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上田市役所
青木さん（右）と伊藤さん（左）

全力で突っ走ります！

真さ
な
だ田

氏し
ほ
ん本

城じ
ょ
う
あ
と

跡
を
訪
れ

た
。
小
高
い
山
の
頂
い
た
だ
き、
東

西
に
ゆ
る
や
か
に
広
が

る
一
帯
に
は
、
も
は
や

土ど
る
い塁
や
郭
く
る
わ

跡あ
と

の
一
部
を
残

す
の
み
で
あ
る
。
眼
下

に
は
真
田
氏
発
祥
の
地

“
真
田
の
郷
〟
が
青
々
と

広
が
り
、
遠
く
は
菅
平
、
上
田
市
街
・
上
田

城
を
望
む
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
所
が
当
時

戦
略
上
の
要よ
う
し
ょ
う衝で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

真
夏
の
日
差
し
に
、
一
瞬

“
日ひ

の
も
と
い
ち

本
一
の
兵
つ
わ
も
のた

ち
〟
が
駆
け
抜

け
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

心
地
よ
い
風
が
吹
き
抜
け
た
。

は
、
真
田
丸
を
き
っ

か
け
に
、
た
く

さ
ん
の
方
に
上

田
に
来
て
い

た
だ
い
て
、
上

田
の
歴
史
、
文

化
、
風
土
、
人
と

な
り
を
知
っ
て
い
た
だ

き
、
で
き
れ
ば
上
田
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
帰
っ

て
い
た
だ
け
た
ら
う
れ
し
い
で
す
」（
上
田

市
役
所  

伊
藤
さ
ん
）

い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分

野
で
“
お
も
て
な
し
〟
準
備
を
推
進
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
田
市
役
所
の
青
木
さ
ん
は
言
う
。「
駐

車
場
の
整
備
、
ト
イ
レ
の
整
備
、
案
内
看
板

の
整
備
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ま
を
受

け
入
れ
る
た
め
の
ハ
ー
ド
部
分（
イ
ン
フ
ラ
）

は
市
役
所
に
お
ま
か
せ
を
。ソ
フ
ト
部
分（
お

も
て
な
し
）
は
民
間
事
業
者
や
市
民
の
皆
さ

ま
の
創
意
工
夫
で
。
市
民
の
皆
さ
ま
を
信
頼

し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
市
役
所
は
積
極

的
に
側
面
支
援
い
た
し
ま
す
」

新
し
い
歴
史
が
つ
く
ら
れ
る

本
取
材
の
途
中
、
真
田
氏
の
菩ぼ
だ
い
じ
提
寺
で
あ

る
長ち
ょ
う
こ
く
じ

谷
寺
を
訪
れ
た
。
幸
村
の
祖
父
幸ゆ
き
た
か隆

夫

妻
と
父
昌ま
さ
ゆ
き幸
の
お
墓
に
手
を
合
わ
せ
る
。
ふ

と
目
を
横
に
転
じ
る
と
新
し
い
供く
よ
う
と
う

養
塔
が
。

「
上
田
を
訪
れ
た
お
客
さ
ま
か
ら
、
幸
村
の

お
墓
が
上
田
に
な
い
こ
と
を
残
念
が
る
声
を

聞
い
た
有
志
の
方
が
、
幸
村
が
大お
お
さ
か坂
夏な
つ
の
陣じ
ん

後
、
討
死
し
た
と
さ
れ
る
大
阪
の
安や
す
い居

神じ
ん
じ
ゃ社

の
“
土
〟
を
拝
受
し
て
、
祖
父
母
、
父
が
眠

る
こ
こ
長
谷
寺
に
“
幸ゆ
き
む
ら村
公こ
う
供く
よ
う
と
う

養
塔
〟
を
建

立
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
郷
土
の
先
人
を
想

い
、
ま
た
、
こ
の
地
へ
来
て
く
れ
た
お
客
さ

ま
の
想
い
も
感
じ
て
く
れ
る
。
市
民
自
ら
の

手
で
、
ま
た
歴
史
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
。
あ

り
が
た
い
こ
と
で
す
」（
青
木
さ
ん
）

「
今
、
上
田
市
が
力
を
注
い
で
い
る
も
う
一

つ
の
事
業
は
、
移
住
・
定
住
促
進
事
業
で
す
。

市
外
の
方
た
ち
に
、
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た

だ
き
た
い
の
が
本
音
で
す
。
で
も
、
ま
ず

署
名
活
動
は
そ
の
後
も
広
が
り
を
み
せ
、

最
終
集
計
（
平
成
26
年
5
月
12
日
）
で
は
、

全
都
道
府
県
、
海
外
か
ら
も
含
め
、
な
ん
と

8３
万
9
0
6
9
人
も
の
署
名
が
寄
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

得
意
分
野
で＂
お
も
て
な
し
＂

放
送
決
定
を
受
け
、
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田

丸
」
上
田
市
推
進
協
議
会
が
発
足
し
た
。
こ

れ
は
、
上
田
市
役
所
を
は
じ
め
、
商
工
会
議

所
、
各
事
業
者
、
市
民
で
組
織
さ
れ
、
上
田

市
を
訪
れ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
多
く
の
お
客

さ
ま
が
、
上
田
市
を
好
き
に
な
っ
て
帰
っ
て
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長
野
県
の
東
部
に
位
置
す
る
上
田
市
は
、

市
の
中
心
部
を
東
西
に
千ち
く
ま
が
わ

曲
川
が
流
れ
、
北

は
菅
す
が
だ
い
ら平

高
原
、
南
は
美
う
つ
く
し
が
は
ら

ヶ
原
高
原
と
、
四
方

を
美
し
き
山
々
に
囲
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
地

域
で
あ
る
。
全
国
有
数
の
晴
天
率
と
昼
夜
、

冬
夏
の
寒
暑
の
差
を
い
か
し
、
水
稲
、
果
樹
、

野
菜
の
栽
培
が
、
ま
た
、
か
つ
て
の
蚕さ
ん
し
ぎ
ょ
う

糸
業

技
術
を
受
け
継
ぎ
、
精
密
電
気
機
器
な
ど
の

製
造
業
が
盛
ん
な
、
人
口
約
16
万
人
の
地
方

都
市
で
あ
る
。

市
民
の
想
い
が
全
国
に

そ
ん
な
上
田
に
平
成
26
年
5
月
ビ
ッ
グ

ニ
ュ
ー
ス
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
平
成
28
年
の

N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
「
真さ
な
だ
ま
る

田
丸
」
の
放
送
決

定
で
あ
る
。
群ぐ
ん
ゆ
う
か
っ
き
ょ

雄
割
拠
の
戦
国
末
期
か
ら
天

下
統
一
へ
の
時
流
に
あ
っ
て
、
異
彩
を
放
つ

漢お
と
こ“
真
田
信の
ぶ
し
げ繁
（
通
称

：

幸ゆ
き
む
ら村
）〟
と
彼
を
と

り
ま
く
人
々
の
波は
ら
ん
ば
ん
じ
ょ
う

瀾
万
丈
の
物
語
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
放
送
決
定
を
ひ
と
き
わ
感
慨

深
く
聞
い
た
方
が
い
る
。“
日ひ
の
も
と
い
ち

本
一
の
兵
つ
わ
も
の 

眞
田
幸
村
公 
放
映
の
実
現
を
願
う
会
〟
侍

大
将
の
中
村
さ
ん
で
あ
る
。
願
う
会
で
は
幸

村
を
大
河
ド
ラ
マ
に
取
り
あ
げ
て
も
ら
お
う

と
、
平
成
21
年
12
月
署
名
活
動
を
開
始
し
た

時
空
を
超
え
て

ー
真
田
三
代
の
郷
ー

の
だ
。「
最
初
は
ね
、
私
の
知
り
合
い
6
人

と
“
何
か
上
田
が
元
気
に
な
る
こ
と
を
し
た

い
な
あ
〟
と
ほ
ん
の
遊
び
心
で
始
め
た
の
。

目
標
は
真
田
氏
の
家か
も
ん紋

“
六ろ
く
も
ん
せ
ん

文
銭
〟
に
ち
な

み
、
66
万
6
6
6
6
人
。
こ
れ
も
遊
び
心

だ
よ
。
町
々
の
自
治
会
を
通
じ
て
、
一
軒
一

軒
お
願
い
し
た
。
そ
う
し
た
ら
2
カ
月
で

5
万
く
ら
い
集
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
市
役
所
や
商
工

会
議
所
も
協
力
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
。
も
ち
ろ
ん
、
署
名
活
動
が
真
田
丸
放
送

を
決
定
さ
せ
た
な
ん
て
思
っ
て
い
な
い
。
故

郷
上
田
に
対
す
る
想
い
は
人
そ
れ
ぞ
れ
別
々

で
あ
っ
て
い
い
。
で
も
、
幸
村
を
大
河
に
！ 

と
い
う
“
ひ
と
つ
の
夢
〟
を
市
民
み
ん
な
で

共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
た
。
う
れ

し
か
っ
た
ね
」

願う会 侍大将
中村さん

ひげがダンディーな
上田大好きおじさん
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。
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れ
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て
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栃
木
県
第
1
号
の
道
の
駅
「
も
て
ぎ
」。

茂
木
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
〝
美
土
里
た
い
肥
〞
を

使
っ
て
育
て
た
安
心
安
全
な
新
鮮
野
菜
が
買

え
る
直
売
所
や
、
の
ん
び
り
で
き
る
休
憩
ス

ペ
ー
ス
、
観
光
情
報
は
も
ち
ろ
ん
、
地
元
産

に
こ
だ
わ
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
食
べ
ら
れ
る
グ

ル
メ
ス
ポ
ッ
ト
や
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
、
遊
具

も
あ
り
と
、
充
実
し
た
施
設
が
評
判
で
す
。

中
で
も
お
す
す
め
な
の
が
、
こ
こ
で
し
か

食
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
ゆ
ず
塩
ら
〜
め

ん
」
と
、
季
節
の
素
材
を
使
っ
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
。
行
列
が
で
き
る
ほ
ど

の
人
気
で
す
。
ま
た
、
週
末
に
は
真
岡
鐵
道

を
走
る
S
L
の
雄
姿
を
間
近
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
な
ど
、魅
力
あ
ふ
れ
る
道
の
駅
で
す
。

国
道
2
8
3
号
線
沿
い
の
大
き
な
風
車
。

羽
の
形
が
ネ
ジ
巻
き
棒
と
い
う
一
風
変
わ
っ

た
風
車
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る「
遠
野
風
の
丘
」

は
〝
永
遠
の
日
本
の
ふ
る
さ
と
〞
の
愛
称
で

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

施
設
内
で
は
自
然
豊
か
な
遠
野
な
ら
で
は

の
お
い
し
い
農
産
物
や
加
工
品
、
民
芸
・
工

芸
品
を
扱
っ
て
お
り
、
中
で
も
遠
野
名
物
ジ

ン
ギ
ス
カ
ン
を
風
の
丘
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た

「
じ
ん
ぎ
す
か
ん
丼
」
や
〝
究
極
の
薬
味
〞

と
い
わ
れ
る
遠
野
の
伝
統
食
材
、
暮く
れ
つ
ぼ坪

か
ぶ

の
野
趣
あ
ふ
れ
る
味
を
堪
能
で
き
る
「
暮
坪

か
ぶ
そ
ば
」
が
人
気
で
す
。

遠
野
三
山
の
一
つ
で
あ
る
六ろ
っ
こ
う
し
さ
ん

角
牛
山
を
背

景
に
猿さ
る
が
い
し
が
わ

ヶ
石
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
聞
き
な
が

ら
、
ゆ
っ
た
り
心
地
よ
い
時
間
を
過
ご
し
て

み
て
は
い
か
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栃木県

■もてぎ

もてぎは、リピーターの方々に愛されている道の駅です。
常に変化を求め、従業員一同さまざまな取り組みを実
施しています。ゆず・えごま・ブルーベリー・いちご・う
め・りんごなど、町の特産品を加工した商品を多数取り
そろえております。皆さまぜひお越しください。

スタッフに聞きました！

堀江 順一さん

風が心地よいその名も風の丘。鮮
度の高い野菜を取りそろえた産直や
魚屋もありと、買物も便利です。郷
土食「ひっつみ」や蕎麦などを提供
するレストランのサラダバーは大人
気！ 今秋には高速道路遠野ICが開
通し、民話の郷遠野がとても近くな
ります。お待ちしてます。菊池 眞貴子さん

ファミリーで
1日楽しめる空間です

岩手県

■遠野風の丘

vol.21 

スタッフに聞きました！

住所 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1090-1
電話 0285-63-5671
HP http://www.motegiplaza.com/

住所 岩手県遠野市綾織町新里8-2-1
電話 0198-62-0888
HP http://kazenooka.tonofurusato.jp/

悠久の自然あふれる
癒やしスポットです

■

■

1 四季折々の美しい花と緑
に囲まれた広々とした公園
2 茂木町の特産品を使用
し、無添加・少量高品質に
こだわった加工品
3 ゆず塩ら～めん。ゆず酢を
入れて食べるのもおすすめ

1

2

3

1 国内で3カ所目に設置
された「スパイラルマグナ
ス風車」
2 大人気の暮坪かぶそば
3 四季のうつろいを肌で
感じられる、くつろぎのス
ペース 

3

12

20

上田市池波正太郎
真田太平記館
作家・池波正太郎と小説「真田太平記」にまつわる
遺愛品、書簡、自筆画などを展示。実際の歴史と小
説を対比しながら見学するのも楽しい。

「池波先生の貴重な資料、シアター、プロジェクション
マッピング、カラクリ紙芝居など見どころ一杯！ 上田
駅から路線バスで3分、100円でお越しいただけま
す。お待ちしています！」

上田市立博物館
上田城跡公園内にあり、古代中世から近・現
代までの上田の歴史、文化を知ることができ
る。本丸のお堀から出土した金箔瓦（きんぱ
くがわら）も展示されている。写真左は真田
幸村画像。

「多くのお客さまをお迎えできること、うれしく
思います。がんばります！」

上
うえだじょうせきこうえん
田城跡公園

上田市民の憩いの場。真田昌幸により築城された。現存す
る櫓（やぐら）は、真田氏後の領主仙石（せんごく）氏によっ
て整備されたもの。天守閣（てんしゅかく）はないが、櫓と石
垣、お堀が当時をしのばせる。

「昌幸の頃の上田城にも天守閣はなかったと言われていま
すが、私は密かに“あったんじゃないかなあ”と考えています

（笑）」

筆者おすすめスポット

おしらせ

あんかけやきそば
極細ちぢれ麺に具だくさんの餡（あ
ん）がよくからむ。食べたことがな
い独特の食感。くせになる味。から
しをお酢で溶いて、かけて食べるの
が上田流。

馬肉うどん
しっかりした味と食感の馬肉がどっ
さりのった地元ならではの肉うど
ん。競馬ファンもぜひご賞味あれ

（謝）

美
お い
味だれ焼き鳥と
馬肉の刺身
信州上田のご当地だれ“美味だれ”
ニンニクたっぷりの醤油味がくせに
なる。さあ、今夜も地酒で一杯だ～

上田市民 ソウルフード

「信州上田真田丸大河ドラマ館」
平成28年1月17日オープン

ドラマのストーリーに合わせ、撮影で使用するセットや出演者
が着用した衣装などを展示し、大河ドラマの魅力を紹介します。

「真田丸」大河ドラマ館は、全国で唯一、長野県上田市に建設
される予定です。

期間：平成28年1月17日～平成29年1月15日予定
場所：上田城跡公園内（旧上田市民会館）
時間：午前9時～午後5時
入館料：有料

【問い合わせ】
大河ドラマ「真田丸」上田市推進協議会事務局

（上田市政策企画部シティプロモーション推進室）
E-mail promotion@city.ueda.nagano.jp

まだまだ魅力がいっぱい。
詳しくは、
上田市ホームページまで。

http://www.city.ueda.nagano.jp/

上田市教育委員会
和
わ
根
ね
崎
ざき
さん

館長
倉澤さん
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