
　

黒
坂
地
区
の
歴
史
を
ひ
も
と
こ
う
と

活
動
し
て
い
る
黒
坂
鏡
山
城
下
を
知
ろ

う
会
（
牧
智
也
会
長
）
が
、
黒
坂
鏡
山

城
の
歴
史
を
中
心
に
、
黒
坂
の
神
社
や

寺
院
、
遺
跡
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
た

「
黒
坂
歴
史
め
ぐ
り
」
を
6
月
に
発
刊

し
ま
し
た
。

　
資
料
の
収
集
や
古
文
書
の
解
読
な
ど

2
年
間
か
け
て
編
集
さ
れ
た
冊
子
は
、

誰
が
読
ん
で
も
分
か
り
や
す
く
、
ふ
る

さ
と
黒
坂
に
よ
り
親
し
み
が
わ
く
一
冊

に
。地
元
の
反
応
も
上
々
で
会
員
ら
は
、

「
発
刊
し
て
終
わ
り
で
は
な
い
。
こ
れ

が
き
っ
か
け
と
な
り
、
ま
た
新
た
に
歴

史
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
」
と
意
欲
を

燃
や
し
て
い
ま
す
。

　

黒
坂
鏡
山
城
下
を
知
ろ
う
会
が
設
立

さ
れ
た
き
っ
か
け
は
、
鏡
山
城
址
の
竹

や
ぶ
の
中
か
ら
石
垣
が
現
れ
た
こ
と
。

子
ど
も
の
こ
ろ
に
見
た
石
垣
の
存
在

が
、
人
々
を
動
か
し
ま
し
た
。
牧
会
長

は
「
昔
は
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場
に

な
っ
て
い
た
城
址
に
、
も
う
一
度
日
の

目
を
見
せ
た
く
な
っ
た
こ
と
や
、
城
が

あ
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の

歴
史
に
詳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
。
地
震

で
被
災
し
下
向
き
に
な
っ
た
気
持
ち
を

上
向
き
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
思
い
で

設
立
し
ま
し
た
」
と
設
立
当
時
を
振
り

返
り
ま
す
。

　

平
成
19
年
に
同
会
を
設
立
。
翌
年
に

は
「
城
下
町
黒
坂
の
歴
史
と
自
然
を
訪

ね
て
」
と
い
う
黒
坂
周
辺
の
歴
史
や
観

光
名
所
を
ま
と
め
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

作
成
し
、
町
関
係
者
や
観
光
客
ら
に
配

布
し
好
評
を
得
ま
し
た
。
そ
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
基
本
に
、
も
っ
と
詳
し
い
も

の
が
作
り
た
い
と
会
員
か
ら
声
が
上
が

り
、
3
年
前
か
ら
計
画
を
始
め
ま
し
た
。

　

編
集
委
員
9
人
が
集
ま
り
、
本
格
的

に
編
集
が
始
ま
っ
た
の
は
2
年
前
。
会

設
立
後
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
県
立
博
物

館
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
た
り
、
古
文

書
を
読
み
解
い
た
り
と
１
年
間
は
資
料

集
め
を
行
い
、
昨
年
か
ら
1
年
間
か
け

て
ま
と
め
ま
し
た
。
発
刊
を
予
定
し
て

い
た
6
月
が
迫
る
と
、
編
集
作
業
は
深

夜
2
時
ご
ろ
ま
で
お
よ
び
、
し
ば
し
ば

昼
間
も
作
業
に
没
頭
し
た
と
の
こ
と
。

　

完
成
し
た
冊
子
は
Ｂ
5
版
で
72
ペ
ー

ジ
。
少
々
の
雨
で
も
に
じ
ま
な
い
上
質

な
紙
を
使
用
し
、
黒
坂
陣
屋
絵
図
を
は

じ
め
、
写
真
な
ど
を
カ
ラ
ー
で
紹
介
。

城
主
と
家
臣
を
中
心
に
、
神
社
や
寺
院
、

遺
跡
な
ど
黒
坂
の
歴
史
を
全
8
章
に
ま

と
め
、
歴
史
書
の
み
な
ら
ず
、
散
策
に

活
用
で
き
る
一
冊
で
す
。

　

西
古
尚
史
事
務
局
長
は
、
「
編
集
作

業
を
振
り
返
る
と
、
資
料
を
見
た
り
、

地
元
の
人
に
聞
き
取
っ
た
り
の
連
続
で

し
た
。
ま
た
、
読
み
や
す
く
簡
潔
に
ま

と
め
る
よ
う
努
力
し
ま
し
た
。
黒
坂
だ

け
の
歴
史
を
ま
と
め
た
も
の
は
今
ま
で

な
か
っ
た
の
で
、
完
成
し
て
良
か
っ
た

で
す
」
と
ほ
っ
と
し
た
表
情
を
浮
か
べ

ま
す
。

　

冊
子
を
発
刊
し
て
か
ら
、
牧
会
長
や

西
古
事
務
局
長
の
も
と
に
は
、
町
内
外

か
ら
問
い
合
わ
せ
が
相
次
い
で
い
ま

す
。
黒
坂
出
身
者
や
親
交
の
あ
る
町
外

の
歴
史
研
究
家
、
県
立
博
物
館
の
職
員

も
参
考
に
し
た
い
と
喜
ば
れ
て
い
る
と

の
こ
と
。
「
地
域
の
歴
史
を
ま
と
め
て

い
る
冊
子
は
他
に
は
あ
ま
り
な
い
よ
う

で
す
。
県
内
に
向
け
て
よ
い
刺
激
が
与

え
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
」
と
牧
会
長
は

自
信
を
見
せ
ま
す
。

　

発
刊
の
噂
を
聞
い
て
、
地
元
の
人
が

求
め
に
来
ら
れ
、
「
親
類
に
送
っ
て
や

り
た
い
と
思
っ
て
。
こ
こ
か
ら
出
る
も

の
は
懐
か
し
い
。
私
も
ぜ
ひ
読
み
た
い

で
す
」
と
喜
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
地
域

の
反
応
は
上
々
で
す
。

　

「
城
址
を
整
備
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

大
変
だ
が
、
先
祖
が
作
っ
た
も
の
が
荒

6 月に発刊された「黒坂歴史めぐり」

黒坂・菅福地区の歴史がギュッと凝縮されている

黒坂鏡山城主　

関一政家家紋「撫
なかくあげは

角揚羽」

（赤地ののぼり旗に黄色の家紋） 黒
坂
鏡
山
城
下
を
知
ろ
う
会
が
黒
坂
の
歴
史
書
を
発
刊

黒
坂
の
歴
史
が
、
今
明
ら
か
に

黒
坂
の
歴
史
を
知
り
た
い

地
域
の
反
応
は
上
々

地元有志の手で現れた石垣の一部

期
待
さ
れ
る
今
後
の
活
動
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れ
果
て
て
し
ま
う
の
は
寂
し
い
。
歴
史

を
ひ
も
と
く
こ
と
は
ロ
マ
ン
で
す
。
歴

史
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
第
2

巻
を
出
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
」
と
西
古
事
務
局
長
は
期
待
を
の
ぞ

か
せ
ま
す
。
鏡
山
城
に
つ
い
て
は
、
ま

だ
ま
だ
謎
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。

　

ま
た
、
今
年
で
3
回
目
を
迎
え
る
黒

坂
の
夏
の
風
物
詩
「
鏡
山
城
址
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
」
も
8
月
14
日
に
開
催
さ
れ
ま

す
。
さ
ら
に
、
城
址
に
は
東
屋
の
建
築

が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
道
を
整

備
し
て
い
る
途
中
で
す
が
、
材
料
の
準

備
は
終
わ
り
、
盆
ま
で
に
建
て
る
計
画

と
の
こ
と
で
す
。

　

同
会
の
活
動
は
こ
れ
に
留
ま
ら
ず
、

昨
年
の
秋
に
は
山
桜
１
４
４
０
本
を
植

樹
し
ま
し
た
。
「
目
指
す
は
吉
野
の
千

本
桜
」
と
の
こ
と
。
「
昨
年
の
年
末
か

ら
今
年
の
年
始
に
か
け
て
の
豪
雪
で
枝

が
折
れ
て
い
な
い
か
心
配
し
た
が
、
春

に
様
子
を
見
る
と
枝
の
先
が
少
し
折
れ

た
程
度
。
山
肌
を
ピ
ン
ク
に
染
め
る
と

楽
し
ん
で
も
ら
え
る
」
と
話
し
ま
す
。

　

牧
会
長
は
、
「
地
域
が
元
気
に
な
れ

ば
、う
れ
し
い
」
と
声
を
弾
ま
せ
ま
す
。

こ
の
冊
子
を
発
刊
し
た
こ
と
が
、
こ
の

会
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
地
域
の
歴
史

を
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
生
か

し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
同
会
に
今
後

も
目
が
離
せ
ま
せ
ん
。

　

「
黒
坂
歴
史
め
ぐ
り
」
は
1
冊
千
円

で
販
売
し
て
い
ま
す
。
問
い
合
わ
せ
は

同
会
事
務
局
長
、
西
古
さ
ん
（
電
話
74

‐
０
５
３
９
）
ま
で
。

　

5
月
22
日
、
町
公
民
館
で
、
黒
坂
鏡
山

城
下
を
知
ろ
う
会
（
牧
智
也
会
長
）
主
催

の
、
黒
坂
の
歴
史
講
演
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。

　

講
師
に
、
山
陰
歴
史
館
運
営
委
員
長
の

杉
本
良
巳
さ
ん
を
迎
え
、
天
保
時
代
に
描

か
れ
た
貴
重
な
絵
図
を
も
と
に
、
江
戸
時

代
の
黒
坂
を
解
説
し
ま
し
た
。
当
日
は
、

同
会
会
員
や
町
内
外
の
歴
史
愛
好
家
ら
お

よ
そ
50
人
が
参
加
し
、
解
説
に
聞
き
入
り

ま
し
た
。

　

絵
図
は
8
畳
も
の
大
き
さ
で
、
当
時
の

様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

講
演
会
に
先
立
ち
行
わ
れ
た
総
会
で

は
、
同
会
の
活
動
報
告
や
決
算
の
報
告
、

さ
ら
に
今
年
の
活
動
に
つ
い
て
な
ど
が
協

議
さ
れ
ま
し
た
。

▶
昨
年
、
平
井
知
事
が
視
察
。
今
後
の
活

動
を
期
待
し
た

◀
毎
年
、
お
盆
に
は
城
址
が
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
さ
れ
、
多
く
の
帰
省
客
ら
が
訪
れ
る

黒坂鏡山城下を知ろう会
事務局長　西古尚史さん

黒坂鏡山城下を知ろう会
会長　牧　智也さん

ふるさとに誇りを持ってほしい
　ぜひ、子どもたちの教

材にしてほしいと思いま

す。社会に出て、ふるさ

とのことを話せるように

黒坂の歴史を知ってほし

い。これをきっかけに、

地域に誇りが持てる子ど

もに育ってほしいと願い

ます。

　これからも、ふるさと

教室など子どもたちの教

育に協力していきたいで

すね。

　発刊できたことはうれ

しかった。皆さんに読ん

でもらうことが一番。地

元の沿革をぜひ知ってほ

しいです。

　まだまだ、歴史をひも

とく資料が足りないのが

現状です。本当のことを

知るには古文書が必要。

お持ちであれば、提供し

ていただきたいです。よ

ろしくお願いします。

地元の歴史を知ってほしい

普段見ることのできない貴重な絵図に見入る

江
戸
時
代
の
絵
図
展
示

城
下
を
知
ろ
う
会
が
歴
史
講
演
会


