
2広報ひの

黒
坂
城
跡
再
発
見
活
動
グ
ル
ー
プ
「
黒
坂
鏡
山
城
下
を
知
ろ
う
会
」

　

地
元
の
誇
り
、

黒
坂
城
を
守
り
た
い

数か月の作業のすえ姿を現した黒坂城の石垣。黒坂駅からも確認できる

切り出した木や竹を手分けして運び出す



3 広報ひの

忘
れ
ら
れ
か
け
た
城
の
記
憶

住
民
の
手
で
再
発
見
を

　

時
代
は
移
り
、
城
跡
付
近
が
現

在
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
整
備
さ
れ
る

な
ど
、
城
の
存
在
を
物
語
る
も
の

や
城
跡
を
よ
く
知
る
人
も
少
な
く

な
り
、
辺
り
は
竹
や
ヒ
ノ
キ
に
覆

わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
な
ん
と
か
城
跡
を

調
査
・
保
存
し
た
い
と
、
平
成　
１８

年
３
月
か
ら
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
と
住
民
有
志
に
よ
る
石
垣

付
近
の
草
刈
り
・
伐
採
作
業
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　

当
時
作
業
を
行
っ
た
の
は
黒
坂

住
民
を
中
心
と
し
た
町
民
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
数
人
。
月
２
回
程
度
の
作

業
で
も
、
石
垣
が
姿
を
現
す
ま
で

伐
採
す
る
の
に
５
か
月
程
度
か

か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

城
を
囲
ん
で
い
た
石
垣
は
、
原

型
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
は
少
な

く
、
多
く
は
自
然
災
害
な
ど
で
崩

れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
。
伐

採
に
は
、
風
通
し
を
良
く
し
て
土

が
柔
ら
か
く
な
る
の
を
防
ぎ
、
石

垣
が
崩
落
し
な
い
よ
う
に
す
る
目

的
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
６
月
に
は
住
民
が
中
心
と

な
っ
て
、
再
発
見
活
動
を
行
う
グ

ル
ー
プ
「
黒
坂
鏡
山
城
下
を
知
ろ

う
会
（
牧
智
也
会
長
）」
を
結
成
し
、

９
日
の
作
業
に
は
、
会
員
ら
９
人

の
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
し

ま
し
た
。

　

伐
採
し
た
竹
の
枝
切
り
を
し
て

い
た
長
内
利
江
さ
ん
（
黒
坂
）
は
、

「
外
に
出
る
作
業
は
気
分
転
換
に

な
る
し
楽
し
み
。
し
ゃ
べ
っ
て
作

業
す
れ
ば
２
時
間
は
あ
っ
と
い
う

間
。
い
い
ス
ト
レ
ス
解
消
に
な
り

ま
す
ね
」
と
作
業
を
楽
し
ん
で
い

る
様
子
。

　

大
工
の
宇
田
春
男
さ
ん
（
黒
坂
）

は
チ
ェ
ン
ソ
ー
で
伐
採
に
専
念
。

「
子
ど
も
の
こ
ろ
は
よ
く
こ
の
城

跡
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
当
時
は

こ
ん
な
に
木
も
生
え
て
お
ら
ず
石

垣
も
き
れ
い
に
見
え
て
い
ま
し
た

よ
。
今
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
な
っ
て

い
ま
す
が
昔
は
沼
地
で
、
グ
ラ
ウ

ン
ド
整
備
の
と
き
も
よ
く
覚
え
て

い
ま
す
。
今
は
気
が
向
い
た
と
き

に
短
時
間
で
も
伐
採
作
業
を
コ
ツ

コ
ツ
と
続
け
て
い
ま
す
」
と
話
し

ま
す
。

　

切
り
出
し
た
木
を
利
用
し
て
作

業
道
を
作
っ
て
い
た
「
知
ろ
う
会
」

事
務
局
の
西
古
尚
史
さ
ん
（
黒
坂
）

は
、「
私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
城

跡
は
畑
に
な
っ
て
お
り
、
私
に

と
っ
て
は
そ
の
下
が
遊
び
場
で
し

た
。
去
年
か
ら
作
業
に
参
加
し
ま

し
た
が
、
石
垣
が
顔
を
出
し
た
と

き
は
感
動
し
ま
し
た
ね
。
将
来
的

に
は
こ
こ
に
遊
歩
道
を
整
備
し
、

ツ
ツ
ジ
や
サ
ク
ラ
を
植
え
た
り
し

て
ま
ち
の
人
の
憩
い
の
場
に
し
た

い
。
そ
ん
な
夢
を
持
ち
な
が
ら
ぼ

ち
ぼ
ち
と
で
き
る
こ
と
か
ら
や
っ

て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と

こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
話
し
て
い
ま

し
た
。

　

　「黒坂鏡山城下を知ろ
う会」では、黒坂城跡の
伐採・草刈りを手伝って
いただけるボランティ
アを募集しています。
　趣旨に賛同いただけ
る人ならどなたでも参
加できます。
　作業は主に月１回～
３回程度ですが、参加
できるときだけの参加
でかまいません。
　多くの皆さんの参加
をお待ちしています。

■申込み・問合せ
日野町ボランティアセン
ター（電話７４-０１１７）
または、日野町文化センター
（電話７２-１３００）

　慶長１５（１６１０）年、伊勢
亀山の領主、関一政が黒坂
の地に転封となり、その居
城として同１７（１６１２）年に
黒坂城の建設が始まりまし
た。
　黒坂城（鏡山城）が建てら
れていたのは、現在の日野
高校黒坂校舎グラウンド山
手側の一帯で、黒坂から下
菅、下黒坂が一望できる所
に位置しています。
　城の建設当時、現在の黒
坂は原野で住む人もなかっ
たと言われており、城の建
設に合わせて城下町として

黒坂のまちもつくられていきました。その名残は、まち
を南北に貫く玉島街道や、碁盤の目状に整備された道路
など、現在の黒坂のまちにも残っています。
　黒坂城は慶長１９（１６１４）年に完成、関氏の入城により
黒坂は日野郡の中心地として発展していきました。

▼
築
城
の
歴
史

作業初期から関わっている長内さん

▼
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集 宇田さんは大工の経験を生かして参加

自作の杭を打ち込む西古さん

当時の黒坂城（県立博物館蔵）


