
戦
国
時
代
の

特
集　

次
の
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
は
徳
川
家
康
。
ド
ラ
マ
を
よ
り

楽
し
む
た
め
に
、
今
号
で
は
蒲
郡
に
ま
つ
わ
る
歴
史
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
や
戦
国
時
代
ゆ
か
り
の
ス
ポ
ッ
ト
を
特
集
し
ま
す
。

　
岡
崎
で
生
ま
れ
た
家
康
で
す
が
、
実
は
蒲
郡
に
も
ゆ
か
り
が

あ
る
っ
て
知
っ
て
い
ま
し
た
か
。

　
永
禄
５
年
（
１
５
６
２
年
）、
桶
狭
間
の
戦
い
を
き
っ
か
け

に
三
河
地
域
の
統
一
を
図
っ
た
家
康
が
攻
め
た
の
が
、
上
ノ
郷

城
で
し
た
。
家
康
は
配
下
の
忍
者
を
忍
び
込
ま
せ
て
放
火
し
、

城
内
の
混
乱
に
乗
じ
て
攻
め
落
と
し
ま
し
た
。
こ
の
城
攻
め
は
、

日
本
で
最
初
の
忍
者
を
用
い
た
城
攻
め
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
上
ノ
郷
城
は
蒲
郡
一
帯
を
治
め
て
い
た
鵜
殿
氏
が
本
拠
地
と

し
て
い
ま
し
た
が
、
落
城
後
は
家
康
の
生
母
で
あ
る
於
大
の
方

の
再
婚
相
手
の
久
松
俊
勝
（
長
家
）
が
入
城
し
、
家
康
が
関
東

に
移
る
と
と
も
に
廃
城
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
は
「
お
城
」
と
聞
い
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
思

い
浮
か
べ
ま
す
か
。
多
く
の
人
は
、
名
古
屋
城
の
よ
う
な
お
城

を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
名
古
屋
城
に
は
、

大
き
く
て
高
い
天
守
閣
や
瓦
屋
根
、
真
っ
白
な
壁
、
頑
丈
な
石

垣
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
っ
た
お
城
ば
か
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
ノ
郷
城
に
は
、
天
守
閣
や
石
垣
、
瓦
は

な
く
、
簡
単
な
堀
や
土
塁
、
木
の
柵
な
ど
で
で
き
た
お
城
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
周
囲
を
流
れ
る
兼
京
川

が
堀
の
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
断
崖
に
囲
ま
れ
た
天
然
の
要
害

だ
っ
た
た
め
、
家
康
に
攻
め
ら
れ
て
も
簡
単
に
は
落
城
し
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
現
在
、
お
城
そ
の
も
の
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
空
堀
（
水

が
引
か
れ
て
い
な
い
堀
）
や
土
塁
（
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
土

を
盛
り
作
ら
れ
た
土
手
）、
曲
輪
（
城
の
区
画
。
場
所
に
よ
っ

て
は
丘
や
山
を
人
工
的
に
平
坦
に
し
て
作
成
し
た
も
の
）
が

残
っ
て
い
ま
す
。
主
郭
（
城
の
本
丸
が
あ
っ
た
場
所
）
か
ら
は

蒲
郡
の
街
並
み
と
三
河
湾
を
一
望
で
き
ま
す
。
上
ノ
郷
城
に
訪

れ
て
、
歴
史
を
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

蒲
郡

徳
川
家
康
と
上
ノ
郷
城
の
戦
い

徳
川
家
康
と
上
ノ
郷
城
の
戦
い

上
ノ
郷
城
の
特
徴

上
ノ
郷
城
の
特
徴

現
在
の
上
ノ
郷
城

現
在
の
上
ノ
郷
城

上ノ郷城へのアクセス

みかんの丘くるりんバス「赤日子神社」停留所から徒歩 5 分

赤日子神社駐車場から徒歩 5 分

【 所在地 】神ノ郷町城山

観
光
ま
ち
づ
く
り
課　
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“上ノ郷城” という単語を見て、「あれ？お
かしいな。」と思った方もいるのではない
でしょうか。今は “神ノ郷” と書きますが、
昔は “上ノ郷” と書いたため、“上ノ郷城”
となっています。

神ノ郷城？
上ノ郷城？
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