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上
田
は
上
田
城
を
中
心
と
し
て
造
ら
れ
た

典
型
的
な
近
世
の
城
下
町
で
す
。
最
初
の
設

計
者
は
真
田
昌ま
さ
ゆ
き幸

で
あ
り
、
そ
の
後
の
開
発
整

備
は
嫡
男
の
真
田
信の

ぶ
ゆ
き之

が
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

上
田
城
は
関
ヶ
原
の
戦
い
以
後
破
却
さ
れ
て

（
慶

け
い
ち
ょ
う長の
破は
き
ゃ
く却
）、
更
地
同
然
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
、
上
田
城
と
上
田
城
下
町
に
真
田
時
代

の
史
跡
は
大
変
少
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
後
に
真
田
信
之
に
替
わ
っ
て
入
っ
て
き
た

仙せ
ん
ご
く石
忠た
だ
ま
さ政
に
よ
る
再
建
は
真
田
時
代
の
縄
張

り
を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、ま
ち
の
構
成
、

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
含
め
て
城
の
縄
張
り
そ
の

も
の
が
真
田
の
史
跡
と
い
え
ま
す
。
地
形
を
最

大
限
に
活
か
し
た
城
の
置
き
方
、
館

や
か
たの

配
置
、

武
家
町
の
構
成
と
位
置
、
大
手
の
位
置
、
商
人

町
の
移
転
と
そ
の
機
能
、
川
を
利
用
し
た
職
人

町
の
形
成
、
街
道
を
引
き
込
ん
だ
交
通
路
の
整

備
、
そ
れ
を
守
る
村
の
移
転
造
成
、
総
構
え
を

広
く
取
っ
た
外
堀
の
造
成
、
寺
社
を
移
転
さ
せ

て
の
防
衛
線
の
形
成
な
ど
な
ど
。
昌
幸
の
引

い
た
設
計
図
を
基
と
し
て
、
状
況
の
変
化
に
対

応
し
た
信
之
の
実
行
力
と
応
用
力
が
成
し
た

父
子
共
同
の
み
ご
と
な
作
品
で
あ
る
の
で
す
。

　

真
田
氏
時
代
の
上
田
城
絵
図
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
上
田
古
図
（
天
正
１
２
年
ご
ろ
）（
図

①
）を
見
る
と
、
武
家
屋
敷
ら
し
き
も
の
は「
常

田
御
屋
敷
」
が
あ
る
だ
け
で
す
。
上
田
城
本
丸

を
表
す
と
見
ら
れ
る
屋
形
の
周
囲
は
水
壕
と

柵
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。「
す
は
べ
」「
西
脇
新

町
」「
新
鎌
原
」「
新
房
山
」「
上
田
」「
常
田
」と
記

さ
れ
た
所
に
は
家
並
み
を
表
す
と
み
ら
れ
る

も
の
が
、
ほ
か
は
田
畑
を
思
わ
せ
る
も
の
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
印
象
的
な
の
は
沼
と
表
記
さ

れ
た
池
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
、
川（
水
路
）が
縦

横
に
走
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
第
一
次
上
田
合

戦
の
直
前
の
様
子
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
の
ど

か
な
田
園
地
帯
だ
っ
た
所
に
城
を
築
き
、
村
や

町
を
移
転
さ
せ
、
新
し
く
ま
ち
を
造
ろ
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
図
で
す
。
昌

幸
の
頭
の
中
に
は
こ
の
絵
図
と
同
じ

よ
う
な
図
が
あ
り
、
こ
れ
を
ど
う
展
開
し
、
将

来
的
に
ど
の
よ
う
に
す
る
か
が
描
か
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
余
談
で
す
が
、こ
の
古
図
の
右
下
に「
象

山
」
の
朱
印
が
あ
り
、
佐
久
間
象
山
が
所
持
し

て
い
た
も
の
だ
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

　

地
図
を
か
た
わ
ら
に
真
田
昌
幸
の
ま
ち
作

 

文 

○
西
澤
文
登

縄張りとは
曲輪や堀、門、虎口等の配
置をいう。城の最重要項
目と言ってよく、城の良
し悪しはこれで決まると
も言える。なお、上田城は
千曲川を背にした梯(てい)
郭(かく)式縄張りである。

図 ①：上田古図（上田市立博物館所蔵）

太郎山から望む現在の上田城下町
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と
な
っ
て
い
る
所
だ
け
で
は
な
く
、
か
な
り
広

い
部
分
が
上
田
城
な
の
で
す
。

　

上
田
城
築
城
に
お
い
て
昌
幸
は
ま
ず
、
河
川

の
流
路
を
変
え
ま
し
た
。
陸
上
競
技
場
と
野

球
場
に
な
っ
て
い
る
所
は
昔
百ひ

ゃ
っ
け
ん
ほ
り

閒
掘
と
呼
ば

れ
た
二
の
丸
の
堀
跡
で
す
が
、
築
城
前
は
矢
出

沢
川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ

の
矢
出
沢
川
を
北
に
移
動
さ
せ
常
磐
城
の
高

橋
の
所
ま
で
伸
ば
し
、
千
曲
川
に
流
れ
込
む
よ

う
に
流
路
を
変
更
し
ま
し
た
。
ま
た
蛭
沢
川

の
流
路
も
東
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
矢
出
沢
川
に

合
流
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い
ま
す
。

（
図
②
）こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
矢
出
沢
川
を
北
と

西
の
外
堀
に
し
、
南
側
の
千
曲
川
の
急
流
と
崖

と
併
せ
て
城
の
守
り
を
固
め
る
と
と
も
に
、
上

田
城
の
総
構
え
を
広
く
と
る
た
め
の
工
夫
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

館
の
配
置
と
陣
屋
支
配

　

城
主
や
そ
の
親
族
が
居
住
し
た
大
き
な
武

家
屋
敷
を
、
館
と
呼
び
ま
す
。
今
上
田
に
は

先
に
述
べ
た
常
田
御
屋
敷
（
信
之
時
代
の
城
主

館
、
今
の
上
田
高
校
）
と
現
在
清
明
小
学
校
に

り
の
設
計
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か
、
今
回
は
上
田
城
の
総
構
え
と
館
・
寺
社
の

配
置
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
特
長
を
追
っ
て
み

よ
う
と
思
い
ま
す
。

真
田
昌
幸
は
信
玄
学
校
の
優
等
生

　

真
田
昌
幸
は
少
年
時
代
に
甲
斐
の
名
将
武

田
信
玄
の
も
と
に
人
質
に
出
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
聡
明
さ
で
信
玄
の
お
気
に
入
り
の
存
在
で

し
た
。
難
攻
不
落
の
築
城
術
は
そ
の
時
に
学

ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

上
田
城
の
総
構
え

惣
構
え
と
も
書
き
ま
す
が
、
城
の
外
郭
、
ま
た

は
城
の
内
部
全
体
の
こ
と
を
総
構
え
と
い
い
、

そ
の
城
下
の
規
模
を
示
す
も
の
で
す
。
上
田

城
の
総
構
え
は
矢や

で
さ
わ
が
わ

出
沢
川
と
蛭ひ
る
さ
わ
が
わ

沢
川
を
外
堀

と
し
た
内
側
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
公
園

な
っ
て
い
る
所
の
、
２
つ
が
館
跡
で
残
っ
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
初
期
、寛
永
年
間
の
絵
図「
上

田
城
構
之
図
」（
図
③
）
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

常
田
御
屋
敷
は「
御
屋
形
」と
表
記
さ
れ
、
清
明

小
学
校
の
所
は
「
中
屋
敷
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
屋
敷
と
御
屋
形
は
同
じ
く
四
方
が
堀

で
囲
ま
れ
た
構
造
を
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
田
城
構
之
図
に
非
常
に
興
味

深
い
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
現
在
北
大
手

会
館
の
あ
る
辺
り
で
す
が
、
玄げ

ん
ざ
や
ま
三
山
と
書
か
れ

た
所
に
掘
割
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
一
本
あ
る
の

で
す
。
北
は
蛭
沢
川
か
ら
の
支
流
、
西
側
は
そ

の
支
流
か
ら
で
た
水
路
が
百
閒
掘
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
は
三
方
が
水
路（
堀
）で

囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
東
信
史
学
会
の
機
関
誌「
千
曲
」で
尾
見

智
志
氏
が
、
上
田
に
第
３
の
館
と
し
て
「
玄
三

屋
敷
」
が
こ
こ
に
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
ま
す
。
し
か
も「
げ
ん
ざ
」は
真
田
信
之
の
源

三
郎
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で

す
。
今
は
跡
形
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
壊
さ
れ

て
し
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
造
る
予
定
が
何
ら

か
の
事
情
で
造
ら
ず
じ
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
玄
三
屋
敷
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
規
模
は
や
や
違
い
ま
す
が
館
が
ほ

ぼ
同
間
隔
で
三
つ
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

玄
三
屋
敷
の
有
無
は
と
も
か
く
、
館
の
配
置

は
城
の
東
に
偏
っ
て
お
り
、
東
側
か
ら
敵
に
攻

め
ら
れ
た
時
の
防
御
を
目
的
と
し
た
も
の
と

分
か
り
ま
す
。

寺
社
の
移
転
と
配
置

　

城
下
町
に
は
防
衛
上
の
備
え
と
し
て
、
い
ざ

と
い
う
時
に
武
者
溜
と
し
て
機
能
す
る
よ
う

に
外
縁
部
に
お
寺
や
神
社
が
置
か
れ
る
こ
と

が
通
例
で
す
。
上
田
城
下
町
で
も
、
横
町
か
ら

北
へ
日に

ち
り
ん
じ
輪
寺
、
宗そ
う
う
ん
じ
吽
寺
、
願が
ん
ぎ
ょ
う
じ

行
寺
、
伊い
せ
み
や
し
ゃ

勢
宮
社
。

鍛
治
町
に
入
っ
て
月げ

っ
そ
う
じ
窓
寺
、
本ほ
ん
よ
う
じ
陽
寺
と
並
び
、

房ぼ
う
や
ま山

に
入
っ
て
金き
ん
し
ょ
う
じ

昌
寺
が
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
新
田
に
は
大だ

い
り
ん
じ

輪
寺
、
海か
い
ぜ
ん
じ

禅
寺
、
呈て
い
れ
ん
じ

蓮
寺
、

八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
。
常と
き
わ
ぎ

磐
城
に
向こ
う
げ
ん
じ

源
寺
。
諏
す
わ
べ訪

部
に

芳ほ
う
せ
ん
じ
泉
寺
と
い
う
具
合
で
す
。
こ
の
並
び
方
は

明
ら
か
に
城
下
町
の
備
え
と
し
て
の
計
画
的

な
も
の
で
す
。（
図
②
）

　

西
北
南
の
三
方
を
川
に
囲
ま
れ
た
上
田
城

図 ②：上田城の総構えと寺社配置

常田御屋敷（藩主邸）：現上田高等学校

願行寺四脚門彫刻（桃山時代）

海禅寺本堂

図 ③：上田城構之図（上田市立博物館所蔵）
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に
お
い
て
、
唯
一
の
攻
め
口
で
あ
る
東
側
の
防

御
を
固
め
る
た
め
に
、
特
に
、
東
側
の
寺
社
の

配
置
は
念
入
り
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
昌
幸
は
上
田
の
ま
ち
作
り
も
精
力

的
に
行
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
三
の
丸
の

中
へ
の
武
家
町
の
配
置
、
息
子
の
信
之
と
二
代

に
渡
っ
て
行
っ
た
北
国
街
道
を
取
り
込
ん
で
の

海う
ん
の
ま
ち
野
町
と
原
町
と
い
う
商
人
町
の
形
成
、
鍛
冶

町
・
紺
屋
町
な
ど
の
職
人
町
を
造
成
、太
郎
山
の

麓
や
千
曲
川
沿
い
に
散
在
す
る
郷
村
を
町
の
入

口
に
移
動
し
た
城
下
町
の
外
郭
形
成
、な
ど
。

真
田
昌
幸
は
上
田
の
名
付
け
親

　

上
田
市
は
今
や
人
口
十
六
万
人
を
数
え
る

長
野
県
内
三
番
目
の
都
市
で
す
。
自
然
発
生

的
に
人
が
多
く
住
む
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
真
田
昌
幸
が
築
い
た
城
と
城
下
町

を
基
と
し
て
こ
こ
ま
で
発
展
し
ま
し
た
。「
上

田
」
と
い
う
地
名
も
昌
幸
が
そ
の
城
を
「
上
田

城
」
と
名
付
け
た
こ
と
に
拠
り
ま
す
。
昌
幸
の

上
田
築
城
よ
り
十
年
ほ
ど
経
っ
た
文
禄
四
年

（
一
五
九
五
年
）、豊
臣
秀
吉
朱
印
状
に「
上
田　

さ
な
田
安
房
守
居
城
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が

確
実
な
史
料
に
見
え
る
「
上
田
」
の
初
出
と
な

り
ま
す
。
何
故
「
上
田
城
」
と
名
付
け
ら
れ
た

の
か
は
、
い
ろ
い
ろ
推
測
は
あ
る
の
で
す
が
正

確
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
上
田
」
と

い
う
地
名
が
付
近
に
無
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
古
来
か
ら「
上
田
庄
」と
呼
ば
れ
た
所

が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ

こ
は
神
科
台
地
の
長
島
周
辺

の
所
で
あ
り
城
と
は
か
な
り

離
れ
て
い
ま
す
。

　

先
に
紹
介
し
ま
し
た
松
代

佐
久
間
家
に
伝
わ
っ
た
天
正

の
上
田
古
図
に
も
、「
上
田
」は

登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
の
上

田
は
何
者
な
の
か
？
は
た
し

て
城
の
命
名
に
関
係
し
て
い
る
の
か
？
こ
れ
も

謎
で
す
。

　

ち
な
み
に
当
初
上
田
城
は
記
録
上
、「
伊
勢

崎
城
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で

す
。
伊
勢
崎
城
の
名
前
の
由
来
も
ま
た
、
正
確

な
と
こ
ろ
は
不
明
で
す
。
真
田
昌
幸
が
上
田
に

進
出
し
て
く
る
直
前
の
本
拠
は
砥と

い
し
じ
ょ
う

石
城
で
し

た
。
そ
の
城
下
町
で
あ
る
伊
勢
山
に
一
時
昌
幸

が
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
書
状
な
ど
か
ら
確

実
で
す
。
伊
勢
山
の
先
に
築
い
た
の
で
「
伊
勢

先
城
」
と
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
真
田
昌
幸
が
自
分
の
作
品
に
自
分
で

名
前
を
つ
け
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

＊　

＊　

＊

　

真
田
氏
は
非
常
に
魅
力
的
な
一
族
で
す
。
大

河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」
の
登
場
人
物
も
そ
れ
ぞ

れ
個
性
が
あ
っ
て
面
白
い
で
す
。
で
も
資
料
を

調
べ
た
り
本
を
読
ん
だ
り
し
て
い
る
と
今
で

も「
こ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
？
」と
思
え
る
所
が
数

多
く
出
て
き
ま
す
。
本
当
に
飽
き
さ
せ
な
い
一

族
で
す
。

　

上
田
城
を
中
心
と
し
て
広
が
っ
た
上
田
城
下

町
の
姿
を
見
て
み
る
と
、
南
は
千
曲
川
が
流
れ
、

北
は
太
郎
山
系
が
迫
り
、
西
に
は
岩い

わ
ば
な鼻
の
断
崖

が
存
在
し
ま
す
か
ら
ま
ち
を
広
げ
て
い
く
に
は

東
に
伸
ば
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ

に
し
て
も
こ
と
防
御
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る

と
対
東
側
に
ば
か
り
集
中
し
て
い
る
気
が
い
た

し
ま
す
。
西
側
に
対
す
る
防
御
は
あ
ま
り
に
も

手
薄
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
で
す
。

　

築
城
当
時
上
田
は
、
西
に
上
杉
氏
、
東
に
徳

川
氏
の
二
大
勢
力
に
挟
ま
れ
る
形
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
上
田
城
は
徳
川
家
康
の
助
力
が
あ

っ
て
造
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
寺
島
隆
史
氏

の
研
究
な
ど
に
よ
り
今
や
定
説
に
な
っ
て
い
ま

す
。
昌
幸
が
家
康
に「
対
上
杉
」の
た
め
に
必
要

だ
と
説
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
上
杉

軍
は
、
上
田
城
の
西
に
位
置
す
る
虚こ

く
ぞ
う
さ
ん

空
蔵
山
ま

で
迫
っ
て
来
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
徳
川
傘
下

の
武
将
た
ち
も
築
城
の
手
伝
い
を
し
た
と
い

う
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
西
の
上
杉
に
対
抗
す
る
た
め
の
城

の
は
ず
な
の
に
、
西
側
に
対
す
る
防
御
は
手
薄

で
、
東
側
に
ば
か
り
防
御
施
設
が
集
中
し
て
い

る
構
造
の
上
田
城
。
一
体
昌
幸
は
ど
の
よ
う
な

図
面
を
見
せ
て
、
東
の
家
康
に
プ
レ
ゼ
ン
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。
ド
ラ
マ
に
も
阿
茶
の
局
が
家

康
に
言
う
セ
リ
フ
の
中
に
「
お
前
様
が
造
っ
た

城
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
」
と
い
う

の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
通

り
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
大
変
興
味
が
わ
く
と

こ
ろ
で
す
。

　

真
田
が
上
田
を
統
治
し
た
の
は
上
田
築
城

開
始
の
天
正
十
一
年（
一
五
八
三
年
）か
ら
信
之

の
松
代
移
封（
元
和
八
年　

一
六
二
二
年
）ま
で

の
約
四
十
年
間
で
す
。
仙
石
氏
、
松
平
氏
統
治

よ
り
格
段
に
短
い
期
間
で
す
。
し
か
し
今
で
も

「
上
田
と
い
え
ば
真
田
」な
の
で
す
。
上
田
市
民

に
こ
れ
だ
け
愛
さ
れ
て
い
る
真
田
昌
幸
は
幸

せ
者
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

紙面の都合上、いただいた原稿の抜粋を掲載しています。原文は松尾町商店街振興組合のホームページ、真田坂Web（http://sanadazaka.jp/）にて公開しています。ぜひご覧ください。

真田信之の室、小松姫の墓（芳泉寺）

城の水源にもなった蛭沢川

城下町に残る武家屋敷
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に
き
れ
い
に
駐
車
場
が
続
い
て
い
る
の

は
、そ
こ
に
線
路
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で

す
。

北
大
手
駅

公
園
前
を
す
ぎ
る
と
北
大
手
駅
に
止
ま

り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
上
田
城
の
北
に
位

公
園
前
駅

上
田
駅
を
出
発
す
る
と
、
最
初
に
停
ま

る
の
は
公
園
前
と
い
う
駅
で
す
。
開
通

時
は
公
会
堂
下
と
い
う
駅
名
で
し
た
。

今
残
っ
て
い
れ
ば
相
当
に
価
値
の
あ
る

建
物
だ
と
思
わ
れ
る
上
田
市
公
会
堂
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
公
園
内
の

け
や
き
並
木
に
は
当
時
の
面
影
を
残
し

た
ホ
ー
ム
跡
が
残
っ
て
い
た
り
、け
や
き

並
木
か
ら
上
田
駅
に
向
か
っ
て
一
直
線

田
駅
で
は
な
く
北
東
上
田
駅
と
い
う
名

称
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

始
発
駅
う
え
だ

真
田
傍
陽
線
は
、
１
９
２
７
年
に
開
通

し
、１
９
７
２
年
に
廃
止
さ
れ
た
電
車
で

す
。
起
点
駅
は
、
も
ち
ろ
ん
上
田
駅
で

す
。
人
間
だ
け
で
な
く
高
原
野
菜
や
リ

ン
ゴ
な
ど
の
農
産
物
の
輸
送
に
も
活
躍

し
た
真
田
傍
陽
線
は
、
も
と
も
と
は
、
上

田
温
泉
電
軌
（
現
・
上
田
交
通
）
に
よ
っ

て
北
東
線
と
い
う
名
称
で
開
通
し
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
起
点
駅
の
名
称
は
上

●昔の上田駅

●公園前駅

●上田市公会堂（上田市立博物館所蔵）

●矢出沢川

●芳泉寺
浄土宗の大寺院で真田昌幸が開
基、真田信之の正室小松姫の墓
がある。（写真提供、芳泉寺）

●曲尾から横尾駅に向かう電車

上
田
観
光
と
い
っ
た
ら
、や
っ
ぱ
り
人
気
№
１
は
上
田
城
。「
真
田
丸
」

効
果
で
さ
ら
に
上
田
城
を
訪
れ
る
お
客
様
は
溢
れ
ん
ば
か
り
。翌
年

は
大
丈
夫
な
の
か
と
逆
に
心
配
さ
え
し
て
し
ま
い
ま
す
。こ
の
大
人

気
の
秘
密
は
上
田
城
を
築
い
た
真
田
一
族
で
し
ょ
う
し
、真
田
一
族
の

ル
ー
ツ
と
言
え
ば
旧
真
田
町
に
な
る
わ
け
で
す
が
、皆
さ
ん
は
上
田

城
と
旧
真
田
町
を
結
ぶ
電
車
が
走
っ
て
い
た
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
？
今
回
は
、真
田
傍
陽（
そ
え
ひ
）線
を
訪
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。

今
は
無
き
鉄
路
を
た
ど
っ
て
真
田
ま
で

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

● 上田

● 公園前

● 北大手

● 上田花園

● 北上田

● 川原柳

● 神科

● 樋之沢

● 伊勢山

● 殿城口

● 下原下

● 本原

● 北本原

● 石舟

● 長村

● 真田

● 横尾

● 曲尾

● 傍陽

文
　
ド
ラ
い
も
ん
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北
大
手
駅
を
通
過
し
て
ち
ょ
う
ど
国
道

18
号
を
渡
っ
た
先
の
駅
が
上
田
花
園
駅

で
す
。
こ
こ
は
、遊
郭
地
域
へ
の
入
口
に

作
ら
れ
た
駅
で
す
。
交
通
量
の
多
い
国

道
を
横
切
る
た
め
に
長
野
県
内
で
は
初

め
て
、
全
国
で
も
５
番
目
と
な
る
道
路

信
号
と
連
動
し
た
踏
切
が
採
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
次
は
北
上
田
駅
で
す
。
近

く
に
は
、
真
田
信
之
も
整
備
し
た
で
あ

ろ
う
古
き
良
き
町
並
み
が
残
る
北
国
街

道
柳
町
や
上
田
城
の
鬼
門
除
け
の
た
め

に
移
転
建
立
さ
れ
た
海
禅
寺
、
寒
松
院

が
眠
る
大
輪
寺
が
あ
り
ま
す
。
す
ぐ
近

く
の
山
口
地
区
で
採
れ
た
り
ん
ご
は
、

こ
の
駅
か
ら
上
田
駅
へ
と
運
ば
れ
て
行

き
ま
し
た
。

川か
わ
ら
や
ぎ
原
柳
駅

「
か
わ
は
ら
や
な
ぎ
」
や
「
か
わ
ら
や
な

ぎ
」と
読
み
間
違
え
て
し
ま
う
程
に
、
地

元
民
で
も
読
み
づ
ら
い
駅
名
で
す（
笑
）。

も
と
も
と
は
、 

真
田
氏
の
後
に
上
田
城

主
と
な
っ
た
仙
石
氏
が
、
上
田
城
再
建

の
た
め
に
呼
び
寄
せ
た
瓦
職
人
が
住
ん

だ
事
に
由
来
し
た
町
名
が
駅
名
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
、真
田
方
面
に

登
っ
て
い
く
形
で
線
路
は
続
い
て
行
き

ま
す
。

神か
み
し
な科
駅
・
樋ひ

の
さ
わ
之
沢
駅

神
科
駅
が
あ
っ
た
場
所
は
、
現
在
の
上

田
菅
平
IC
付
近
で
す
。
近
く
に
は
、
村

上
義
清
に
よ
っ
て
武
田
信
玄
も
大
敗
し

置
す
る
こ
の
あ
た
り
に
は
、
真
田
の
時

代
に
は
、
三
方
が
堀
で
囲
ま
れ
た「
玄
三

屋
敷
」
と
い
う
真
田
信
之
（
源
三
郎
）
の

お
屋
敷
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
説
も
あ
る
場
所
で
す
（
東
信
史
学
会

の
機
関
誌「
千
曲
」） 
。
旧
北
国
街
道（
国

道
18
号
）
に
沿
っ
て
矢
出
沢
川
が
流
れ
、

上
田
城
を
迂
回
す
る
よ
う
に
旧
丸
山
邸

や
芳
泉
寺
が
あ
る
場
所
で
す
。

上
田
花
園
駅
と
北
上
田
駅

た「
砥
石
崩
れ
」で
有
名
な
砥
石
米
山
城

が
あ
り
ま
す
。
樋
之
沢
駅
は
、
第
５
中

学
校
の
す
ぐ
横
あ
た
り
で
す
。
現
在
で

も
駅
の
ホ
ー
ム
跡
が
く
っ
き
り
残
っ
て

い
る
為
、廃
線
め
ぐ
り
の
フ
ァ
ン
に
と
っ

て
は
か
な
り
テ
ン
シ
ョ
ン
の
上
が
り
そ

う
な
場
所
で
し
た
。

伊
勢
山
駅

こ
の
駅
は
真
田
傍
陽
線
の
前
身
で
あ
る

北
東
線
が
開
業
し
た
際
の
終
着
駅
で
し

た
。
駅
を
出
て
す
ぐ
に
、
伊
勢
山
ト
ン

ネ
ル
に
突
入
し
て
神
川
鉄
橋
（
川
久
保

鉄
橋
）へ
出
る
と
い
う
作
り
で
し
た
。
鉄

橋
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
伊
勢
山
ト

ン
ネ
ル
は
菌
類
の
栽
培
に
適
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
き
の
こ
の
栽
培
場
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

殿と
の
し
ろ
ぐ
ち

城
口
駅
と
下し

も
は
ら
し
た

原
下
駅

殿
城
口
駅
は
、
開
業
し
た
際
に
は
川
久

保
駅
と
い
う
駅
名
で
し
た
が
後
に
改
名

●上田花園駅 ●大輪寺

●北上田駅 ●柳町

●川原柳駅

●神科駅

●伊勢山駅からトンネルを見る ●現在の伊勢山トンネル

●上田温泉電軌鳥瞰図（ちょうかんず）
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さ
れ
た
駅
で
す
。
旧
真
田
町
に
入
っ
て

す
ぐ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
裏
あ
た

り
が
駅
跡
な
の
で
す
が
、
そ
の
痕
跡
は

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

近
く
に
は
、
真
田
幸
隆
の
弟
で
あ
る
矢

沢
綱
頼
が
築
い
た
城
跡
の
矢
沢
公
園
が

あ
り
ま
す
。
殿
城
口
駅
と
下
原
下
駅
の

途
中
か
ら
、
真
田
傍
陽
線
廃
止
後
の
線

路
跡
を
利
用
し
て
現
在
の
国
道
１
４
４

号
線
が
作
ら
れ
た
た
め
道
路
を
辿
れ
ば

真
田
駅
へ
と
到
着
し
ま
す
。

本も
と
は
ら原
駅
か
ら
真
田
駅 

～
真
田
線
～

本
原
駅
は
、
真
田
線
と
傍
陽
線
に
別
れ

る
分
岐
駅
で
し
た
。
本
原
駅
か
ら
北
本

原
駅
、
石い

し
ふ
ね舟

駅
、
長お
さ
む
ら村

駅
、
真
田
駅
の
駅

跡
は
、
バ
ス
停
を
目
印
に
す
る
と
わ
か

り
や
す
い
で
す
。
特
に
、
北
本
原
駅
付

近
に
あ
る
有
名
な
食
堂
で
当
時
の
写
真

や
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
終

点
の
真
田
駅
跡
は
、
ホ
ー
ム
跡
や
駅
前

ロ
ー
タ
リ
ー
の
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
か
ら
、
御
屋
敷
公
園
や
真
田

氏
歴
史
館
、
角
間
方
面
に
向
か
え
ば
角

間
温
泉
や
猿
飛
佐
助
が
修
行
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
角
間
渓
谷
な
ど
が
あ
り
ま

す（
真
田
坂
15
号
参
照
）。

本
原
駅
か
ら
傍そ

え
ひ陽

駅

～
傍
陽
線
～

本
原
駅
か
ら
傍
陽
駅
ま
で
は
、
現
在
の

県
道
35
号
線
に
沿
っ
て
線
路
が
あ
り
ま

し
た
。
本
原
駅
を
出
発
す
る
と
横
尾
駅
、

曲
尾
駅
の
順
に
止
ま
り
ま
す
。
横
尾
駅

跡
の
近
く
に
は
、真
田
一
族
の
隠
し
湯
の

一
つ
と
い
わ
れ
る
千せ

ん
ご古

温
泉
や
霧
隠
才

蔵
が
修
業
を
し
た
と
い
う
千
古
滝
が
あ

り
ま
す
。
曲ま

が
り
お尾
駅
跡
に
は
、
当
時
を
思

わ
せ
る
駅
跡
の
標
識
が
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
、
上
田
方
面
に
振
り
向
く
と

草
が
生
い
茂
っ
て
い
ま
し
た
が
一
直
線

に
伸
び
る
線
路
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。そ
し
て
、終
点
の
傍
陽
駅
で
す
。

近
く
に
は
、
昌
幸
の
２
人
の
兄
が
眠
る

信し
ん
こ
う
じ
綱
寺
と
そ
の
す
ぐ
横
の
古
城
緑
地
広

場
が
あ
り
ま
す
。
め
ち
ゃ
く

ち
ゃ
雰
囲
気
あ
る
い
い
と
こ

ろ
で
し
た
の
で
、
是
非
足
を

運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

終
点
駅

さ
て
、
廃
線
め
ぐ
り
を
終
え

て
物
語
も
終
点
駅
に
向
か
い

ま
す
。
真
田
傍
陽
線
は
廃
線

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

六
文
銭
を
新
た
に
背
負
う
電

車
た
ち
が
あ
り
ま
す
。
Ｊ
Ｒ

西
日
本
で
は
大
阪
と
和
歌
山

で
真
田
丸
ラ
ッ
ピ
ン
グ
電
車
を
走
ら
せ

て
い
ま
し
た
。
南
海
電
鉄
は
真
田
幸
村

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
真
田
赤
備
え
列
車
。

し
な
の
鉄
道
は
豪
華
観
光
列
車
「
ろ
く

も
ん
」。
そ
し
て
、
上
田
交
通
別
所
線
で

も
真
田
丸
ラ
ッ
ピ
ン
グ
電
車
を
走
ら
せ

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
各
地
で
色
鮮

や
か
に
は
た
め
く
六
文
銭
の
旗
が
形
だ

け
で
な
く
本
当
の
意
味
で
の
覚
悟
を
決

め
た「
し
る
し
」で
あ
る
な
ら
ば
、真
田
一

族
の
よ
う
に
輝
き
を
放
っ
て
い
く
の
で

し
ょ
う
。

「
日
本
一
の
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」
松
尾
町

●川久保鉄橋を渡る真田方面行

●真田駅

●傍陽駅

●矢沢公園

●現在も走る真田ドリーム号

●本原駅での交換風景

●長村駅に到着

資料提供：奥村  栄邦／上田市／長野県立歴史館／上田電鉄株式会社
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松尾町

中央 1

上田駅お城口

中

イケダ薬局
玉井フルーツ店

アサヒカメラ堂

中央パーキング

庄村万年筆店
但馬軒
コットン・サトー
フードショップみやした

ナオミ

ヨロズヤ
ハレの日

Cafe bosso
美容室RE-MIX（2F）
タップ
松尾町アートギャラリー

メガネのヤジマ
塩田屋

清水書店
ラッキー
学志ゼミナール

小池水産
グリーンオーク
かぐや姫（2F）
ビジネス志摩
上田市肉バル F bar

JR上田駅

松尾町フードサロン

ラブファンファン

若林陶器

コエダ時計店

理容タケウチ

信学会上田予備校

えんぎや京町家
松尾カメラ

美容室いちばん星

やまぎわ薬局

上田プラザホテル

吉川青果店

百花園

マフラージ

飯島商店

リンズコーヒー

上田病院

ホケン堂藤岡薬局

幻灯舎  カフェミント

千串屋
バル酒場 たくの店

麺屋ちゅらり

bb

ル・カドル

進和ビル

大正館えんぎや

上田情報ライブラリー
（パレオビル4F）

三井住友銀行
上田支店

松
尾
町｟
真
田
坂
｠

発行日：2017年3月31日
● ご意見、ご感想をお寄せ下さい。
 FAX 0268-21-1100
● 真田坂web：http://sanadazaka.jp
● 発行責任者：長野県上田市松尾町
 商店街振興組合
● 理事長：寺島秀則
● 「真田坂」担当理事：飯島新一郎
● スタッフ：佐藤隆平／志摩充彦／
 平林敏夫／増田芳希／飯島新一郎／
 町田和幸／村上啓太

真田坂 第24号

編集後記
好評だったNHK大河ドラマ「真田
丸」を弾みとして、引き続き松尾
町商店街から上田の魅力を発信
いたします。寄稿や取材協力い
ただいた各位に厚く御礼申し上
げますとともに、今後とも真田坂
をよろしくお願いいたします。

太字はフリーペーパー協賛店

定休日：水曜日

　桜の花も咲こうかという心地良く晴れた
日、足早に商店街の坂を下っていると頭上
から聞き慣れた鳴き声が聞こえてきた。見
上げれば、店のひさしの支柱には一羽の白
黒の小鳥。ツバメである。もうそんな時期か
と思わず頬が緩んだ。
　上田の商店街には毎年春になるとツバメ
が飛来する。秋が深まる前までの半年間、
卵を産み子育てをしながらこの街で暮らす
のだ。巣立ちの頃ともなれば、高らかにさえ
ずりながら飛び回るツバメ達で街中は大変
賑やかになる。これもまた上田の街の風物
詩の一つだろう。
　学生の頃には東京や神奈川の街で暮らし
ていたが、思い返してみると、ツバメの姿を
見たという記憶がほとんどない。上田の街
にツバメが多いのは、彼らが住むのに適し
た環境——餌の豊富な山野や塒《ねぐら》
となる川の葦原など——が揃っているため
なのであろう。
　そんな環境の他にもう一つ、ツバメが巣
を作る場所には大事な条件がある。ツバメ
は「人通りの多いところ」に巣を作るのだ。
人の近くにいれば卵や雛を狙うヘビやカラ
スなどの天敵が寄ってこない。だからわざ
わざ街中の、しかも大通りに面したような場
所を選ぶのである。

　数年ほど前、商店街の一軒の店のシャッ
ターが下りてしまった。その店の軒下にもま
た毎年ツバメが巣を作っており、フンの掃除
に難儀している様子がうかがえたものだっ
た。その店の前を通った時にふと気が付い
た。そういえばここ数年、店先がフンで汚れ
ていない。閉店して以来その店にはツバメが
来ていないのだ。ああツバメ達はちゃんと見
ているんだな――と感心してしまった。
　ツバメ達はいつの頃から上田の街にやっ
て来るようになったのだろう。人の動きに敏
感な彼らのことだ、真田氏が上田城とその
城下町を築き上げてからほどなく、集まって
来たのではないだろうか。人と暮らす鳥ツ
バメ。彼らが「この街で巣作りをしたい」と
思えるような活気が、いつまでもなくならな
いで欲しいものである。

ツ
バ
メ
の
渡
る
街

街
歩
き
エ
ッ
セ
イ

文
●
村
上 

啓
太


