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上田のさくら

フォトコンテスト
サクラと上田城
街ってなに？
～上田城から考エール～



  
上
田
の
さ
く
ら

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

入
賞
作
品

松
尾
町
商
店
街

ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。寄
せ
ら
れ
た
作
品
の
中
か
ら
、

入
選
さ
れ
た
作
品
を
発
表
い
た
し

ま
す
。
な
お
、
応
募
作
品
は
振
興

組
合
の
Ｈ
Ｐ
に
載
せ
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
今

年
の
桜
の
写
真
も
募
集
い
た
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。

2025
◎キャプション 「（投稿者名）／（題名）／（撮影場所）」

最優
秀賞

山極健太郎 様／お堀の桜／上田城

西村陽子 様／上から見たよ／上田城

鈴木佑 様／黄金沢川

柳沢保夫 様／大輪寺

百瀬邦昭 様／前山寺 西村陽子 様／光／上田城西村陽子 様／お堀／上田城

百瀬邦昭 様／信州国際音楽村

杉浦まゆみ 様／上田高等学校

柳沢保夫 様／大輪寺

百瀬邦昭 様／上田城

西村美智歌 様／枝垂れ桜／上田城

杉浦まゆみ 様／上田高等学校

花次郎 様／淡雪と山桜／上田城
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江戸時代の上田城イメージ

松
平
神
社
が
交
わ
し
た
書
面
に
は
こ
う
明
記
さ

れ
、
こ
の
約
束
は
松
平
神
社
か
ら
土
地
の
一
部

を
託
さ
れ
た
市
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

６  

サ
ク
ラ
と
上
田
城
を
未
来

 　

 

へ
つ
な
い
で
い
く
た
め
に

　
「
江
戸
時
代
の
姿
」
を
目
指
す
史
跡
上
田
城

跡
の
観
点
、
老
木
化
が
進
む
サ
ク
ラ
の
維
持
管

理
の
現
実
的
な
課
題
、
そ
し
て
サ
ク
ラ
の
花
は

わ
ず
か
２
週
間
ほ
ど
し
か
咲
か
な
い
儚
い
も
の

と
い
う
側
面
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
し
か

し
な
が
ら
、「
上
田
城
を
訪
れ
る
人
が
一
番
笑

顔
に
な
れ
る
の
は
、
サ
ク
ラ
の
咲
い
て
い
る
時

期
」こ
れ
も
ま
た
事
実
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
在
、
文
化
庁
で
は
文
化
財
を
保
存
し
て
い
く

だ
け
で
な
く
、「
文
化
・
観
光
・
経
済
」
の
好

循
環
を
謳
っ
て
い
ま
す
。
上
田
市
で
も
多
く
の

人
が
花
見
に
訪
れ
る
上
田
城
の
サ
ク
ラ
、
そ
の

経
済
効
果
が
サ
ク
ラ
や
史
跡
上
田
城
跡
の
適
切

な
保
存
管
理
に
活
か
さ
れ
る
仕
組
み
作
り
が
必

要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　

上
田
城
を
彩
る
サ
ク
ラ
、
史
跡
と
し
て
の

価
値
、
上
田
城
の
持
つ
ス
ト
ー
リ
ー
、
そ
し
て

た
く
さ
ん
の
笑
顔
を
、
私
た
ち
は
、
市
民
の
皆

様
の
力
も
お
借
り
し
な
が
ら
未
来
へ
つ
な
い
で

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

上
田
城
に
と
っ
て
最
適
な
こ
と
な
の
か
。

　

令
和
６
年
11
月
に
認
定
と
な
っ
た
、「
史
跡

上
田
城
跡
保
存
活
用
計
画
」
に
お
い
て
は
、
サ

ク
ラ
に
つ
い
て
、
現
状
を
維
持
し
延
命
を
図
る

と
し
て
お
り
、
今
後
の
具
体
的
な
整
備
の
方
向

性
と
、サ
ク
ラ
と
上
田
城
の
復
元
の
関
係
性
は
、

市
が
向
き
合
う
べ
き
課
題
と
言
え
ま
す
。 

５  

丸
山
平
八
郎
直
義
と
の

       

約
束　

　

こ
こ
で
、
明
治
時
代
に
な
り
上
田
城
が
公
園

化
さ
れ
て
い
く
礎
を
築
い
た
、「
丸
山
平
八
郎

※
」と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
す
。
代
々
、

材
木
商
だ
っ
た
丸
山
平
八
郎
で
す
が
、
12
代
直

義
は
先
代
が
明
治
初
年
に
買
い
上
げ
た
上
田
城

の
土
地
の
う
ち
本
丸
下
の
段
３
０
０
０
坪
を
松

平
神
社
建
設
の
た
め
に
寄
付
し
、
後
年
、
さ
ら

に
北
側
の
段
上
の
約
６
０
０
０
坪
を
神
社
付
属

の
遊
園
地
（
公
園
）
用
地
と
し
て
寄
付
し
ま
し

た
。

　

そ
の
理
由
は
、
直
義
が
若
く
し
て
亡
く
し
た

妻
や
す
と
お
腹
の
中
に
い
た
子
へ
の
供
養
の
想

い
を
遊
園
地
に
投
影
し
た
か
ら
だ
と
、
御
子
孫

で
あ
る
故
・
丸
山
瑛
一
さ
ん
か
ら
う
か
が
い
ま

し
た
。
直
義
は
本
丸
に
遊
園
地
を
造
っ
て
、
ふ

た
り
が
い
つ
で
も
遊
び
に
行
け
る
よ
う
に
と

願
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
こ
の
土

地
を
遊
園
地
と
し
て
使
う
約
束
を
守
れ
な
い
場

合
に
は
、
丸
山
家
に
土
地
を
返
す
」
直
義
と

１  

江
戸
時
代
に
は
な
か
っ
た
！

 　

 

お
城
と
サ
ク
ラ
の
景
観

　

日
本
の
風
情
を
代
表
す
る
「
お
城
と
サ
ク

ラ
」。
春
に
な
る
と
上
田
城
に
も
サ
ク
ラ
を
観

賞
し
に
多
く
の
人
が
押
し
寄
せ
、
賑
わ
い
を
み

せ
ま
す
。 

こ
の
「
お
城
と
サ
ク
ラ
」
の
景
観
、
か
つ
て
江

戸
時
代
の
庶
民
も
愛
で
て
い
た
と
思
わ
れ
が
ち

で
す
が
、
実
は
江
戸
時
代
に
は
こ
の
景
観
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
江
戸

時
代
、
お
城
の
役
割
は
領
土
を
守
る
最
重
要
防

衛
拠
点
で
あ
り
、
ま
た
大
事
な
政
治
の
場
で
あ

る
こ
と
も
多
く
（
※
上
田
城
は
違
う
）、
一
般

の
人
が
行
き
来
で
き
る
よ
う
な
気
軽
な
場
所
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
「
お
城
と
サ
ク
ラ
」
の
歴
史
は
意
外
と
浅
く
、

明
治
以
降
に
な
っ
て
新
政
府
が
廃
城
令
を
発
布

し
て
、
全
国
的
に
お
城
の
公
有
地
化
等
が
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

２  

上
田
城
の
サ
ク
ラ
の 

歴
史

　

上
田
城
と
サ
ク
ラ
の
歴
史
は
ど
う
か
。
史
料

を
遡
る
と
、
１
８
９
５
年
【
明
治
28
年
】
頃
に

は
松
平
神
社
（
現
在
の
真
田
神
社
）
の
境
内
に

サ
ク
ラ
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
写
真
で
確
認
で
き
る
一
番
古
い
サ

ク
ラ
は
１
９
０
７
年
【
明
治
40
年
】
頃
に
な
り

ま
す
。

た
、
せ
っ
か
く
の
上
田
城
と
サ
ク
ラ
の
景
観
が

一
番
美
し
く
見
え
る
よ
う
に
日
々
の
管
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。

４  

史
跡
上
田
城
跡
の
整
備
と

 　

 

サ
ク
ラ

　

さ
て
、
現
在
、
上
田
市
が
進
め
て
い
る
史
跡

上
田
城
跡
の
復
元
整
備
の
観
点
か
ら
考
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
上
田
城
は
国
に
指
定
さ
れ
た
文

化
財
で
も
あ
り
、
今
後
、
復
元
整
備
で
目
指
す

べ
き
姿
は
「
江
戸
時
代
の
上
田
城
」
に
な
り
ま

す
。

　

こ
こ
で
ふ
と
疑
問
に
思
い
ま
せ
ん
か
。
第
１

章
で
述
べ
た
と
お
り
、
江
戸
時
代
の
お
城
に
は

サ
ク
ラ
が
な
か
っ
た
、
と
す
る
と
、
現
在
の
サ

ク
ラ
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

　

上
田
城
の
「
江
戸
時
代
の
姿
」
を
忠
実
に
再

現
し
て
い
く
と
、
確
か
に
サ
ク
ラ
が
植
樹
さ
れ

て
い
る
の
は
お

か
し
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し

か
し
、
明
治
以

降
か
ら
の
歴
史

が
紡
が
れ
て
き

た
サ
ク
ラ
を
な

く
し
て
し
ま
う

こ
と
が
、
果
た

し
て
多
く
の
人

に
親
し
ま
れ
る

　

上
田
城
は
市
民
の
熱
い
思
い
か
ら
、
他
の
城

よ
り
も
早
い
段
階
か
ら
公
園
化
が
進
ん
で
い
ま

す
が
、
そ
こ
に
は
、
５
章
で
紹
介
す
る
丸
山
平

八
郎
氏
の
存
在
や
、
蚕
都
と
し
て
栄
え
て
い
た

時
代
背
景
も
影
響
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
を
振
り
返
る
と
、
今
年
で
22
回
を
数
え

る
「
上
田
城
千
本
桜
ま
つ
り
」
が
毎
年
開
催
さ

れ
て
お
り
、
市
民
だ
け
で
な
く
国
内
外
の
多
く

の
方
を
魅
了
し
、
日
本
を
代
表
す
る
「
お
城
と

サ
ク
ラ
」
の
景
勝
地
の
一
つ
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３  

サ
ク
ラ
の
管
理
に
つ
い
て

　

大
勢
の
人
に
愛
さ
れ
る
上
田
城
の
サ
ク
ラ
で

す
が
、
毎
年
、
綺
麗
に
花
咲
く
裏
で
そ
れ
を
支

え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
は
樹
齢
50
年
を
超
え
る
と
、
老
木
の

域
に
入
り
、
衰
え
始
め
ま
す
が
、
上
田
城
の
サ

ク
ラ
の
一
部
は
90
年
を
超
え
る
も
の
も
あ
り
、

美
し
い
サ
ク
ラ
が
長
く
楽
し
め
る
よ
う
適
切
に

管
理
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

サ
ク
ラ
の
日
常
管
理
と
し
て
、
樹
木
周
辺
の

草
刈
り
や
病
害
虫
の
早
期
駆
除
は
も
ち
ろ
ん
、

弱
っ
て
い
る
サ
ク
ラ
に
は
樹
木
医
と
相
談
し
な

が
ら
、
樹
勢
回
復
を
図
る
た
め
に
、
根
の
除
去

や
、
肥
料
を
与
え
て
回
復
を
促
す
な
ど
の
処
置

を
施
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
樹
木
の
健
康
を
保
つ
た
め
に
、
ま

賑わいをみせる上田城

●
注
釈

※
こ
の
原
稿
で
は
サ
ク
ラ
は
主
に
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の

こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
明
治
時
代
以
降
に
広
ま
っ

た
サ
ク
ラ
の
種
類
で
上
田
城
の
サ
ク
ラ
の
大
部

分
を
占
め
ま
す
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
接
ぎ
木
や
挿

し
木
に
よ
っ
て
普
及
し
た
た
め
、
全
国
的
に
伝
染

病
や
老
木
化
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
丸
山
平
八
郎
：「
平
八
郎
」
の
名
は
、
直
義
の
息

子
の
13
代
直
好
ま
で
が
丸
山
家
で
代
々
襲
名
し

た
名
前
で
す
。

（信州）花の上田公園（上田太行堂製）

尼ヶ淵と桜

サ
ク
ラ 

と 

上
田
城
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街
っ
て
な
に
…

～ 
上
田
城
か
ら
考
エ
ー
ル 

～
文
・
ド
ラ
イ
も
ん

を
応
援
し
た
い
で
す
が
、
行
政
が
市
民
の
理
解

を
得
る
こ
と
に
手
を
抜
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
疑
っ
て
も
い
ま
す
。
例
え
ば
、
や
む
を
得

ず
桜
を
切
る
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、
代
わ
り
に

桜
を
市
役
所
通
り
（
公
園
通
り
）
に
植
え
る
事

だ
っ
て
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
空
い
た
場
所

に
は
ク
ロ
ー
バ
ー
（
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
）
を
植
え

ま
し
ょ
う
。
所
々
に
六
文
銭
を
付
け
れ
ば
上
田

市
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
完
成
で
す
。

　

そ
れ
に
、
せ
っ
か
く
な
の
で
千
本
桜
な
の
に

千
本
無
い
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
千
本
桜
に

し
よ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ん
か
や
っ
て
も
い
い

　

久
し
ぶ
り
の
真
田
坂
。m

aybe

依
頼
さ
れ

た
の
五
年
ぶ
り
、
普
通
だ
っ
た
ら
ご
め
ん
無

理
。
な
ん
て
言
っ
ち
ゃ
い
た
い
で
す
が
、
初
心

に
か
え
っ
て
、
街
っ
て
な
に
？
～
上
田
城
か
ら

考
エ
ー
ル
～
を
送
り
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

上
田
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
上
田
城
が
あ
る
城

下
町
。
街
の
基
盤
は
こ
こ
で
作
ら
れ
、
明
治
大

正
に
養
蚕
業
で
蚕
都
上
田
と
ま
で
言
わ
れ
る
街

に
な
り
ま
し
た
。
松
尾
町
も
こ
の
時
期
に
駅
が

で
き
、
通
り
が
で
き
、
上
田
町
が
で
き
、
発
展

し
ま
し
た
。

　

上
田
城
と
言
っ
て
も
元
々
は
、
駅
を
背
に
真

田
坂
を
少
し
上
っ
て
左
に
曲
が
っ
た
現
在
の
上

田
商
工
会
議
所
の
場
所
に
大
手
門
が
あ
っ
た
の

で
、
本
来
な
ら
大
手
門
か
ら
公
園
に
向
か
っ
て

向
こ
う
側
が
上
田
城
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。

市
役
所
も
上
田
高
校
も
広
い
意
味
で
は
上
田
城

の
中
に
建
っ
て
い
る
訳
で
す
。（
※
１
）
近
年
、

上
田
城
を
復
元
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
上
田
城
と
言
っ
て
も
上
田
城
跡
公

園
内
に
な
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
武
者
溜
り

を
作
っ
た
り
、
七
つ
あ
っ
た
櫓
を
復
元
さ
せ
よ

う
と
い
う
計
画
で
す
。

　

大
き
な
き
っ
か
け
の
一
つ
と
し
て
は
、
皆
さ

ん
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
上

田
城
復
元
の
為
に
10
億
円
の
寄
付
が
あ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
も
背
景
に
、
市

に
「
櫓
復
元
推
進
室
」
が
新
設
さ
れ
、
歴
史
的

建
造
物
の
復
元
を
検
討
す
る
た
め
の
根
拠
と
な

る
古
文
書
、
絵
図
面
、
古
写
真
等
の
歴
史
的
な

史
資
料
の
収
集
に
向
け
た
懸
賞
金
制
度
、
櫓
復

元
や
武
者
溜
り
の
整
備
に
向
け
て
、
市
民
は
も

と
よ
り
、
観
光
客
の
気
運
醸
成
に
向
け
た
取
組

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
上
田
城
は
復
元
さ

れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？
史
跡
上
田
城
跡
保

存
管
理
計
画
（
上
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）（
※

２
）
を
見
る
と
、
体
育
施
設
な
ど
は
、
将
来
的

に
史
跡
外
へ
の
移
転
を
目
指
し
ま
す
が
、
移
転

可
能
に
な
る
ま
で
は
現
状
を
維
持
し
ま
す
。
桜

の
植
栽
が
可
能
な
ゾ
ー
ン
を
設
け
ま
す
。
老
木

を
維
持
し
、
上
田
城
跡
の
桜
の
景
観
を
保
持
し

ま
す
。
と
あ
る
の
で
、
老
朽
化
し
た
体
育
館
施

設
な
ど
の
機
能
を
別
の
場
所
に
新
た
に
移
す
。

武
者
溜
り
を
復
元
す
る
。
そ
し
て
、
歴
史
や
景

観
を
配
慮
し
て
桜
を
植
え
る
。
と
い
う
事
は
見

え
て
き
ま
す
。
桜
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
上
田
市

の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に
桜
が
使
わ
れ
て
い
る
事

と
公
園
内

に
約
千
本

の
桜
が
植

わ
っ
て
お
り
特
に
上
田
城
千
本
桜
の
時
期

に
は
全
国
か
ら
観
光
客
が
来
る
観
光
資
源

と
い
う
事
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

櫓
の
復
元
に
は
江
戸
時
代
以
前
に
は
上
田

城
の
桜
（
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
）
は
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
桜
を
切
る
必
要
が
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
一
つ
の
争

点
に
な
る
問
題
で
す
。
最
小
限
度
に
留
め

る
た
め
に
は
、
お
堀
の
外
周
の
桜
は
残
し

て
、
櫓
の
立
っ
て
い
た
本
丸
跡
（
通
称
：

団
子
山
）
の
桜
は
切
る
。
こ
こ
を
落
と
し

処
に
し
た
い
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
他
に

も
公
園
と
し
て
の
今
後
の
課
題
と
し
て
大
き
い

の
は
、
人
口
減
少
社
会
で
税
収
も
減
っ
て
い
く

と
仮
定
す
る
と
、
ま
ず
は
、
現
在
は
市
民
の
税

金
が
使
わ
れ
て
い
る
公
園
の
維
持
管
理
費
が
課

題
で
す
。
将
来
的
に
は
、
全
て
の
駐
車
場
を
有

料
化
す
る
。（
※
３
）
公
園
内
へ
入
る
為
に
入

場
料
を
取
る
。
都
市
公
園
と
し
て
パ
ー
ク
ピ
ー

エ
フ
ア
イ
制
度
を
活
用
し
て
民
間
事
業
者
が
公

園
内
に
売
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
等
の
収
益
施
設
を

設
置
し
、
そ
こ
か
ら
の
家
賃
収
入
を
得
る
。
な

ど
と
い
っ
た
事
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
公
園

を
寄
付
し
た
丸
山
平
八
郎
が
上
田
城
跡
に
託
し

た
市
民
の
為
の
公
園
（
遊
園
地
）
へ
の
思
い
を

反
映
し
て
、
観
光
資
源
と
市
民
の
為
の
公
園
の

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
く

と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
心
か
ら
上
田
城
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

※
１上

田
城
の
歴
史
つ
い
て
は
真
田
坂
22
号
の
特
集

で
詳
し
く
触
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ

い
。

※
２史

跡
上
田
城
跡
保
存
管
理
計
画　

上
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

※
３令

和
７
年
１
月
20
日
の
更
新
に
て
駐
車
場
の
全

面
有
料
化
３
月
15
日
か
ら
始
ま
る
と
発
表
さ
れ

ま
し
た
。
記
事
を
加
筆
時
に
は
未
発
表
で
し
た
の

で
修
正
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
記
載
し
て
い
ま
す
。　
　

※
４鉄

の
檻
と
は
、
社
会
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
提
唱
し
た
社
会
学
の
概
念
で
す
。
近
代
化

（
官
僚
制
）に
よ
っ
て
個
人
が「
合
理
性
」や「
ル
ー

ル
を
重
視
す
る
姿
勢
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る

状
態
を
比
喩
し
た
表
現
し
て
い
ま
す
。

と
思
い
ま
す
。
公
園
と
し
て
の
事
も
考
え
る

な
ら
、
廃
止
に
な
っ
た
市
民
の
森
の
ス
ケ
ー

ト
リ
ン
ク
を
お
城
下
の
冬
場
は
遊
ん
で
い
る

バ
ス
駐
車
場
に
持
っ
て
く
る
こ
と
だ
っ
て
出

来
ま
す
。
昔
は
お
城
の
お
堀
で
ス
ケ
ー
ト
し

た
っ
て
お
じ
い
ち
ゃ
ん
達
言
っ
て
た
し
。
結

果
と
し
て
集
ま
ら
ず
に
出
来
な
く
て
も
、
丸

山
平
八
郎
の
思
い
反
映
す
る
っ
て
そ
う
ゆ
う

努
力
だ
と
思
い
ま
す
。

　

社
会
が
官
僚
的
に
縦
割
り
に
な
っ
て
し
ま

い
、
い
わ
ゆ
る
鉄
の
檻
（
※
４
）
に
な
る
の

は
わ
か
ら
な
く
も
な
い
で
す
が
、
若
い
世
代

が
意
見
を
言
え
な
い
。
ま
た
は
結
果
を
出
す

気
概
の
な
い
「
ご
っ
こ
」
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
危
惧
も
あ
り
ま
す
。
突
拍
子
の
な
い

意
見
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
市
民
に
出
資
し

て
も
ら
う
株
式
会
社
化
や
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
し
て
お

金
を
集
め
て
、
株
式
の
配
当
ま
た
は
寄
付
者

に
、
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
の
無
料
券
や
記
念
桜

を
植
え
る
の
と
記
念
プ
レ
ー
ト
の
プ
レ
ゼ
ン

ト
。
記
念
日
に
は
記
念
桜
を
見
に
上
田
に
観

光
や
泊
ま
り
に
来
て
も
ら
っ
て
、
買
い
物
し

て
も
ら
っ
て
、
何
な
ら
上
田
に
定
住
し
て
も

ら
う
な
ん
か
も
最
高
で
す
ね
。そ
う
す
れ
ば
、

市
街
地
の
課
題
で
あ
る
点
と
点
に
な
っ
て
い

る
観
光
資
源
、
そ
し
て
商
店
街
や
駅
と
も
桜

を
通
し
て
繋
げ
ば
、市
街
地
が
点
か
ら
線
に
、

そ
し
て
面
に
、
夢
も
無
限
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。

　

ま
ぁ
、
こ
こ
で
書
い
た
と
こ
ろ
で
何
か
変

わ
る
と
も
思
い
ま
せ
ん
が
、
上
田
城
を
き
っ

か
け
に
よ
り
良
い
上
田
の
未
来
を
作
っ
て
い

け
れ
ば
良
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
若
者
を

レ
ー
ル
に
乗
せ
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
一
緒

に
な
っ
て
未
来
を
作
っ
て
行
っ
て
ほ
し
い
の

か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
上
田
の
未
来
も
少
し
変

わ
る
の
か
な
。
歴
史
は
繰
り
返
さ
な
い
が
韻

を
踏
む
と
い
わ
れ
ま
す
。
繰
り
返
さ
れ
る
災

害
や
街
の
発
展
に
衰
退
。
上
田
の
物
語
に
も

若
者
、
よ
そ
者
、
馬
鹿
者
や
変
わ
り
者
、
そ

ん
な
宝
物
の
活
躍
が
見
れ
た
歴
史
も
あ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
書
き
始
め
と
終
わ
り

に
韻
も
踏
め
た
の
で
今
回
は
こ
れ
で
終
わ
り

に
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

武者溜りのイメージ

撮影： 百瀬邦昭 様

（提供： 櫓復元推進室）

復元に向けて進む発掘調査

本丸堀でのスケート ( 昭和 35 年 )

復元中の南北櫓（昭和 19 年）

（提供： 櫓復元推進室）

（上田市立博物館所蔵）
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編集後記
サクラが広く愛されるようになったの
は、実は明治時代以降だと知り驚きまし
た。果たして 100 年後の未来で愛され
る上田城の姿とは何か、考えさせられま
す。取材にご協力いただいた皆様、あり
がとうございました。
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