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表紙：木曽義仲奉納絵
武
たけみずわけ

水別神社八幡宮（千曲市）に奉納された
木曽義仲の絵。平家追討に向かう折に、戦
勝祈願に立ち寄ったと伝えられている。



源
義
仲
と
は
？

源
義
仲
は
、
久
寿
（
き
ゅ
う
じ
ゅ
）
元
年

（
１
１
５
４
年
）
に
源
義よ

し
た
か賢

の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
ま
す
。
後
に
鎌
倉
幕
府
を
開
く
源
頼
朝

と
は
従
兄
弟
に
あ
た
り
ま
す
。
義
仲
２
歳
の

時
、
頼
朝
の
兄
の
義
平
に
よ
っ
て
父
義
賢
が

討
た
れ
る
と
い
う
、
凄
惨
な
源
氏
の
同
志
討

ち
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
物

心
も
つ
か
な
い
幼
少
の
義
仲
は
、
斎
藤
実さ

ね
も
り盛

の
手
に
よ
っ
て
木
曽
谷
へ
と
落
ち
延
び
、
そ

こ
で
青
年
へ
と
育
ち
ま
し
た
。

再
び
義
仲
が
歴
史
の
表
舞
台
へ
と
出
る
の

は
、治
承
（
ち
し
ょ
う
）
４
年
（
１
１
８
０
年
）

26
歳
の
時
で
す
。
以

　
※
１
も
ち
ひ
と
お
う

仁
王
の
令
旨
に
従
い
平

家
を
倒
す
べ
く
行
動
を
起
こ
し
た
義
仲
は
、

上
田
の
依よ

だ
や
か
た

田
館
に
居
を
移
し
て
地
盤
固
め
を

し
て
、
養よ
う
わ和
元
年
（
１
１
８
１
年
）
白
鳥
河

原(

東
御
市)

に
兵
を
集
め
、
平
家
方
の
越
後

守
城
じ
ょ
う
な
が
も
ち

長
茂
を
散
々
に
打
ち
破
り
ま
す
（
横
田

河
原
の
戦
い
）。
こ
こ
か
ら
義
仲
の
快
進
撃
が

始
ま
り
ま
す
。

越
後
を
手
中
に
収
め
、
北
陸
方
面
の
有
力

豪
族
を
次
々
と
味
方
に
す
る
義
仲
を
警
戒
し

た
平
家
一
門
は
、
つ
い
に
直
接
対
決
を
挑
み
、

寿
永（
じ
ゅ
え
い
）２
年（
１
１
８
３
年
）５
月
、

平
家
軍
７
万
と
義
仲
軍
３
万
が
現
在
の
富
山
・

石
川
両
県
境
で
衝
突
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
火

牛
の
計
の
伝
説
で
有
名
な
倶く

り
か
ら
と
う
げ

利
伽
羅
峠
の
戦

い
で
す
。
義
仲
軍
の
圧
勝
に
終
わ
っ
た
こ
の

戦
い
で
、
平
家
軍
の
大
半
は
峠
の
急
崖
か
ら

次
々
と
沢
底
へ
転
落
し
壊
滅
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

勢
い
に
乗
っ
た
義
仲
は
、
そ
の
年
の
７
月

に
華
々
し
く
上
洛
を
果
た
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
朝
日
将
軍
の
名
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、

こ
こ
か
ら
義
仲
は
落
日
の
時
を
迎
え
ま
す
。

後
白
河
法
皇
や
公
家
の
不
興
を
買
い
、
都
の

治
安
回
復
に
も
失
敗
し
た
義
仲
に
味
方
す

る
者
は
日
に
日
に
減
っ
て
行
き
、
寿
永
３
年

（
１
１
８
４
年
）
１
月
、
粟あ

わ
づ津

の
戦
い
に
於
い

て
同
じ
源
氏
の
頼
朝
の
軍
に
よ
っ
て
、
義
仲

は
討
ち
と
ら
れ
ま
す
。
享
年
31
、
上
洛
し
て

半
年
と
い
う
波
乱
の
人
生
で
し
た
。

義
仲
の
依
田
館

義
仲
に
と
っ
て
、
兵
を
集
め
る
拠
点
と
な

っ
た
依
田
館
（
現
在
の
上
田
市
御み
た
け
ど
う

嶽
堂
地
区
）

と
上
田
地
域
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
？ 

当
時
の
勢
力
範
囲
を
見
る
と
、
甲
斐
と
南

信
地
方
は
甲※２斐
源
氏
、
関
東
一
円
は
頼
朝
の

勢
力
範
囲
と
な
っ
て
い
ま
す
。

義
仲
の
父
の
義
賢
は
甥
の
義よ

し
ひ
ら平

に
、
義
仲

自
身
も
従
兄
弟
の
頼
朝
に
討
た
れ
て
い
る
よ

う
に
、
源
氏
と
言
っ
て
も
決
し
て
味
方
と
は

言
え
な
い
時
代
で
し
た
。
両
勢
力
の
緩
衝
地

源義仲の銅像

源
義
仲
と
上
田

文 

○ 

飯
島
新
一
郎

公
家
社
会
か
ら
武
家
社
会
へ
と
移
り
変
わ
る
平
安
末
期
の
戦
乱
を
駆
け

抜
け
た
朝
日
将
軍
、源
義
仲
。そ
の
あ
ま
り
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
生
涯
は
、

今
も
昔
も
人
々
の
心
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
。し
か
し
、
木
曽
義
仲
の
通

称
の
と
お
り
木
曽
の
英
雄
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
私
た
ち
上

田
人
と
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

今
回
は
、
義
仲
と
上
田
が
切
り
離
せ
な
い
関
係
で
あ
る
こ
と
に
ス
ポ
ッ

ト
を
当
て
、同
時
に
上
田
の
魅
力
も
探
り
ま
す
。

み
な
も
と
よ
し
な
か



別所温泉

上田駅

白鳥河原

長
野
新
幹
線

千
曲
川

依
田
川

別所線

し
な
の
鉄
道

依田館跡
巴御前 お歯黒の池

巴御前・山吹御前 五輪塔

手塚氏 居館跡・
手塚光盛 五輪塔

平
家
政
権
へ
不
満
を
持
つ
第
三
勢
力
の
豪
族

た
ち
に
と
り
、
旗
頭
は
源
氏
の
御
曹
司
の
義

仲
で
す
。
ま
た
、
地
方
豪
族
た
ち
に
と
り
悲

願
で
あ
ろ
う
、
上
洛
し
官
位
を
も
ら
い
故
郷

に
錦
を
飾
る
と
い
う
想
い
の
兵
が
、
続
々
と

上
田
に
結
集
し
、
義
仲
の
天
下
取
り
の
歯
車

を
動
か
し
て
行
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
あ
り

ま
せ
ん
。

今
と
な
っ
て
は
、
依
田
館
の
場
所
す
ら
推

定
で
し
か
分
か
ら
な
い
「
兵

つ
わ
も
のど
も
が
夢
の
あ

と
」
で
す
。
し
か
し
、
拠
点
を
移
し
て
か
ら

た
っ
た
２
年
で
北
陸
進
撃
へ
の
戦
力
を
結
集

し
た
驚
く
べ
き
速
度
を
考
え
る
と
、「
上
田
の

地
無
く
し
て
義
仲
は
無
い
」
の
で
す
。

手
塚
光
盛（
手
塚
太
郎
）

源
義
仲
が
上
田
地
域
を
拠
点
と
し
た
源
義

仲
の
有
力
家
臣
に
は
、長な
が
せ
し
げ
つ
な

瀬
重
綱
や
円ま
る
こ子
（
丸

子
）
小
中
太
な
ど
上
田
の
豪
族
が
数
多
く
名

を
連
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
最
も
有
名

で
鍵
と
な
る
人
物
が
、
手て

づ
か
た
ろ
う
み
つ
も
り

塚
太
郎
光
盛
で
す
。

平
家
物
語
に
よ
る
と

『
倶
利
伽
羅
峠
の
戦
い
で
敗
走
す
る
平

家
軍
に
義
仲
軍
が
追
撃
を
加
え
、
篠
原

の
合
戦
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
平
家
軍

が
敗
走
す
る
中
、
た
っ
た
一
人
で
戦
場
に

残
っ
て
い
る
立
派
な
身
な
り
の
平
家
の

武
者
が
い
た
。
感
心
し
た
手
塚
光
盛
が

帯
だ
っ
た
西
上
州
と
東
北
信
を
勢
力
圏
に
入

れ
る
中
間
点
と
し
て
、
上
田
は
非
常
に
良
い

場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
上
洛
を
目
指

す
の
に
好
都
合
、
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
し

た
。
東
海
道
は
頼
朝
に
、
東
山
道
は
甲
斐
源

氏
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
義
仲
に
と
っ
て
、

上
洛
す
る
に
は
北
陸
道
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

上
田
地
域
は
北
陸
道
に
つ
な
が
る
交
通
の
要

所
で
し
た
。

さ
ら
に
、
東
信
地
域
は
古
来
よ
り
望
月
や

新み
は
り張

、
塩し

お
が
わ河

、
塩し

お
ば
ら原

と
い
っ
た
、
信
濃
屈
指

の
軍
用
馬
の
名
産
地
で
す
。
こ
の
良
質
な
馬

が
、
義
仲
軍
上
洛
の
機
動
力
と
な
り
ま
す
。

依
田
館
は
、
有
力
豪
族
の
依
田
氏
が
協
力

し
て
義
仲
の
た
め
に
築
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。

頼
朝
勢
力
で
も
甲
斐
源
氏
勢
力
で
も
な
い
、

声
を
か
け
る
と
、
そ
の
武
者
は
名
乗
ら

ず
に
戦
い
を
挑
ん
で
き
た
。
奮
戦
の
後
、

光
盛
は
武
者
を
討
ち
取
る
。

光
盛
が
こ
の
首
を
持
ち
帰
り
、
義
仲

の
前
に
て
首
実
検
の
時
、
義
仲
が
「
こ

れ
は
斎
藤
実
盛
で
は
な
い
か
？
」
と
言

う
。
父
が
討
た
れ
た
時
、
幼
い
義
仲
を

木
曽
へ
と
逃
が
し
て
く
れ
た
命
の
恩
人

が
斎
藤
実
盛
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
実
盛
な
ら
ば
も
は
や
老
齢
。

そ
の
首
は
白
髪
で
は
な
く
黒
髪
な
の
が

お
か
し
い
、
と
訝

い
ぶ
か

し
み
髪
を
洗
っ
た
と

こ
ろ
髪
が
白
く
な
っ
た
。
老
人
と
悟
ら

れ
た
く
な
い
た
め
染
め
て
い
た
の
だ
と

分
っ
た
。』

と
あ
り
、
義
仲
上
洛
に
お
け
る
悲
劇
と
し

て
有
名
な
場
面
で
す
。
能
の
演
目
と
し
て
も

古
く
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

手
塚
光
盛
の
居
館
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場

所
が
、
上
田
市
塩
田
地
区
の
手
塚
の
大お

お
し
ろ城

と

よ
ば
れ
る
所
で
す
。
居
館
跡
、
光
盛
の
供
養

塔
、
光
盛
の
菩
提
を
弔
っ
た
と
思
わ
れ
る
寺

跡
、
な
ど
各
所
に
光
盛
ゆ
か
り
の
地
が
あ
り

ま
す
。
室
町
時
代
に
成
立
し
た
御お

と
ぎ
ぞ
う
し

伽
草
子
の

一
つ
で
あ
る
唐か

ら
い
と
ぞ
う
し

糸
草
子
で
全
国
的
に
有
名
な
、

光
盛
の
娘
の
唐
糸
と
孫
の
万ま

ん
じ
ゅ寿

を
ま
つ
っ
た
、

唐
糸
観
音
も
あ
り
ま
す
。
最
近
の
研
究
で
も
、

手
塚
氏
が
手
塚
を
本
拠
と
し
て
い
た
こ
と
で

間
違
い
な
い
、
と
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

（上から）横田河原古戦場。白鳥神社（東御市）。依田館跡（上田市御嶽堂）

義仲ゆかりの地



さ
て
義
仲
の
恩
人
の
実
盛
を

討
ち
と
っ
て
し
ま
っ
た
手
塚
光

盛
の
そ
の
後
で
す
が
、
最
後
ま

で
義
仲
の
忠
実
な
家
臣
と
し
て

つ
き
従
い
ま
す
。
平
家
物
語
に

よ
る
と
、
義
仲
の
最
期
で
あ
る

粟
津
の
戦
い
で
討
ち
死
に
し
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

義
仲
が
居
た
依
田
館
か
ら
緩

や
か
な
峠
一
つ
越
え
た
と
こ
ろ
が

手
塚
で
す
。
依
田
氏
と
手
塚
氏
の
関
係
、
そ

れ
に
地
理
的
に
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
光
盛

と
義
仲
の
固
い
信
頼
関
係
が
築
か
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

時
代
は
下
っ
て
、
鎌
倉
時
代
。
幕
府
の
逆

賊
義
仲
に
味
方
し
た
手
塚
氏
た
ち
は
厳
し
い

処
分
を
受
け
、
塩
田
一
帯
を
始
め
と
す
る
多

く
の
上
田
地
域
が
鎌
倉
幕
府
執
権
の
北
条
氏

一
族
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
安
楽
寺
国
宝
八
角
三
重
塔
、
大
法
寺

国
宝
三
重
塔
に
代
表
さ
れ
る
数
々
の
美
麗
な

建
築
が
作
ら
れ
、
信
州
の
鎌
倉
と
し
て
今
に

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
し
も
源
義
仲
が
居

な
か
っ
た
ら
？　

手
塚
光
盛
が
義
仲
と
手
を

組
ま
な
か
っ
た
ら
？　

信
州
の
鎌
倉
も
無
い

訳
で
、
そ
う
と
考
え
る
と
「
義
仲
無
く
し
て

今
の
上
田
も
無
い
」
と
言
え
ま
す
。

志
半
ば
で
倒
れ
た
源
義
仲
と
手
塚
光
盛
で

す
が
、
そ
の
足
跡
は
意
外
な
展
開
で
現
在
に

繋
が
っ
て
い
る
の
も
歴
史
の
面
白
さ
で
す
。

朝
日
の
よ
う
に
輝
い
た
彼
ら
の
生
き
方
は
、

諸
行
無
常
の
世
界
を
も
私
た
ち
に
教
え
て
く

れ
ま
す
。

※
１　

以
仁
王
と
は
、
治
承
４
年
に
以
仁
王
の
乱
を
起
こ

し
て
平
家
打
倒
を
目
指
し
た
後
白
河
法
皇
の
第
三
皇
子
。

乱
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
す
が
、
そ
の
令
旨
は
日
本
全
国
を

駆
け
巡
り
、
源
氏
の
一
斉
蜂
起
に
つ
な
が
り
ま
す
。

※
２　

現
在
の
山
梨
県
を
基
盤
と
す
る
源
氏
の
勢
力
。
後

の
武
田
信
玄
で
有
名
な
、
武
田
氏
が
そ
の
代
表
格
。

協
力
＝
上
田
市
文
化
財
保
護
審
議
会
　
櫻
井
松
夫
先
生

上田市
白鳥河原

横田河原の戦い

義仲の進軍経路

平氏

源頼朝
甲斐源氏

倶利伽羅峠の戦い

依田館

（上から）手塚氏居館跡。塩野神社の流
やぶさめ

鏑馬走路。
安楽寺の国宝八角三重塔。大宝寺国宝三重塔（見
返りの塔）

倶利伽羅峠の切り通し

平氏の兵を飲み込んだ倶利伽羅峠

1180年頃の勢力図



忠
誠
が
揺
る
ぐ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

頼
朝
の
富
士
川
の
戦
い
で
、
水
鳥
の

飛
び
立
つ
音
に
驚
い
て
平
家
の
大
軍
が

戦
わ
ず
に
逃
亡
し
た
、
と
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
有
名
で
す
。
こ
れ
は
、
源
氏
を
よ

く
知
る
実
盛
が
東
国
武
士
の
勇
猛
さ
を

語
り
す
ぎ
て
、
平
家
軍
が
必
要
以
上
に

怯
え
て
し
ま
っ
た
の
が
原
因
だ
、
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

昔
々
。
源
頼
朝
の
元
に
、
唐
糸
と
い

う
女
房
が
居
ま
し
た
。
唐
糸
は
源
義
仲

の
家
臣
の
手
塚
太
郎
光
盛
の
娘
で
、
父

の
敵
と
な
っ
た
頼
朝
の
命
を
密
か
に
狙

っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
唐
糸
の
計

画
は
失
敗
し
牢
屋
に
幽
閉
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。

一
方
、
手
塚
の
里
に
居
た
唐
糸
の
娘

の
万
寿
は
、
母
が
囚
わ
れ
の
身
に
な
っ

た
と
知
り
、
身
分
を
隠
し
て
鎌
倉
に
行

き
頼
朝
へ
と
仕
え
ま
す
。
あ
る
時
、
鶴

義
仲
の
命
の
恩
人
の
斎
藤
実
盛
は
、

武
蔵
国
長
井
（
埼
玉
県
熊
谷
市
）
の
人

で
す
。
最
初
、
頼よ

し
と
も朝

の
父
の
義
朝
に
仕

え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
義
仲
の
父

の
義
賢
が
上

こ
う
ず
け
の
く
に

野
国
（
群
馬
県
）
に
勢
力

を
伸
ば
し
て
き
た
の
で
、
実
盛
を
は
じ

め
と
す
る
武
蔵
衆
は
地
理
的
に
近
い
義

賢
の
家
臣
へ
と
次
々
に
鞍
替
え
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
義
朝
側
が
危
機
感
を
持
っ

た
こ
と
が
、
義
賢
殺
害
の
引
き
金
と
な

り
ま
す
。

主
君
を
殺
さ
れ
た
実
盛
は
幼
少
の
義

仲
を
密
か
に
匿
い
つ
つ
、
義
朝
の
家
臣

に
戻
っ
て
保
元
の
乱
・
平
治
の
乱
に
活

躍
し
ま
す
が
、
今
度
は
義
朝
が
討
た
れ

て
再
び
主
君
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

つ
い
に
実
盛
は
源
氏
を
見
切
り
、
平
家

に
従
い
ま
す
。
以
降
、
平
家
一
門
に
重

用
さ
れ
た
実
盛
は
、
各
地
で
平
家
の
恩

に
報
い
る
べ
く
奮
戦
し
ま
す
。
義
朝
の

子
頼
朝
が
挙
兵
し
て
も
、
義
賢
の
子
義

仲
が
挙
兵
し
て
も
、
実
盛
の
平
家
へ
の

を
し
た
と
の
言
い
伝
え
で
す
。
巴
御
前

は
、
義
仲
に
最
後
ま
で
つ
き
従
っ
た
女

武
将
と
し
て
有
名
で
す
。
大
変
な
美
人

の
上
に
男
勝
り
の
強
さ
を
誇
る
武
者
だ

っ
た
と
の
こ
と
で
、
義
仲
と
の
悲
恋
話

と
と
も
に
様
々
な
形
で
語
り
継
が
れ
て

い
ま
す
。

上
田
市
塩
田
地
区
に
巴
御
前
・
山や

ま
ぶ
き吹

御ご
ぜ
ん前

を
供
養
し
た
と
伝
わ
る
五
輪
塔
が

あ
り
ま
す
。
山
吹
御
前
は
信
濃
か
ら
京

へ
と
義
仲
を
慕
っ
て
つ
き
従
っ
た
女
性

で
、
出
自
な
ど
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は

分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
義
仲
が
京
か
ら

落
ち
延
び
る
時
に
、
病
に
伏
せ
っ
て
い

た
山
吹
は
そ
の
ま
ま
京
に
残
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

岡
八
幡
宮
へ
と
今
様
踊
り
の
奉
納
が
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
舞
姫
の
一
人
に

万
寿
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
美
し
い
万
寿

が
踊
る
今
様
に
感
じ
入
っ
た
頼
朝
は「
何

で
も
褒
美
を
と
ら
せ
る
」
と
言
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
す
か
さ
ず
身
分
を
明
か
し
、

涙
な
が
ら
に
「
自
分
が
母
の
代
わ
り
に

牢
に
入
り
ま
す
の
で
、
な
に
と
ぞ
母
を

助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
訴
え
ま
し
た
。

頼
朝
は
心
を
打
た
れ
て
唐
糸
と
万
寿

を
許
し
、
母
娘
は
一
緒
に
手
塚
の
里
へ

と
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

上
田
市
丸
子
御
嶽
堂
地
区
に
巴と

も
え
ご
ぜ
ん

御
前

に
ま
つ
わ
る
伝
説
の
あ
る
池
が
あ
り
ま

す
。
清
水
が
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
る
こ

の
池
の
水
鏡
で
、
お
歯
黒
な
ど
の
化
粧

●
斎
藤
実
盛
　

●
唐
糸
草
子
　

●
巴
御
前
お
歯
黒
の
池

○ 

木
曽
義
仲
こ
ぼ
れ
話

（左）巴御前・山吹御前の五輪塔（右）巴御前のお歯黒の池

●
巴
御
前
・

山
吹
御
前
の
五
輪
塔



兵
庫
県
豊と
よ
お
か
し
い
ず
し
ち
ょ
う

岡
市
出
石
町
。
平
成
17
年
に
出

石
町
を
含
む
５
町
が
合
併
し
豊
岡
市
と
し

て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。兵
庫
県
と
い
っ

て
も
日
本
海
側
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
『
出
石
皿
そ
ば
』
が
あ
り
ま
す
。
出

石
焼
き
の
小
皿
に
盛
り
付
け
ら
れ
、
５
皿

が
基
本
で
す
が
、
立
て
た
箸
の
高
さ
ま
で

食
べ
て
一
人
前
と
認
め
ら
れ
る
と
の
話
も

あ
る
ほ
ど
に
、
蕎
麦
好
き
な
土
地
柄
の
よ

う
で
す
。
人
口
１
万
１
千
人
程
の
出
石
町

に
蕎
麦
屋
さ
ん
が
40
数
店
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
に
こ
だ
わ
っ
た
蕎
麦
づ
く
り
で
、「
出
石

と
い
え
ば
皿
そ
ば
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の

ブ
ラ
ン
ド
と
な
っ
て
い
ま
す
。
人
口
16
万

人
の
上
田
が
47
軒
で
あ
る
こ
と
に
比
べ
る

と
、
密
度
の
濃
さ
に
驚
き
ま
す
。
で
も
、

一
番
の
驚
き
は
「
出
石
皿
そ
ば
」
の
ル
ー

ツ
が
上
田
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
、
初
代
上
田
藩
主
は
真
田
信

之
で
す
が
、
元
和
８
年
（
１
６
２
２
年
）

松
代
に
転
封
と
な
り
代
わ
っ
て
小
諸
か
ら

仙
石
忠
政
が
移
り
藩
主
と
な
り
ま
し
た
。

「
上
田
で
お
勧
め
の
食
べ
物
は
」
と
尋
ね

ら
れ
た
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
。「
ウ
～
ン
…
。

や
っ
ぱ
り
蕎
麦
か
ナ
ァ
」
と
答
え
て
し
ま

う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
微
妙
な
言
い
回
し

で
す
が
、「
は
い
。
蕎
麦
で
す
。」
と
言
え

な
い
の
は
、「
戸
隠
そ
ば
」
の
よ
う
に
「
上

田
そ
ば
」
と
い
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
名
を
も
た

ず
「
信
州
そ
ば
」
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
で
も
、
上
田
の

人
々
は
蕎
麦
が
大
好
き
。
あ
た
り
前
の
様

に
蕎
麦
を
食
べ
、
と
き
に
は
熱
く
蕎
麦
を

語
り
ま
す
。

全
国
的
に
み
る
と
蕎
麦
の
文
化
圏
は

東
日
本
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
蕎
麦
は
奈
良

時
代
以
前
に
日
本
に
伝
わ
り
、
養
老
７
年

（
７
２
３
年
）
に
は
蕎
麦
の
栽
培
を
奨
励
す

る
太
政
官
符
も
発
行
さ
れ
て
お
り
、
古
く

か
ら
日
本
の
食
材
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も

の
で
し
た
。そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か「
蕎
麦
」

は
東
、「
う
ど
ん
」
は
西
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
定
着
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
も
西
の
方
で
「
蕎
麦
」
が

名
物
と
な
っ
て
い
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。

84
年
経
た
宝
永
３
年
、
仙
石
政
明
の
代
に

但
馬
の
国
出
石
に
転
封
と
な
り
、
入
れ
替

わ
り
に
出
石
か
ら
松
平
氏
が
上
田
藩
主
と

し
て
移
封
さ
れ
幕
末
ま
で
続
き
ま
す
。
こ

の
仙
石
氏
の
転
封
の
際
、
上
田
の
蕎
麦
職

人
を
伴
い
そ
の
技
法
が
出
石
の
地
に
伝
わ

り
今
日
に
至
る
の
で
す
。

も
う
少
し
仙
石
氏
に
つ
い
て
触
れ
さ
せ

て
頂
く
と
、
初
代
小
諸
藩
主
、
仙
石
秀
久

は
天
文
二
十
年
（
１
５
５
１
年
）
美
濃
国

加
茂
郡
黒
岩
の
生
ま
れ
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
家
督
を
継
い
だ
時
は
美
濃
斎
藤
氏

に
仕
え
て
い
ま
し
た
が
織
田
信
長
に
斎
藤

氏
が
討
た
れ
た
後
は
織
田
家
に
仕
え
、
羽

柴
秀
吉
の
配
下
に
組
み
込
ま
れ
、
秀
吉
の

出
世
と
と
も
に
大
名
へ
の
道
を
突
き
進
ん

だ
人
で
し
た
。
本
能
寺
で
信
長
が
討
た
れ

皿 
蕎
麦
出
自
考

 

文 

○
増
田
芳
希

蕎
麦
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だ
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清里の蕎麦畑
人形：小林いと子作

塩田の館・北条庵の「皿そば」

仙石忠政画像



長野

上田

京都

大阪
神戸

出石
豊岡

は
貧
し
さ
の
現
わ
れ
な
の
だ
よ
」
な
ど
と

軽
口
を
た
た
く
人
も
い
ま
す
が
、
そ
の
風

味
と
喉
越
し
の
妙
は
、
間
違
い
な
く
日
本

を
代
表
す
る
食
の
ひ
と
つ
で
す
。
信
州
上

田
で
培
わ
れ
た
蕎
麦
が
、
遠
い
但
馬
の
地

で
息
づ
い
て
い
た
。
上
田
人
に
と
っ
て
嬉

し
く
、
誇
ら
し
い
思
い
で
す
。
ま
た
、
出

石
の
方
達
の
地
域
を
守
り
育
て
て
い
る
姿

に
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す
。
こ
れ
か

た
後
も
秀
吉
と
と
も
に
天
下
統
一
へ
の
戦

い
に
明
け
暮
れ
ま
し
た
。
し
か
し
九
州
征

伐
の
島
津
軍
と
の
戦
い
の
折
に
、
突
出
し

過
ぎ
た
秀
久
軍
の
進
撃
が
大
敗
を
招
い
た

ば
か
り
か
、
敗
走
す
る
軍
を
指
揮
す
る
こ

と
も
な
く
小
倉
城
に
逃
げ
帰
っ
た
こ
と
で

秀
吉
の
怒
り
を
か
い
、
所
領
没
収
の
う
え

高
野
山
追
放
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
小
田

原
征
伐
が
始
ま
り
、
家
康
の
進
言
も
あ
っ

て
参
軍
が
許
さ
れ
、
鈴
を
陣
羽
織
一
面
に

付
け
「
鈴
鳴
り
武
者
」
の
異
名
を
取
る
出

で
立
ち
で
十
文
字
の
槍
を
振
る
い
、
獅
子

奮
迅
の
働
き
で
軍
功
を
立
て
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
秀
吉
の
許
し
を
得
、
秀
吉
の
使
っ

て
い
た
金
の
団
扇
を
拝
領
し
ま
し
た
。
こ

の
「
金
の
団
扇
」
は
出
石
町
に
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。
秀
吉
が
逝
去
し
た
後
は
徳
川

家
に
従
い
徳
川
秀
忠
の
上
田
城
攻
め
に
も

従
軍
し
ま
し
た
。
真
田
昌
幸
の
智
略
と

勇
猛
な
戦
い
振
り
に
よ
り
、
秀
忠
軍
は
身

動
き
が
取
れ
ず
関
が
原
の
戦
い
に
遅
れ
を

取
っ
た
事
は
上
田
人
な
ら
ば
誰
で
も
知
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
激
怒
す
る
家
康
に
対

し
、
秀
久
は
秀
忠
の
許
し
を
嘆
願
し
秀
忠

の
信
頼
を
得
、
小
諸
の
所
領
安
堵
と
な
り

ま
す
。
小
諸
の
治
め
を
整
え
慶
長
19
年

（
１
６
１
４
年
）
享
年
63
歳
で
秀
久
は
こ
の

世
を
去
り
３
男
、
仙
石
忠
政
が
家
督
を
継

ぎ
ま
す
。
忠
政
は
秀
忠
の
上
田
城
攻
め
に

父
と
共
に
参
戦
し
て
お
り
、
大
坂
の
冬
、

夏
の
両
陣
で
も
戦
い
、
そ
の
戦
功
と
尽
忠

に
よ
り
元
和
８
年
、
６
万
石
に
加
増
さ
れ

上
田
藩
主
と
な
り
ま
す
。
心
な
ら
ず
も
上

田
を
去
る
こ
と
と
な
っ
た
真
田
信
之
に
代

わ
り
上
田
藩
政
を
進
め
、
新
田
開
発
、
産

業
の
振
興
、
兵
農
分
離
、
領
内
支
配
体
制

の
整
備
、
上
田
城
の
大
改
修
な
ど
に
功
績

を
残
し
ま
し
た
。
そ
の
後
三
代
に
渡
る
の

治
世
の
後
、
但
馬
の
国
へ
お
国
代
え
と
な

り
ま
す
。
仙
石
氏
は
真
田
氏
と
共
に
江
戸

時
代
の
上
田
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
仙
石
の
殿
様
が
、
上
田
か
ら
遠

く
離
れ
た
兵
庫
県
の
日
本
海
側
、
も
う
少

し
で
出
雲
の
国
に
行
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

所
に
信
州
上
田
の
蕎
麦
を
も
っ
て
行
っ
た

の
で
す
。
山
里
の
恵
み
と
香
り
を
携
え
て
。

そ
し
て
出
石
の
地
に
根
を
生
や
し
「
出
石

皿
そ
ば
」
と
し
て
今
も
人
々
に
愛
さ
れ
て

い
ま
す
。「
や
せ
た
土
地
で
育
つ
蕎
麦
は
貴

重
な
食
料
で
、
蕎
麦
づ
く
り
が
盛
ん
な
の

ら
は
私
達
も
、上
田
を
語
る
食
べ
物
は
「
も

ち
ろ
ん
蕎
麦
で
す
よ
」
と
言
う
こ
と
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
お
わ
り
に
、「
出
石

皿
そ
ば
協
同
組
合
」
様

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
添
え
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

　

仙
石
氏
と
供
に
信
州
上
田
か
ら
伝
わ
っ
た
蕎
麦
職
人
の
技
法
が
、
在
来
の
そ
ば

打
ち
の
技
術
に
加
え
ら
れ
『
出
石
そ
ば
』
が
誕
生
し
ま
し
た
。
幕
末
か
ら
明
治
初

期
に
か
け
て
小
皿
に
盛
る
様
式
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
屋
台
で
供
さ
れ

る
際
に
持
ち
運
び
が
便
利
な
小
皿
に
蕎
麦
を
盛
っ
て
提
供
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
か
ら
大
正
時
代
に
は
、
町
内
に
十
数
軒
の
蕎
麦
屋
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
昭
和
30
年
代
ま
で
に
数
軒
に
減
っ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
高
度
経
済
成
長
期
、
観
光
レ
ジ
ャ
ー
ブ
ー
ム
と
と
も
に
「
城
下
町
出
石
」
も

脚
光
を
浴
び
は
じ
め
、
年
間
１
０
０
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し

た
。
白
磁
の
出
石
焼
の
小
皿
に
盛
ら
れ
た
名
物
「
皿
そ
ば
」
は
話
題
を
呼
び
、
現
在

で
は
四
十
数
軒
の
蕎
麦
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
ま
す
。
平
成
23

年
に
は
『
出
石
皿
そ
ば
』
と
い
う
呼
称
が
地
域
団
体
登
録
商

標
に
認
可
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
、
品
質
の
向
上
と
地
産
地

消
事
業
の
推
進
を
図
り
、
伝
統
を
守
り
な
が
ら
地
域
ブ
ラ

ン
ド
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

　

出
石
皿
そ
ば
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
上
田
市
に
対
し
て
の
リ
ス

ペ
ク
ト
は
勿
論
の
こ
と
、
今
後
は
交
流
事
業
な
ど
、
よ
り
一

層
の
相
互
関
係
の
構
築
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

出
石
皿
そ
ば
協
同
組
合 

広
報
担
当
　
中
嶋
勝
己
様
よ
り

出石皿そば

●	出石町のある豊岡市は上田市の姉妹都市であると共に、災害時応援協定を取り交わしています。
●	里帰りした「皿そば」は上田市の観光施設「塩田の館・北条庵」でお召し上がり頂けます。

上
田
の
蕎
麦
が

山
を
越
え
野
を
越
え
た
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編集後記
上田を拠点として京に上った源義仲、

上田をルーツとする皿そば。上田って

実は凄い所なのだと、その一端を感じ

ていただけましたでしょうか？ご愛読

いただいている皆様、取材協力いただ

きました皆様に御礼申し上げます。

松
尾
町
真
田
坂

リゾート・ダイニング『ハレの日』は“アジアン
リゾート”をテーマに、様々な場面に合わせた
“ひととき”を演出します。
駅から徒歩５分で、非日常が味わます。無国籍
創作料理を中心に、ドリンクはビールからカク
テルまで約100種類。

●結婚式二次会や会社の宴会などにも利用でき、
最大70名様まで収容可能。宴会プランは、お料理
と２時間の飲み放題付で3,800円～とリーズナ
ブル。結婚式二次会は、プロジェクターやビンゴ
ゲーム機などの設備関係の無料貸し出しが付いて
4,200円と、こちらも魅力的。

●飲み放題の内容もビール、ウイスキー、カクテ
ル、ノンアルコールカクテルなど約50種類と豊富。
普段はダイニングバーとして営業、同級会、女子
会などの利用で人気。
生春巻きなどの軽いものから、ピザ、パスタなどの
食事も充実している。

昨年5月に駅のカレーショップから移転して来ました。
カウンターがメインでお酒中心のお店です。
静かでゆっくりとしたひとときをお過ごし下さいませ。
  ●
セット料金：￥2000（ドリンク1杯つまみ込）
他カクテル1ショット：￥600～
ボトルキープ：￥2500～
営業時間：19:00～23:00（24:00迄可）
休日：日曜、祝祭日
電話：090-3473-4794

営業時間：19:00～23:00（24:00迄可）
休日：日曜、祝祭日
電話：0268-22-8002

毎
日
起
こ
る
小
さ
な
奇
跡
に
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
…
　

今
日
が
『
ハ
レ
の
日
』
ヒ
ロ
イ
ン
は
あ
な
た
！


