
播
磨
町
の
「
阿
閇
神
社
」
の
名
前
は
有
名
で
す

ね
。
そ
の
「
阿
閇
」
と
い
う
地
名
は
、
こ
の
『
播

磨
国
風
土
記
』
に
出
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
「
賀

古
郡
」
の
中
に
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

「
阿
閇
津

あ
え
の
つ

に
到
り
、
御
食
み
あ
え

を
供
進
（
た
て
ま
つ
）

り
き
。
故ゆ

え

、
阿
閇
の
村
と
な
づ
く
」

と
あ
り
ま
す
。

分
か
り
や
す
く
言
う
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。『

昔
、
景
行

け
い
こ
う

天
皇
が
、
と
て
も
美
し
い
印
南

い
ん
な
み

の

別
嬢
に

わ
き
い
ら
つ
め
　
　会
い
に
来
ら
れ
た
と
き
、
別
嬢
が
恥
ず
か

し
が
っ
て
、
南
　
都
麻
島

な

び

つ

ま

し

ま

（
今
の
高
砂
の
一
部
）

へ
逃
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
島
へ
船
で
渡
る
た
め
、
阿
閇
津

ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
食
事
（
あ

へ
）
を
景
行
天
皇
に
出
し
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
が

「
あ
へ
・
阿
閇
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
』、
と
い

う
こ
と
で
す
。

今
で
も
、
魚
介
類
な
ど
を
使
っ
た
「
あ
え
も
の
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
き
っ
と
、
そ
の
よ

う
な
も
の
も
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
、
こ

の
よ
う
に
、
地
名
に
ま
で
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

と
て
も
お
い
し
い
料
理
を
作
っ
た
の
で
し
ょ
う

ね
。

古
い
物
を
展
示
す
る
と
き
は
、
よ
く
、
さ
び
た

り
、
壊
れ
て
い
た
り
す
る
も
の
を
並
べ
ま
す
が
、

今
回
は
、
復
元
し
た
も
の
を
多
く
並
べ
ま
す
。
昔
、

金
色
に
光
っ
て
い
る
も
の
は
、
金
色
に
光
る
よ
う

に
し
た
も
の
を
並
べ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
当

時
の
人
が
見
て
、
驚
い
た
の
と
、
同
じ
感
動
を
味

わ
っ
て
い
た
だ
け
る
は
ず
で
す
。

例
え
ば
島
根
県
か
ら
、
当
時
の
出
雲
の
国
の
王

様
が
身
に
付
け
て
い
た
刀
を
復
元
し
た
も
の
を
お

借
り
し
ま
す
。

そ
れ
は
、
見
る
だ
け
で
も
、
当
時
の
技
術
の
素

晴
ら
し
さ
が
分
か
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
、
ぜ
ひ
郷
土
資
料
館
特
別
展
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
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今
か
ら
１
３
０
０
年
ほ
ど
前
の
、
奈
良
時

代
に
書
か
れ
た
本
で
す
。
内
容
は
、
日
本
の

昔
の
国
、
例
え
ば
『
播
磨
国
』『
但
馬
国
』

ご
と
に
、
今
で
言
え
ば
市
や
町
や
村
の
名
に

あ
た
る
地
名
を
全
部
書
き
、
そ
の
地
で
で
き

る
物
、
土
地
の
豊
か
さ
、
地
名
の
由
来
、
さ

ら
に
は
、
古
く
か
ら
の
言
い
伝
え
を
書
い
た

も
の
で
す
。

今
も
残
っ
て
い
る
も
の
は
、『
播
磨
国
風

土
記
』『
出
雲
国

い
ず
も
の
く
に

風
土
記
』『
常
陸
国

ひ
た
ち
の
く
に

風
土
記
』

『
豊
後
国

ぶ
ん
ご
の
く
に

風
土
記
』『
肥
前
国

ひ
ぜ
ん
の
く
に

風
土
記
』
の
５

つ
だ
け
で
す
。
い
ず
れ
も
、
当
時
の
人
々
の

生
活
が
い
き
い
き
と
描
か
れ
て
い
て
、
日
本

の
古
代
史
を
研
究
す
る
と
き
、
必
ず
読
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
文
献
で
す
。

た
だ
、
書
か
れ
た
時
期
が
少
し
異
な
る
た

め
、
５
つ
と
も
少
し
ず
つ
書
き
方
が
違
い
ま

す
。
そ
の
中
で
も
『
播
磨
国
風
土
記
』
は
、

最
も
古
い
書
き
方
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
は
な
い
、

よ
り
古
い
時
期
の
話
も
少
し
だ
け
で
す
が
、

書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
当
時
の
一

般
の
人
々
の
願
い
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

▼
期
間

10
月
25
日
(土)
〜
12
月
７
日
(日)

（
休
館
日
　
毎
月
曜
日
と
11
月
４
日
(火)
、23
日
(祝)
、

25
日
(火)
）

▼
場
所

播
磨
町
郷
土
資
料
館

▼
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

▼
入
場

無
料

▼
後
援

播
磨
町
歴
史
を
語
る
会

郷 土 資 料 館
10794(35)5000問

毎
年
、
郷
土
資
料
館
で
開
催
さ
れ
て
い
る
特
別
展
。
今
回
は
「
輝
く
　
播
磨
国
」
｜
風
土
記
の
息
吹
｜

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
奈
良
時
代
に
書
か
れ
た
『
風
土
記
』
を
紹
介
し
ま
す
。

11
月
16
日
(日)
に
は
、
中
央
公
民
館
で
記
念
対
談
も
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
機
会
に
風
土
記
の
息
吹
を
感

じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

『播磨国風土記』の特徴は、

その地域で活躍した人を、

どの風土記よりも多く紹介

している点です。

そして、登場する神や

人々は、自分たちの地域を

よくしようと努力している

姿が見え、みんな、きらき

らと輝いています。

※特別展準備のため、10月21日（火）から24日（金）まで休館します。

記念対談

sパネラー

櫃本　誠一氏（大手前大学教授）
松尾　光氏（奈良県立万葉文学館）

s日時 11月16日(日)
午後１時30分～午後3時30分

s場所 中央公民館
s入場 無料
s主催 播磨町郷土資料館

▲復元した副葬品

▲「播磨国風土記」写本、賀古郡冒頭部

▲復元した王冠（ミニチュア）

テーマ　「テーマ　「『風土記』を楽しむ」『風土記』を楽しむ」(仮)テーマ　「テーマ　「『風土記』を楽しむ」『風土記』を楽しむ」(仮)テーマ　「『風土記』を楽しむ」(仮)


