
 

ホ

「
歴
史
」
か
ら
何
を
連
想
す
る
で
し
ょ
う
か
。
い
き

な
り
類
人
猿
の
や
や
こ
し
い
名
前
。
地
名
、
人
名
、
出

来
事
が
次
か
ら
次
に
出
て
き
て
覚
え
ら
れ
な
い
、
と
苦

手
な
人
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

ご
存
知
の
よ
う
に
、
歴
史
は
大
き
く
紀
元
前
と
紀
元

後
に
分
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕

生
を
境
に
し
て
二
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
キ
リ
ス
ト
以

前
（B

・C

）
」
と
「
主
の
年
（A

・D

）
」
で
す
。
（
正
確

に
は
イ
エ
ス
は
紀
元
前
四
年
か
五
年
に
誕
生
し
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
）
歴
史
の
中
に
は
聖
書
の
影
響
が

至
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
「
歴
史
」
そ
の

す
。 

歴
史
観
は
「
進
化
論
」

か
ら
進
化
し
た
と
始

ご
ろ
の
四
大
文
明
に

「
創
造
論
」
す
な
わ
ち

書
に
基
づ
く
歴
史
の

方
も
あ
る
の
で
す
。
上

右
下
の
世
界
史
の
教

書
は
そ
の
観
点
で
書

れ
た
も
の
で
す
。
（
ホ

ム
ス
ク
ー
ラ
ー
用
と

て
書
か
れ
ま
し
た
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
序
」
に
は
、
歴
史
に
つ
い
て
先
人
た
ち
の
と
ら
え
方

 

 「
過
去
を
知
る
こ
と
に
は
大
き
な
利
点
が
あ
る
。
あ
ら

 

次
は
「
歴
史
家
と
歴
史
家
が
用
い
る
資
料
」
で
す
。

 

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ゆ
る
種
類
の
経
験
が
そ
こ
に
あ
り
、
す
べ
て
の
人
が

そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
一
人
ひ
と
り
の
人

や
一
つ
ひ
と
つ
の
国
家
が
見
習
う
べ
き
手
本
で
あ

り
、
す
べ
て
の
人
や
国
家
が
避
け
る
べ
き
恥
に
満
ち

た
行
為
で
あ
る
。
」 

（
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
・
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
）

史
家
た
ち
は
「
人
工
物
（
人
間
が
造
っ
た
も
の
）
」

伝
承
」
「
文
字
を
用
い
て
記
録
さ
れ
た
も
の
（
文
学
、

記
、
手
紙
、
記
録
文
書
、
粘
土
板
、
碑
文
な
ど
）
」

用
い
て
歴
史
を
探
求
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

ぞ
れ
欠
点
が
あ
り
、
間
違
っ
て
解
釈
し
て
し
ま
う
こ

も
よ
く
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
中
で
、
不
変
で
、
長

間
検
証
さ
れ
て
き
た
「
聖
書
」
が
最
も
信
頼
で
き
る

の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

歴
史
と
あ
な
た
と
の
関
係
」
の
項
も
あ
り
ま
す
。

歴
史
を
学
ん
で
い
る
と
、
神
が
す
べ
て
の
こ
と
に
対

て
完
全
な
計
画
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ

で
し
ょ
う
。
神
は
あ
な
た
の
人
生
に
対
し
て
も
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
…
」 

間
を
ど
の
よ
う
に
と 

 

「
先
に
起
こ
っ
た
事
は
、
前
か
ら
私
が
告
げ
て
い
た
。

 
 

 

聖
書
に
立
っ
た
歴
史
観
に
は
、
明
確
な
初
め
と
終
わ

り

 

し
く

 

 

聖
書
は
、
創
造
主
な
る
神
が
人

ら
え
、
人
間
に
何
を
な
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
記
し

て
い
ま
す
。
創
造
主
か
ら
遠
く
離
れ
た
人
間
の
た
め
に
、

神
は
救
い
主
イ
エ
ス
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
世

界
歴
史
を
動
か
し
な
が
ら
聖
書
に
予
言
し
て
い
た
よ
う

に
、
神
の
計
画
が
徐
々
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
ら
は
わ
た
し
の
口
か
ら
出
、
わ
た
し
は
そ
れ
を

聞
か
せ
た
。
に
わ
か
に
、
わ
た
し
は
行
い
、
そ
れ
は

成
就
し
た
。
」 

 
 

（
イ
ザ
ヤ
四
十
八
章
三
節
）

あ
り
ま
す
。
人
間
の
歴
史
の
終
末
に
は
、
な
ん
と
イ

エ
ス
が
再
び
こ
の
世
界
に
来
ら
れ
る
と
聖
書
は
語
っ
て

ま
す
。
そ
れ
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
オ
リ
ー
ブ
山
に
、
と

所
ま
で
明
言
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
再
臨
」
と
言

ま
す
。
十
字
架
に
か
か
っ
て
死
な
れ
た
イ
エ
ス
は
、

物
の
救
い
主
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
死
を
打

破
り
三
日
目
に
よ
み
が
え
り
、
四
十
日
後
に
昇
天
し

し
た
。
今
も
生
き
て
お
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
世
の
終
わ

に
再
び
来
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
月
に
帰
っ
た
か

や
姫
で
も
あ
る
ま
い
し
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

ん
。
し
か
し
、
こ
の
「
再
臨
」
に
つ
い
て
は
聖
書
が

る
未
来
の
中
心
主
題
と
も
言
え
、
聖
書
の
影
響
を
受

て
い
る
人
々
の
間
で
は
有
名
な
話
な
の
で
す
。

人
生
に
示
唆
を
与
え
る
学
問
の
楽
し
さ
と
、
正

史
を
と
ら
え
る
必
要
性
を
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
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も
の
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま

私
た
ち
が
普
段
接
し
て
い
る

に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
人
間
は
猿

ま
り
、
い
き
な
り
紀
元
前
三
千
年

展
開
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し

 
  
  
  
  
   
  
  
  
  

聖見や科

く 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かーし
歴「日をれといも「「しく
 
い場い本ちまりぐせ語け歴



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
ん
な
こ
と
し
ま
し
た
！ 

行
事
報
告 

九
月 

 

二
日 

 

自
然
史
博
物
館
「
大
和
川
の
自
然
」 

四
日 

 
ヨ
セ
フ
・
シ
ュ
ラ
ム
氏
が
訪
問 

 

九
日 

 

日
曜
学
校
お
楽
し
み
会 

 

十
三
日 

天
文
台
研
究
員
が
訪
問 

 

十
七
日 

空
手
夏
季
昇
級
審
査 

 

十
九
日 

 

Ｊ
Ｃ
チ
ャ
ー
チ
ス
ク
ー
ル
訪
問

 

二
十
二
日 

姫
路
城
見
学 

 

二
十
五
日 

お
い
も
掘
り 

 

二
十
六
日 

関
西
ホ
ー
ム
ス
ク
ー
ラ
ー
の
集
い 

 

の
読
書
コ
ー
ナ
ー 

 

N

 

「
ガ
ラ
ス
の
う
さ
ぎ
」 

 
 
 

高
木
敏
子
著 

こ
の
主
人
公
の
名
前
は
敏
子
で
太
平
洋
戦
争
で
お
父
さ
ん

や
お
母
さ
ん
や
妹
た
ち
も
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
お
母
さ
ん

と
妹
の
信
子
と
光
子
は
、
一
九
四
五
年
三
月
十
日
の
東
京
大
空

襲
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
は
、
機
銃
掃
射
で
お

父
さ
ん
も
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
お
兄
ち
ゃ
ん
の
行
雄
さ
ん

が
帰
っ
て
き
て
ま
た
い
っ
し
ょ
に
住
め
る
と
思
っ
た
け
ど
家

が
東
京
大
空
襲
で
焼
か
れ
て
さ
し
ま
っ
た
の
で
敏
子
は
親
せ

き
の
家
に
と
ま
ら
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
が

田
舎
の
仙
台
だ
っ
た
の
で
都
会
の
東
京
で
生
ま
れ
育
っ
た
敏

子
に
は
、
畑
仕
事
や
ヤ
ギ
の
世
話
、
水
く
み
な
ど
の
お
手
伝
い

が
で
き
な
く
て
一
人
で
東
京
に
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ほ
ん

の
バ
ラ
ッ
ク
で
す
が
小
さ
な
家
を
建
て
ま
し
た
。
そ
し
て
広
島

や
長
崎
に
原
爆
が
落
と
さ
れ
た
後
、
つ
い
に
戦
争
が
終
わ
り
ま

し
た
。
戦
争
の
中
を
生
き
ぬ
い
た
少
女
の
感
動
の
本
で
す
。
ぜ

ひ
一
度
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 
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今回はただ行って見てくるだけではなく、事前に姫路城についていろい

ろと調べました。調べると資料の多さに驚きました。姫路城にまつわるい

ろいろな話を知ることができて、とても楽しかったです。そして実際に行

って、見てみると驚くほど楽しめました。事前学習のすごさがわかりまし

た。行っただけで終わるのではなく、報告書を作成することもできました。

詳しくはホームページで。 http://www.geocities.jp/knasu3/  (M)  

 
 
 
 
  
 
 

姫路城へ行ってきました！

 

編
集
後
記 

 

ユ
ダ
ヤ
人
で
イ
エ
ス
を
信
じ
て
い
る
シ
ュ
ラ
ム
さ
ん

が
我
が
家
に
食
事
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人

は
旧
約
聖
書
を
小
さ
い
と
き
に
暗
唱
す
る
そ
う
で
す
。
ヘ

ブ
ラ
イ
語
で
少
し
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

←姫路城には石落とし

わかるようにすきまか

たりして敵を追い払い

ね美しいものです。 

あ

に

か

の

↑ さすが文化遺産であり日本一
の城とあって眺めが最高でした。
姫路城の通路は迷路のように曲がりくねり、広くなったり狭くなっ

たり、さらには天守へまっすぐ進めないようになっています。門もい

くつかは一人ずつ通るのがやっとの狭さであり、又は分かりにくい場

所。しかも写真の「は」の門をくぐってすぐの階段はとてもすべりや

すくなっています。とにかく進みづらい構造をしています。戦国時代

の攻撃側としては迷惑であり、観光客の側としては疲れます。 
という仕掛けがあり、写真を見れば

ら、石を落としたり、熱湯をあびせ

ます。姫路城の石落としは、装飾か
→石垣の石にはその石を運んだ者の刻印が彫って

ると聞き、探してみました。思ったよりも見つかり

くく、見つけた時には宝物を見つけたようにうれし

ったです。写真は最後に見つかった丸の中に漢数字

「九」の模様の刻印です。 


