
　

日
野
川
ダ
ム
の
北
側
に
は
、「
日

野
城
」
と
も
呼
ば
れ
た
「
中
野
城

跡
」
が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
は
、

神
社
や
や
ぶ
、
住
宅
、
畑
な
ど
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、こ
こ
は
中
世
、

日
野
の
地
を
治
め
た
蒲
生
家
の
本

拠
地
と
さ
れ
る
城
で
し
た
。
蒲
生

氏
郷
が
伊
勢
へ
移
る
ま
で
、
蒲
生

定さ
だ

秀ひ
で

、
賢か

た

秀ひ
で

、
氏
郷
と
い
っ
た
武

将
た
ち
の
約
60
年
の
歴
史
が
刻
ま

れ
ま
し
た
。

●
中
野
城
の
歴
史

　

大
永
３
（
１
５
２
３
）
年
、
そ

れ
ま
で
蒲
生
家
の
居
城
で
あ
っ
た

音
羽
城
（
音
羽
）
が
敵
の
攻
撃
を

受
け
、
籠
城
戦
の
果
て
に
開
城
、

取
壊
し
と
な
っ
た
た
め
に
、
新
た

な
居
城
と
し
て
「
中
野
城
」
が
築

か
れ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
以
後

60
年
、
蒲
生
家
の
本
拠
地
と
し
て

使
わ
れ
ま
し
た
。

　

天
正
10
（
１
５
８
２
）
年
に
起

こ
っ
た
本
能
寺
の
変
で
は
、
織
田

信
長
の
家
臣
と
な
っ
て
い
た
蒲
生

賢
秀
・
賦ま

す

秀ひ
で

（
氏
郷
）
親
子
が
、

安
土
城
か
ら
信
長
の
妻
子
を
日
野

に
避
難
さ
せ
、
明
智
光
秀
に
対

し
て
徹
底
抗
戦
を
唱
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、
中
野
城
も
そ
の
舞
台
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

天
正
12
（
１
５
８
４
）
年
、
蒲

生
家
が
伊
勢
（
三
重
県
）
松
个
島

へ
移
っ
た
後
の
詳
し
い
様
子
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
慶
長
９
（
１
６

０
４
）
年
頃
に
は
、
城
内
や
城
下

町
に
残
っ
て
い
た
建
物
が
取
り
壊

さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
元
和
６
（
１
６
２
０
）
年
に
、

越
後
（
新
潟
県
）
三
条
か
ら
国
替

え
と
な
っ
た
市
橋
家
が
、
仁
正
寺

（
西
大
路
）
藩
を
開
き
、
陣
屋
（
藩

邸
）
を
建
て
ま
し
た
が
、
中
野
城

が
再
び
城
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

●
中
野
城
に
残
る
遺
構

　

中
野
城
跡
は
、
江
戸
時
代
以
降

の
開
発
に
よ
り
、
今
は
土
塁
（
土

手
）
や
堀
の
一
部
が
残
る
の
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、

現
地
の
説
明
板
に
も
印
刷
さ
れ
て

い
る
大
正
６
（
１
９
１
７
）
年
の

「
中
野
城
趾
図
」
等
に
よ
っ
て
、

あ
る
程
度
当
時
の
姿
を
復
元
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
資
料
に
は
、
中
野

城
を
「
掻か

き
揚
げ
の
城
」
と
記
し

た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
、
土
を
盛
り
上
げ
（
掻
き
揚
げ
）

造
っ
た
城
と
い
う
意
味
で
す
。
中

世
、
平
地
に
造
ら
れ
た
城
と
し
て

は
、一
般
的
な
造
り
方
で
す
が
、そ

の
規
模
は
こ
の
地
を
治
め
る
権
力

者
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
し
た
。

　

城
は
ま
ず
初
め
に
１
辺
約

１
５
０
ｍ
、
幅
約
10
～
20
ｍ
の
堀

を
ロ
字
型
に
掘
り
、
そ
の
時
排
出

し
た
土
砂
や
整
地
し
た
際
に
余
っ

た
土
砂
を
堀
の
内
側
に
盛
り
上
げ

て
、
高
さ
約
５
～
10
ｍ
の
巨
大
な

土
塁
を
築
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
土
塁
の
内
側
に
あ
た
る

曲
輪
（
平
坦
地
）
①
は
、
一
般
的

に
「
本
丸
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
場

所
で
、
面
積
は
わ
た
む
き
ホ
ー
ル

虹
の
建
物
が
す
っ
ぽ
り
と
入
っ
て

し
ま
う
ほ
ど
の
広
い
も
の
で
し

た
。
現
在
は
、
土
塁
や
堀
の
一
部

が
残
る
の
み
で
す
が
、
当
時
、
こ

こ
に
は
城
主
が
政
務
を
執
っ
た

り
、
生
活
を
し
た
館
や
、
食
料
や

武
器
を
納
め
た
倉
庫
、
敵
を
攻
撃

し
た
り
見
張
り
を
行
う
た
め
の
櫓

な
ど
の
施
設
が
建
っ
て
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
野
城
は
戦
国
時

代
に
は
城
下
町
が
造
ら
れ
、
さ
ら

に
そ
れ
を
土
塁
と
堀
で
取
り
囲
ん

だ
「
惣そ

う

構が
ま
え

」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま

す
。
現
時
点
で
は
、
全
体
像
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
の
調
査
等

に
よ
っ
て
は
、
か
つ
て
町
全
体
を

囲
っ
て
守
っ
た
壮
大
な
遺
跡
が
見

つ
か
る
可
能
性
も
秘
め
た
城
跡
な

の
で
す
。

まちのたから

蒲生家の本拠地

「 中 野 城 跡 」

日野町内に残る城跡を訪ねて2

▲日野川ダム堤防からのぞむ中野城跡全景（西大路）

まちの歴史を知ろう夏休み特別版 !

▲中野城跡の様子

堀跡

土塁

①
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