
 

現

在

の

地

方

行

政

の

中

枢

が

県

庁

や

市

役

所

な

ど

に

あ

る

よ

う

に

、

古

代

の

地

域

行

政

の

中

心

は

、

国

で

は

国

府
・
国

衙

こ

く

が

、
郡

で

は

郡

家

ぐ

う

け

・

郡

衙

ぐ

ん

が

に

あ

り

ま

し

た

。

郡

家

の

置

か

れ

て

い

た

場

所

に

は

、

現

在

で

も

「

郡

家

ぐ

ん

け

」

や

「

郡こ
お
り

」

「

郡

山

こ
お
り
や
ま

」

な

ど

の

地

名

が

残

っ

て

い

る

場

合

が

少

な

く

あ

り

ま

せ

ん

。

 

 

高

砂

市

の

大

半

が

含

ま

れ

る

播

磨

国

印

南

郡

の

郡

家

の

位

置

に

つ

い

て

は

、

『

播

磨

国

風

土

記

』

に

み

え

る

大

国

里

の

故

地

で

あ

る

加

古

川

市

西

神

吉

町

大

国

付

近

や

、

益

気

御

宅

や

け

の

み

や

け

の

故

地

と

考

え

ら

れ

る

加

古

川

市

平

荘

町

付

近

に

求

め

ら

れ

て

き

ま

し

た

。

大

国

里

に

は

百

姓

の

家

が

多

く

あ

っ

た

と

い

う

『

風

土

記

』

の

記

載

や

、

大

化

以

前

の

屯

倉

み

や

け

（

御

宅

）

を

も

と

に

郡

家

が

建

設

さ

れ

た

と

い

う

認

識

が

、

そ

う

し

た

考

え

方

の

背

景

に

あ

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。

 

 

一

方

、

一

九

七

〇

年

代

に

発

掘

調

査

が

行

わ

れ

た

高

砂

市

鍋

田

の

塩

田

し

お

た

遺

跡

か

ら

は

、
「

三

宅

」
「

大

使

」

「

北

家

」

な

ど

と

墨

書

さ

れ

た

奈

良

時

代

・

平

安

時

代

の

土

器

や

、

「

伊

保

田

司

」

と

ヘ

ラ

書

き

さ

れ

た

円

面

硯す
ず
り

が

出

土

し

て

い

ま

し

た

が

、

江

戸

時

代

の

『

曽

根

村

字

別

地

図

』

に

は

塩

田

や

鍋

田

に

接

し

て

「

香

利

屋

こ

う

り

や

」

の

字

名

が

み

え

て

い

る

こ

と

か

ら

、

近

年

で

は

こ

の

地

が

印

南

郡

家

の

所

在

地

と

し

て

注

目

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

ま

し

た

。
 

 

塩

田

遺

跡

の

あ

る

高

砂

市

鍋

田

付

近

は

、

古

代

山

陽

道

の

南

に

接

す

る

位

置

に

あ

た

り

、

交

通

の

要

衝

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

か

ら

も

、

こ

こ

に

古

代

の

印

南

郡

家

が

置

か

れ

て

い

た

可

能

性

は

き

わ

め

て

高

い

と

い

え

る

で

し

ょ

う

。
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高

砂

市

史

編

さ

ん

専

門

委

員 

西

本

 

昌

弘
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