
※
三さ

ん
じ
っ
け
ん

十
間
堀ぼ

り

長
さ
が
三
十
間（
約
55
ｍ
）だ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
う

呼
ば
れ
、
石
垣
と
こ
の
堀
で
武
者
溜
り
へ
の
攻
撃

を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

三十間堀

武 者 溜
り

三十間堀三十間堀三十間堀

年

で
き
ご
と

天
正
11
年

（
１
５
８
３
）

真
田
昌
幸
が
徳
川
氏
の
力
を
借
り
て
上
田

城
築
城
に
着
手
。

天
正
13
年

（
１
５
８
５
）

第
一
次
上
田
合
戦

徳
川
軍
の
大
軍
に
攻
め
ら
れ
る
も
退
け
る
。

慶
長
５
年

（
１
６
０
０
）

第
二
次
上
田
合
戦

徳
川
軍
の
大
軍
に
攻
め
ら
れ
る
も
退
け
る
。

関
ケ
原
合
戦
後
、
堀
や
石
垣
、
建
物
な
ど

が
破
壊
さ
れ
る
。

昌
幸
の
長
男
信
之
が
領
主
と
な
る
。

寛
永
３
年

（
１
６
２
６
）

真
田
信
之
の
後
、
上
田
藩
主
と
な
っ
た
仙
石

忠
政
が
上
田
城
復
興
に
着
手
。

寛
永
５
年

（
１
６
２
８
）

忠
政
の
死
に
よ
り
復
興
中
断
。
そ
の
後
再
開

さ
れ
ず
、
廃
城
を
迎
え
る
。

明
治
７
年

（
１
８
７
４
）

上
田
城
の
払
い
下
げ
が
始
ま
る
。
そ
の
後
、

西
櫓
以
外
の
櫓
な
ど
が
取
り
壊
さ
れ
る
。

昭
和
24
年

（
１
９
４
９
）

解
体
移
築
さ
れ
て
い
た
櫓
２
棟
が
市
民
の
寄

付
な
ど
に
よ
り
買
い
戻
さ
れ
、
城
内
に
再
移

築
さ
れ
る（
現
在
の
北
櫓
・
南
櫓
）。

平
成
６
年

（
１
９
９
４
）

古
写
真
を
基
に
本
丸
東
虎
口
櫓
門
復
元
。

■
上
田
城
略
年
表

〜
武
者
溜
り
の
復
元
整
備
が
始
ま
り
ま
す
〜

上
田
城
に
新
た
な
歴
史
を

集
特

　上
田
城
跡
公
園
の
旧
市
民
会
館
や
隣
接
す

る
駐
車
場
が
あ
る
場
所
は
、
城
を
守
る
た
め

の
兵
を
駐
留
さ
せ
る「
武む

者し
ゃ

溜だ
ま

り
」と
呼
ば

れ
る
場
所
で
、
三さ
ん

十じ
っ

間け
ん

堀ぼ
り
※
、
土
塁
、
石
垣

な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
複
数
の
絵
図
か
ら
分

か
っ
て
い
ま
す
。
城
の
正
面
と
し
て
重
要
視

さ
れ
た
、
本
丸
の
南
櫓や
ぐ
ら

、
北
櫓
、
櫓
門
に
続

く
こ
の
一
帯
を
、
江
戸
時
代
の
上
田
城
の
姿

に
近
づ
け
る
た
め
、
復
元
整
備
を
進
め
ま
す
。

　
城
内
で
守
兵
が
敵
を
攻
撃
す
る
た
め

一
時
的
に
駐
留
す
る
場
所
。
上
田
城
で
は

東
側
か
ら
攻
め
て
き
た
敵
に
対
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
攻
撃
で
き
る
よ
う
に
設

け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

武
者
溜
り
と
は
？

北南

東

西

敵の侵攻経路 守兵の攻撃方向
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旧
市
民
会
館
の
解
体
後
、
発
掘
調
査
の
結

果
や
絵
図
な
ど
を
基
に
武
者
溜
り
の
復
元
整

備
に
着
手
す
る
予
定
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

上
田
城
の
二
の
丸
東ひ
が
し

虎こ

口ぐ
ち（
二
の
丸
橋
付
近
）

か
ら
本
丸
東
虎
口
櫓
門
に
至
る
ま
で
の
空

間
が
、
敵
の
進
入
を
阻
む
た
め
に
、
石
垣

や
三
十
間
堀
を
用
い
て
、
い
か
に
複
雑
で
入

り
組
ん
だ
構
造
を
し
て
い
た
の
か
、
当
時
の

お
城
の
景
観
を
体
感
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　
た
だ
し
、
上
田
城
跡
公
園
は
市
民
の
皆
さ

ん
の
憩い
こ

い
の
場
・
観
光
の
拠
点
と
し
て
の
役

割
を
併
せ
持
っ
て
い
ま
す
。
史
実
に
忠
実
な

上
田
城
の
復
元
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
公
園

と
し
て
の
使
い
や
す
さ
や
居
心
地
の
良
さ
な

ど
を
考
慮
し
た
整
備
が
で
き
る
よ
う
、
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

武
者
溜
り
の
復
元
整
備

　
平
成
26
年
度
に
閉
館
し
た
旧
市
民
会
館

は
、
武
者
溜
り
の
復
元
整
備
を
進
め
る
た

め
、
令
和
6
年
度
の
解
体
着
手
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
今
後
は
、
建
物
の
解
体
方
法

や
が
れ
き
の
搬
出
ル
ー
ト
な
ど
の
検
討
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

旧
市
民
会
館
の
解
体

旧
市
民
会
館
駐
車
場
の
発
掘
調
査
　

発掘調査予定地

　
か
つ
て
駐
車
場
と
し
て
利
用
し
て
い
た
一

帯
に
、
江
戸
時
代
に
石
垣
や
三
十
間
堀
の
一

部
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
痕
跡
を
確
認
し
、
復
元
整
備
と
保
存
に

向
け
た
調
査
を
す
る
た
め
、
令
和
４
年
　
月

頃
か
ら
１
か
月
程
度
の
期
間
で
発
掘
調
査
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査
で
は
、
石
垣

の「
根ね

石い
し
※

」や
三
十
間
堀
の
痕
跡
が
見
つ
か

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
発
掘
調
査
現
場
を
皆
さ
ん
に
ご
覧

い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
発
掘
調

査
の
進
捗
状
況
に
よ
っ
て
日
程
な
ど
を
決
定

し
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市ホームページ

11

※
根ね

石い
し  

石
垣
を
安
定
し
て
積
む
た
め
の
基
礎
と
な
る
石
。
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市立博物館
秋季企画展

■明治11年頃の本丸東虎口（櫓門・北櫓・西櫓）市立博物館所蔵

■仙石時代上田城及び城下町絵図（天保15年写）　※市立博物館秋季企画展で展示予定

※入封　幕府の命令により新たな土地に入ること。

■裁判所と監獄 （武者溜りの一部が写った古写真／推定明治20年代）■上田城櫓移転設計図（昭和17年）

 

生
涯
学
習
・
文
化
財
課
　

　   

☎
23
・
６
３
６
２

小泉曲輪

二の丸

堀

堀
櫓門

三十間堀

尼ヶ淵

中屋敷
（現：清明小学校）

藩主屋敷
（現：上田高校）

本丸

西
櫓

南
櫓

武
者
溜
り

北
櫓

  市立博物館　☎22・1274 

◆期    間    ９月24日㈯ ～11月８日㈫
◆開館時間 ９：00～17：00 （入館は16：30まで）

◆休館日　水曜日、10月11日㈫

◆場　所　市立博物館 本館1F展示室／別館1F休憩室
◆入館料　300円（高校・大学生200円、小・中学生100円。

障がい者およびその介助者、上田地域定住自
立圏内の高校生以下は無料。団体割引あり）

　
令
和
２
年
４
月
に
、
城
郭
に
歴
史
的
建

造
物
を
復
元
す
る
際
の
新
し
い「
手
順
」が

文
化
庁
の
諮
問
機
関
で
あ
る
文
化
審
議
会

か
ら
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は「
復
元
的
整

備
」と
い
う
基
準
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
こ

れ
ま
で
市
が
続
け
て
き
た「
復
元
」の
取
組

で
必
要
と
さ
れ
て
き
た
古
写
真
や
当
時
の

設
計
図
の
類
が
ど
う
し
て
も
見
つ
か
ら
な

い
場
合
に
は
、「
参
考
と
な
る
同
時
代
の
建

造
物
を
参
考
資
料
と
し
て
復
元
を
す
る
こ

と
が
可
能
」と
い
う
も
の
で
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
の
文
化
庁
と
の
櫓
の「
復
元
的
整

備
」に
関
す
る
協
議
で
は
、
い
ま
だ
に
建
物

の
外
観
が
判
明
す
る
写
真
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
田
城
本
丸
7

つ
櫓
の
一
つ
で
あ
る
西
櫓
が
江
戸
時
代
か

ら
唯
一
現
存
し
て
お
り
、
7
つ
の
櫓
は
全

て
同
じ
構
造
・
大
き
さ
を
し
て
い
た
可
能

性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
西
櫓
を
参
考
資
料

と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
文

化
庁
と
協
議
を
続
け
て
い
ま
す
。
今
後
も

こ
れ
を
裏
付
け
る
デ
ー
タ
を
集
め
、
櫓
復

元
が
許
可
さ
れ
る
よ
う
、
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

　
残
り
４
棟
の
櫓
の
復
元
に
は
、
当
時
の

姿
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
古
写
真
や
絵

図
、
図
面
な
ど
の
分
析
資
料
が
不
足
し
て

い
ま
す
。
ど
ん
な
些
細
な
情
報
で
も
構
い

ま
せ
ん
の
で
、
生
涯
学
習
・
文
化
財
課（
☎

23
・
６
３
６
２
）へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

歴
史
的
建
造
物
を
復
元
す
る
際
の

新
し
い〝
手
順
〞が
示
さ
れ
ま
し
た

古
写
真
や
絵
図
・
図
面
を
探

し
て
い
ま
す
！

　
平
成
30
年
に
寄
附
い
た
だ
い
た
10
億
円

余
り
や
ふ
る
さ
と
寄
附
金
な
ど
の
資
金
は
、

今
後
予
定
し
て
い
る
武
者
溜
り
の
整
備
や

櫓
の
復
元
な
ど
、
上
田
城
を
江
戸
時
代
の

姿
に
近
づ
け
る
た
め
の
財
源
と
し
て
活
用

し
て
い
く
予
定
で
す
。

寄
附
金
の
活
用
方
法
は
？

　上
田
城
は
、
明
治
時
代
に
払

い
下
げ
ら
れ
て
以
降
、
公
園
や

神
社
、
運
動
場
、
鉄
道
敷
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
利
用
さ
れ

た
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
雰
囲

気
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

場
所
が
あ
り
ま
す
。
今
後
は
公

園
と
し
て
必
要
な
用
途
を
維
持

し
な
が
ら
、
訪
れ
た
皆
さ
ん
が

上
田「
城
」を
イ
メ
ー
ジ
、
体
感

で
き
る
よ
う
に
復
元
や
整
備
を

進
め
て
い
き
ま
す
。
上
田
城
に

関
す
る
資
料
の
調
査
・
収
集
な

ど
、
皆
さ
ん
の
よ
り
一
層
の
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　
真
田
昌
幸
の
居
城
で
あ
っ
た
上
田
城
は
、

関
ヶ
原
の
合
戦
後
、
建
物
や
石
垣
な
ど
は

壊
さ
れ
、
堀
も
埋
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
真
田
信
之
に
続
い
て
上
田
城

主
と
な
っ
た
仙
石
忠
政
は
、
上
田
城
の
復

興
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
本
丸
に
は
７
棟

の
櫓
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
絵
図
な

ど
で
分
か
っ
て
い
ま
す
が
、
明
治
時
代
に

西
櫓
以
外
が
全
て
解
体
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
北
櫓
と
南
櫓
は
城
外
に
移
築
さ
れ

て
い
た
も
の
が
市
民
に
よ
っ
て
買
い
戻
さ

れ
、
昭
和
24
年
に
再
移
築
さ
れ
た
も
の
で

す
。
ま
た
、
櫓
門
は
古
写
真
を
基
に
平
成

６
年
に
復
元
さ
れ
た
も
の
で
す
。

本
丸
７
つ
櫓
の
　
　
　
　
　
　

復
元
に
向
け
て

裁判所 武者溜り 監獄裁判所 武者溜り 監獄
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仙石忠政入
にゅう

封
ほう
※400年目を迎え、廃城後の歴史と上田城復元の歩みを振り返り、

今後の武者溜りの整備や本丸7つ櫓復元に向けた取組の現状についてご紹介します。

 「叶うのか7つ櫓の復元」
～上田城復元の歩みとこれから…

仙石忠政
入封 400年
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