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─ 
岩
、
光
る
地 ─

 
野
添
の
歴
史

平
成
21
年
度

　播
磨
町
郷
土
資
料
館 

特
別
展

▲中世の繁栄と、「岩光」の地名を残す
　「釈迦十六善神像」（町指定文化財）  

　

Ⅰ　

古
代
の
野
添

　

野
添
の
歴
史
は
古
く
、
野
添
城

地
区
の
近
隣
か
ら
、
２
万
年
前
の

旧
石
器
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
今
よ
り
寒
く
瀬
戸
内
海
は

陸
地
だ
っ
た
当
時
、
野
添
に
、
獣

が
行
き
来
す
る
道
が
あ
り
、
そ
こ

で
待
ち
か
ま
え
て
、
狩
り
を
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
１
万
２
千
年
前
に
な

る
と
、
気
候
が
変
わ
り
、
今
よ
り

暖
か
く
、
弓
矢
で
狩
り
を
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
、
野
添
住
吉
神
社
近
く

か
ら
出
て
き
た
と
い
う
「
石
い
し
の
や
じ
り
鏃
」

を
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
石
鏃
は
、
畑
を
耕
し
て
い

た
と
き
、
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
そ

う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
古
代
の

人
々
の
足
跡
が
意
外
な
と
こ
ろ
で
、

見
つ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
少
し
時
代
は
新
し
く
な

り
、
今
か
ら
１
５
０
０
年
前
の
も

の
で
す
が
、
兵
庫
県
指
定
文
化
財

「
愛
宕
塚
古
墳
」
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
古
墳
は
当
時
、
こ
の
地
域

を
治
め
て
い
た
人
の
お
墓
で
す
。

当
時
、
こ
こ
か
ら
瀬
戸
内
海
が
見

え
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
地
域

と
と
も
に
、
海
を
も
治
め
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

Ⅱ　

中
世
の
野
添

　

中
世
の
野
添
を
語
る
と
き
の
大

切
な
資
料
の
ひ
と
つ
に
、
圓
満
寺

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
釈
迦
十
六

善
神
像
」
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
像
の
裏
に
は
、
１
３
９
５

年
に
書
か
れ
た
起
請
文
が
あ
り
ま

す
。「
岩
光　

二
子　

今
里
」
の

地
域
が
ま
と
ま
っ
て
祀ま
つ

っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
１
４
８
７
年
に
は
、

無
量
寿
院
の
い
わ
れ
を
綴つ
づ

っ
た
版

木
が
で
き
ま
す
。
当
時
、
無
量
寿

院
が
大
切
な
役
割
を
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

Ⅲ　

近
世
の
野
添

　

近
世
に
お
い
て
、
播
磨
町
を
豊

か
に
し
た
も
の
に
新し

ん
ゆ井
が
あ
り
ま

す
。
野
添
の
地
へ
も
大
中
か
ら
逆

サ
イ
ホ
ン
で
、
喜
瀬
川
を
く
ぐ
り
、

水
が
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
田
中
地
区
へ
と
向
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
新
井
を
つ
く
る
に
あ

た
り
、
野
添
村
の
庄
屋
多
兵
衛
氏

が
尽
力
し
た
こ
と
が
新
井
関
係
文

書
「
播
州
賀
古
新
疏
水
道
記
」
か

ら
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
文
書
は
、
新
井
を
い
か
に

苦
労
を
し
て
つ
く
っ
た
か
を
述
べ

た
も
の
で
す
。
平
均
傾
斜
が
２
０

０
０
分
の
１
と
い
う
、
今
で
も
困

難
な
工
事
を
緻ち

密
な
設
計
に
よ
っ

て
乗
り
越
え
た
姿
が
浮
か
び
上
が

り
ま
す
。
そ
れ
を
支
え
た
一
人
と

し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
野
添
村 

多
兵
衛
」
と
の
名
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
近
世
の
人
々
の
姿
を
描

い
た
も
の
に
「
御
月
見
日
記
」
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
日
記
は
、
川
端
地
区
の
人

が
、
毎
年
の
正
月
15
日
（
旧
暦
で

満
月
の
日
）
月
の
入
り
の
方
で
占

う
と
と
も
に
、
当
時
の
よ
う
す
を

書
き
留
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

１
７
０
年
以
上
も
記
録
さ
れ
、
貴

重
な
記
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

Ⅳ　

近
・
現
代
の
野
添

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
野
添
も

大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
ま
ず
廃
仏

毀き

釈
に
よ
っ
て
寺
院
の
数
が
少
な

く
な
り
、
無
量
寿
院
が
中
心
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、

中
世
に
で
き
た
「
海
光
寺
」
は
な

く
な
り
、
今
で
は
跡
地
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

１
８
８
８
年
に
土
山
駅
が
で
き
、

人
の
流
れ
も
変
わ
り
、
道
も
新
し

く
で
き
て
い
き
ま
す
。
新
し
い
文

化
が
入
っ
て
き
て
地
域
の
人
の
生

活
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
す
は
、「
野
添
ふ
る
さ

と
館
」
の
ご
協
力
を
得
て
、
懐
か

し
い
品
物
を
お
借
り
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、「
Ⅴ 

野
添
の
歴
史
点

景
・
文
化
財
マ
ッ
プ
」「
Ⅵ 

思
い
出

の
風
景
」
な
ど
も
紹
介
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

●
記
念
講
演

「
つ
ぶ
れ
目
池
と

　
　
　
　
　

播
磨
町
」

▼
日
時　

11
月
22
日
㈰

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

▼
場
所　

播
磨
町
郷
土
資
料
館

▼
講
師　

兼
本 

雄
三
氏
（
地
域

史
研
究
家
）

▼
参
加
料　

無
料

▼
問
い
合
わ
せ

郷
土
資
料
館

☎
０
７
８（
９
４
５
）
５
０
０
０

　

本
年
度
は
、
地
域
の
歴
史
を
み
つ
め
る
と
の
趣
旨
で
、
特
別
展

「
│
岩
、光
る
地
│ 

野
添
の
歴
史
」
を
開
催
す
る
運
び
に
な
り
ま
し
た
。

　

野
添
の
地
域
は
か
つ
て
「
岩
光
」
と
い
わ
れ
、
弘
法
大
師
と
も
ご

縁
の
あ
る
地
で
す
。
さ
ら
に
、
野
添
の
歴
史
は
、
今
か
ら
２
万
年
前

の
旧
石
器
時
代
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
歴
史
を
６

セ
ク
シ
ョ
ン
に
わ
け
て
、わ
か
り
や
す
く
、紹
介
す
る
と
と
も
に
、「
野

添
ふ
る
さ
と
館
」
の
ご
協
力
を
得
て
、
な
つ
か
し
い
品
物
も
展
示
し

ま
す
。

▼
特
別
展
開
催
期
間　

10
月
3
日
㈯
～
11
月
23
日
㈷

▼
開
館
時
間　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時

　
　
　
　
　
　

月
曜
休
館
（
月
曜
が
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）

▼
場
所　

郷
土
資
料
館

▼
入
場　

無
料

▼
主
催　

播
磨
町
教
育
委
員
会
・
播
磨
町
郷
土
資
料
館

▼
協
力　

野
添
ふ
る
さ
と
館

▲この地の豪族が眠る愛宕塚古墳
   （県指定文化財）

野添で採取
された石鏃▼

▲感謝にあふれた「播州賀古新疏水道記」（町指定文化財）の
　中に「野添村」の名も

▲「御月見日記」（町指定文化財）からは
　当時の日常の思いが伝わってきます

▲かつての栄光をかたる海光寺跡

2
広報はりま 21.10

3
広報はりま 21.10


