１日から施行する｡
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�
(

や
ぶ
た
・
ゆ
た
か)

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
長

・

�
�
�
�
(

ね
ぎ
た
・
よ
し
お)

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
長

・�
	



(

な
か
む
ら
・
ひ
ろ
し)

兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
学
芸
課
長

・�
�


(

さ
か
え
・
わ
た
る)

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

・�
	
�
�
(

お
お
む
ら
・
た
く
お)

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
歴
史
研
究
推
進
員

・�
�
�
�
(

お
お
く
に
・
ま
さ
み)

神
戸
新
聞
社
取
締
役
企
画
総
務
局
長

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
長

・�
�
�


(

い
け
だ
・
ま
さ
ひ
ろ)

兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
事
業
部
学
芸
課
主
査

・�
�
�
�
(

と
う
じ
・
ま
さ
ゆ
き)

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
共
同
研
究
員

・�
�

�
(

ふ
じ
き
・
と
お
る)

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
共
同
研
究
員

・�
�
�
�
(

い
と
う
・
ひ
ろ
ゆ
き)

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
共
同
研
究
員

・�
�
�
 
(

か
じ
も
と
・
た
け
く
に)

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
友
の
会
理
事

�
	


�

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
も
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
六
月
ま
で
研
究
会
を
実

施
で
き
ず
、
秋
以
降
も
例
年
開
催
し
て
き
た
市
民
向
け
の
成
果
発
表
会
は

一
度
の
み
で
し
た
。
そ
れ
で
も
七
月
か
ら
は
研
究
会
・
現
地
調
査
を
再
開

し
、
Ｈ
Ｐ
上
で
研
究
員
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
も
始
め
ま
し
た
。

本
紀
要
も
研
究
室
メ
ン
バ
ー
と
交
流
の
あ
っ
た
外
部
の
方
々
の
ご
協
力

も
得
て
、
特
集

｢

播
磨
の
道｣

と
し
て
論
文
五
篇
・
研
究
ノ
ー
ト
三
篇
を

掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
歴
史
遺
産
活
用
と
し
て
、
今
年
度

か
ら
の
新
規
事
業
で
あ
る

｢

鳴
門
の
渦
潮｣

調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

『

播
磨
国
風
土
記』

研
究
班
が
協
力
し
て
き
た
淡
路
島
日
本
遺
産
事
業
に

つ
い
て
紹
介
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
レ
ポ
ー
ト
は
、
た
た
ら
製
鉄
研
究
班
の
活

動
が
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

ま
だ
ま
だ
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
す
が
、
工
夫
を
重
ね
て
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
に
取
り
組
ん
で
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
の

ご
支
援
を
心
よ
り
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

(

大
村
拓
生)

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

令
和
三
年

(

二
〇
二
一)

三
月
二
六
日
発
行

編
集
・
発
行

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室

(

編
集
担
当
・
坂
江
渉
、
大
村
拓
生
、
長
澤
喜
史)

〒
六
七
〇
〇
〇
一
二

兵
庫
県
姫
路
市
本
町
六
八
番
地

電
話

〇
七
九
二
八
八
九
〇
一
一

H
P

�
���

���
�
�	


��
�
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�
�
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���

���
�

印

刷
合
名
会
社

柳
生
印
刷
所

〒
六
七
一
一
五
六
一

兵
庫
県
揖
保
郡
太
子
町
鵤
五
六
八

電
話

〇
七
九
二
七
六
〇
〇
四
八

―

―

―

―

― ―




