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上
田
の
玄
関
口
、

上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

　

上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
上
田
駅
前

に
あ
る
パ
レ
オ
と
い
う
ビ
ル
の
４
階
に
あ

り
ま
す
。
市
民
の
「
暮
ら
し
や
仕
事
に
役

な
が
ら
数
多
く
開
催
し
て
い
ま
す
。

よ
う
こ
そ
、

「
サ
ロ
ン
ト
ー
ク

in
真
田
丸
の
世
界
」へ

　

平
成
28
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
真

田
丸
」
放
映
に
向
け
て
、
こ
れ
か
ら
も
市

民
サ
イ
ド
か
ら
益
々
盛
り
上
げ
て
い
き
た

い
と
い
う
こ
と
で
、
上
田
市
の
「
わ
が
ま

ち
魅
力
ア
ッ
プ
応
援
事
業
」
と
し
て
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
上
田
図
書
館
倶
楽
部
が
主
催

し
、
上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
共
催
、

上
田
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
の
ご
協
力
の
も

と
、「
サ
ロ
ン
ト
ー
ク
in
真
田
丸
の
世
界
」

を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

上
田
市
は
じ
め
、「
真
田
丸
」
ゆ
か
り

の
地
は
大
河
ド
ラ
マ
の
ご
当
地
と
い
う
こ

と
で
、
こ
れ
か
ら
大
変
多
く
の
観
光
客
が

訪
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
機
会
に
我
々
市
民

が
真
田
氏
の
こ
と
、
地
域
の
こ
と
に
つ
い

て
、改
め
て
学
び
直
し
、ま
た
誇
り
を
持
っ

て
、
遠
方
よ
り
訪
れ
る
お
客
様
に
上
田
の

歴
史
や
文
化
、郷
土
の
良
さ
を
伝
え
た
い
。

ま
た
、
子
供
や
孫
に
も
そ
の
こ
と
を
伝
え

て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
。
そ
ん
な
思
い
で

こ
の「
サ
ロ
ン
ト
ー
ク
in
真
田
丸
の
世
界
」

を
企
画
し
ま
し
た
。

立
つ
」
図
書
館
を
目
指
し
、
実
用
的
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
る
ほ
か
、「
千

曲
川
地
域
の
文
化
の
創
造
と
発
信
」
も

視
野
に
入
れ
た
各
種
の
講
座
、
及
び
文

化
イ
ベ
ン
ト
を
、
市
民
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
他
）
や
地
元
の
大
学
と
も
協
働
し

一
、第
一
次
上
田
合
戦

ゲ
ス
ト
は
上
小
郷
土
研
究
会
副
会
長
の

堀
内　

泰
さ
ん
。

サ
ロ
ン
ト
ー
ク
の
タ
イ
ト
ル
は
、

「
二
度
の
上
田
合
戦
と
民
衆
」

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
上
田
図
書
館

倶
楽
部
の
紹
介

　

私
た
ち
は
、
上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
を
拠
点
と
し
て
、
図
書
館
と
の

協
働
に
よ
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
活
動
、

学
習
活
動
、
文
化
活
動
や
、
図
書
館

業
務
、関
連
業
務
の
受
託
に
よ
り〝
市

民
参
加
に
よ
る
幅
広
い
図
書
館
サ
ー

ビ
ス
〟
を
実
現
し
て
、
市
民
生
活
の

向
上
と
地
域
の
文
化
の
発
展
に
役
立

ち
た
い
と
、活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

ご
一
緒
に
活
動
し
て
く
だ
さ
る
市

民
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。
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一
、第
一
次
上
田
合
戦

　

天
正
10
年
（
１
５
８
２
）
２
月
、
甲
斐

の
武
田
勝
頼
は
織
田
・
徳
川
の
連
合
軍
に

敗
れ
、
最
期
の
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い

ま
し
た
。
真
田
昌
幸
は
、「
私
の
持
ち
城

で
あ
る
上
州
岩
櫃
の
城
ヘ
お
越
し
く
だ
さ

い
。
こ
こ
に
籠
も
れ
ば
数
年
間
は
持
ち
こ

た
え
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
間
に
世
の

中
の
情
勢
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
」
と
勝
頼
に
訴
え
ま
す
。
そ
の

訴
え
を
聞
い
た
勝
頼
は
、
準
備
の
た
め
に

昌
幸
を
上
州
に
向
か
わ
せ
ま
す
。
し
か
し
、

武
田
家
の
古
く
か
ら
の
家
臣
が
「
殿
、
真

田
は
当
家
に
仕
え
て
ま
だ
何
代
も
経
っ
て

い
ま
せ
ん
。
旧
来
の
家
臣
で
あ
る
小
山
田

氏
を
こ
そ
頼
ら
れ
る
の
が
良
い
と
存
じ
ま

す
」
と
進
言
し
ま
す
。
そ
の
進
言
を
入
れ

た
勝
頼
は
小
山
田
氏
の
城
ヘ
と
向
か
い
ま

す
。
途
中
逃
亡
す
る
者
が
相
次
ぎ
、
さ
ら

に
小
山
田
氏
の
謀
反
に
も
あ
い
、
田
野
の

天
目
山
で
一
族
の
者
と
と
も
に
自
刃
し
て

果
て
た
と
い
い
ま
す
。
天
正
10
年
３
月
の

出
来
事
で
し
た
。

　

一
方
、
武
田
家
を
滅
ぼ
し
た
織
田
信
長

は
、
わ
ず
か
三
ヶ
月
後
の
６
月
に
「
本
能

寺
の
変
」
で
明
智
光
秀
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
勝
頼
が
昌
幸
の
進
言
に
従
っ

て
、
岩
櫃
の
城
ヘ
行
っ
て
い
た

ら
、
そ
の
後
の
歴
史
は
ど
ん
な

展
開
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。
危

機
に
陥
っ
た
と
き
、
ど
う
判
断

を
下
す
の
か
。
今
の
時
代
を
生

き
る
私
た
ち
に
、
大
事
な
教
訓

を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

信
長
か
ら
武
田
氏
の
旧
領
の

支
配
を
任
さ
れ
て
い
た
武
将
た

ち
が
本
能
寺
の
変
に
よ
り
自
領

へ
と
退
却
す
る
と
、
信
州
川
中

島
へ
は
越
後
の
上
杉
景
勝
が
、

甲
州
へ
は
三
河
の
徳
川
家
康
が
、

上
州
や
信
州
佐
久
へ
は
相
模
の

北
条
父
子
が
そ
れ
ぞ
れ
入
っ
て

き
ま
す
。
昌
幸
は
先
ず
北
条
氏

に
よ
し
み
を
通
じ
、
川
中
島
に

上
杉
氏
が
入
っ
て
く
る
と
こ
れ

に
も
よ
し
み
を
通
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
佐
久
の
芦
田
の
城
に
い
た
依
田
信

蕃
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
徳
川
家
康
に
臣
従

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

天
正
13
年
（
１
５
８
５
）
４
月
、
昌
幸

は
徳
川
氏
か
ら
「
上
州
沼
田
の
地
を
北
条

家
へ
渡
せ
」
と
命
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、

上
田
城
を
造
り
始
め
た
こ
ろ
か
ら
何
度
か

あ
っ
た
こ
と
で
し
た
。
真
田
家
の
家
臣
た

ち
は
「
徳
川
氏
の
勢
い
は
益
々
高
ま
っ
て

い
ま
す
。
沼
田
の
地
を
引
き
渡
し
ま
し
ょ

う
。
替
え
地
は
き
っ
と
下
さ
る
は
ず
で
す
」

と
進
言
し
ま
す
。
す
る
と
昌
幸
は
「
沼
田

の
地
を
渡
し
た
そ
の
上
に
、
上
田
を
も
渡

せ
と
い
わ
れ
た
と
き
は
ど
う
す
る
か
」
と

尋
ね
ま
す
。
家
臣
た
ち
は
「
そ
の
よ
う
な

と
き
に
は
籠
城
し
、
殿
の
た
め
に
命
を
捧

げ
ま
す
」と
答
え
ま
す
。
昌
幸
は「
な
ら
ば
、

沼
田
の
城
を
引
き
渡
し
た
後
に
く
れ
る
と

い
う
命
を
、只
今
申
し
受
け
た
い
」
と
い
っ

て
、
沼
田
の
地
を
引
き
渡
さ
な
い
ま
ま
で

徳
川
家
康
と
手
切
れ
を
す
る
道
を
選
ん
だ

の
で
す
。
そ
し
て
、
上
杉
景
勝
と
通
じ
る

た
め
、
信
繁
（
幸
村
）
を
人
質
（
証
人
）

と
し
て
、
上
杉
家
へ
送
り
ま
す
。
上
杉
景

勝
は
信
繁
に
所
領
を
与
え
、
家
臣
と
し
て

遇
す
る
と
と
も
に
、
昌
幸
に
対
し
て
は
７

月
15
日
付
で
起
請
文
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　

人
質
に
行
っ
て
い
た
ん
だ
か
ら
、
信
繁

は
第
一
次
上
田
合
戦
に
参
加
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
調
べ
て
み
ま
す
と
参
加
し
て
い
た

と
い
う
幾
つ
か
の
証
を
得
ま
し
た
。
い
ず

れ
考
え
を
ま
と
め
、
東
信
史
学
会
の
「
千

曲
」
に
投
稿
し
よ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

昌
幸
か
ら
手
切
れ
の
通
告
を
受
け
た
徳

川
家
康
は
、
天
正
13
年
８
月
自
ら
兵
を
率

い
て
甲
斐
の
若
神
子
（
現
在
の
北
杜
市
、

須
玉
イ
ン
タ
ー
付
近
）
ま
で
や
っ
て
来
ま

す
。
そ
し
て
７
千
騎
余
り
の
大
軍
を
上
田

へ
と
差
し
向
け
ま
し
た
。
徳
川
軍
は
野
辺

山
高
原
か
ら
佐
久
平
に
入
り
、八
重
原
（
東

御
市
）
に
陣
を
構
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、

長
瀬
河
原
か
ら
ね
こ
の
瀬
（
大
石
橋
付
近
）

で
千
曲
川
を
渡
り
国
分
寺
表
へ
と
向
か
い

ま
す
。
大
屋
か
ら
岩
下
を
過
ぎ
、
渡
り
や

す
い
神
川
橋
付
近
を
通
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

迎
え
撃
つ
上
田
勢
は
、
雑
兵
を
含
め

２
千
余
り
。
昌
幸
は
上
田
の
城
に
徳
川
勢

を
お
び
き
寄
せ
、
反
撃
に
移
り
ま
す
。
退

却
し
て
き
た
徳
川
勢
が
神
川
を
渡
ろ
う
と

し
た
と
き
、
せ
き
止
め
て
お
い
た
川
の
水

を
一
気
に
切
っ
て
落
と
し
た
た
め
、
徳
川

勢
は
大
き
な
被
害
を
だ
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
幾
つ
か
の
書
物
に
、
そ
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
松
代
藩
真
田
家
の

古
い
時
代
の
家
記
『
滋
野
世
記
』（
享
保

18
年
〈
１
７
３
３
〉
成
立
）
に
所
載
さ
れ

て
い
る
『
上
田
軍
記
』
に
は
「
折
か
ら
の

増
水
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
に
書
か
れ
た
『
滋
野
通
記
』
と
い
う
書

物
か
ら
は
「
神
川
の
水
を
せ
き
止
め
て
お

い
て
切
っ
て
落
と
し
た
」
と
い
う
記
述
に
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二
、第
二
次
上
田
合
戦

な
っ
て
い
ま
す
。
実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？　

な
お
、『
滋
野
世
記
』

は
全
部
で
20
巻
。
現
在
１
巻
か
ら
10
巻
ま

で
は
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
11
巻
か
ら
20

巻
ま
で
は
所
在
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
19
巻
・

20
巻
に
所
載
さ
れ
た
の
が
『
上
田
軍
記
』

（
写
本
が
残
っ
て
い
る
）
で
す
。

　

 

徳
川
勢
は
上
田
の
城
を
落
と
す
こ
と

　

慶
長
３
年
（
１
５
９
８
）
８
月
、
天
下

が
で
き
ず
、
丸
子
の
城
を
攻
め
よ
う
と
し

ま
す
が
成
果
を
上
げ
ら
れ
ず
、
小
諸
の
城

に
大
久
保
彦
左
衛
門
を
押
さ
え
と
し
て
残

し
一
斉
に
引
き
上
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
後

で
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
11
月
に
徳
川

家
の
重
臣
の
一
人
、
石
川
数
正
が
家
族
を

連
れ
て
秀
吉
の
も
と
へ
逃
亡
し
、
真
田
攻

め
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
り
「
急
い
で
帰
っ

を
取
り
ま
と
め
て
い
た
豊
臣
秀
吉
が
、
秀

頼
の
行
く
末
を
案
じ
な
が
ら
亡
く
な
り

ま
す
。
政
権
を
握
ろ
う
と
頭
角
を
現
し

た
徳
川
家
康
は
、
秀
頼
を
助
け
る
と
い

う
名
目
で
大
坂
城
へ
入
り
、
会
津
の
上

杉
景
勝
が
大
坂
に
挨
拶
に
来
な
い
と
い

う
理
由
で
会
津
を
攻
め
ま
す
。

　

慶
長
５
年
（
１
６
０
０
）
７
月
、
真

田
昌
幸
父
子
は
会
津
の
上
杉
景
勝
征
伐

を
目
指
す
徳
川
家
康
に
従
い
関
東
を
北

上
し
て
い
ま
し
た
。
野
州
犬
伏
（
現
栃

木
県
佐
野
市
）
に
至
っ
た
時
、
石
田
三

成
方
の
奉
行
衆
か
ら
「
大
坂
方
に
味
方

し
て
く
れ
る
よ
う
に
」
と
い
う
密
書
が

届
き
ま
し
た
。
７
月
17
日
付
け
の
手
紙

が
５
日
後
の
21
日
に
届
い
て
い
ま
す
。

昌
幸
父
子
は
阿
弥
陀
堂
で
、
ど
ち
ら
に

つ
く
べ
き
か
密
談
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、

信
幸（
信
之
）は
徳
川
方
へ
、昌
幸
と
信
繁

（
幸
村
）
は
大
坂
方
へ
つ
く
こ
と
に
な
り

て
こ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
昌
幸
は
豊
臣
秀
吉
に
出
仕
し

ま
す
。
そ
し
て
、
秀
吉
の
仲
介
で
家
康
と

も
和
睦
し
、
信
繁
（
幸
村
）
は
豊
臣
家
の

重
臣
大
谷
吉
継
の
娘
を
娶め
と

り
、
信
幸
（
信

之
）
は
徳
川
家
の
重
臣
本
多
忠
勝
の
娘
小

松
姫
を
娶
り
ま
す
。

　

天
正
17
年
（
１
５
８
９
）
７
月
、
秀
吉

の
命
で
沼
田
の
地
を
北
条
家
へ
渡
し
、
替

え
地
と
し
て
家
康
か
ら
箕
輪
の
地
を
貰
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
真
田
家
に
残
さ
れ
た

名
胡
桃
の
城
を
北
条
方
が
乗
っ
取
っ
た
た

め
、
秀
吉
が
小
田
原
攻
め
を
決
行
し
、
北

条
氏
は
滅
ぼ
さ
れ
、
沼
田
の
地
は
再
び
昌

幸
に
戻
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
箕
輪
の

地
は
家
康
に
返
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
年
９
月
２
日
、
徳
川
秀
忠
は
大
坂
を

目
指
し
３
万
８
千
余
騎
を
率
い
、
野
州
宇

都
宮
か
ら
中
山
道
を
西
上
し
小
諸
の
城
に

入
り
ま
す
。
翌
３
日
に
使
者
を
立
て
昌
幸

に
恭
順
を
求
め
る
と
、
昌
幸
は
家
臣
を
説

得
す
る
こ
と
を
理
由
に
返
答
を
引
き
延
ば

し
、
籠
城
の
準
備
を
整
え
て
か
ら
こ
れ
を

拒
否
し
ま
し
た
。

　

怒
っ
た
秀
忠
は
、
染
屋
台
に
軍
を
進
め

陣
を
構
え
ま
す
。
さ
て
、
秀
忠
の
本
陣
で

す
が
、
正
確
な
場
所
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
染
屋
自
治
会
の
人
達
の
中
に
は

「
豊
染
英
神
社
の
所
で
は
な
い
か
」
と
い

う
人
が
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
堀
の
跡
も

あ
り
ま
す
。
染
屋
浄
水
場
の
付
近
は
「
前

城
」
と
い
う
地
名
で
す
。
こ
こ
も
、
上
田

の
城
を
見
渡
す
の
に
い
い
場
所
で
す
。
本

陣
を
置
い
た
可
能
性
の
あ
る
場
所
と
し
て

私
が
気
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
第
一
中
学

校
の
あ
る
場
所
で
す
。
近
く
に
「
古
城
」

真
田
昌
幸
宛
長
束
正
家
等
連
署
状

∧
原　

文
∨

∧
読
み
下
し
文
∨

急
度
申
入
候
。
今
度

急
度
申
し
入
れ
候
。
今
度

景
勝
發
向
之
儀
、

景
勝
（
上
杉
景
勝
）
発
向
の
儀

内
府
公
上
巻
之

内
府
（
徳
川
家
康
）
公
上
巻
の

誓
帋
并
被
背

誓
紙
並
び
に
太
閤
（
豊
臣
秀
吉
）
様

太
閤
様
御
置
目

御
置
目
に
背
か
れ

秀
頼
様
被
見
捨

秀
頼
（
豊
臣
秀
頼
）
様
見
捨
て
ら
れ

出
馬
候
間
、
各
申
談

出
馬
候
の
間
、
各

お
の
お
の

申
談

及
楯
鉾
ニ
候
。
内
府
公

楯
鉾
に
及
び
候
。
内
府
公

御
違
之
条
々
、
別

御
違
ひ
の
条
々
、
別

帋
ニ
相
見
候
。
此
旨

紙
に
相
見
え
候
。
此
の
旨

尤
ニ
思
召

尤
も
に
思
し
召
し

太
閤
様
不
被
相
忘

太
閤
様
御
恩
賞

御
恩
賞
候
ハ
ゝ
、

相
忘
れ
ず
候
は
ば
、

秀
頼
様
へ
可
有
御

秀
頼
様
へ
御
忠
節

忠
節
候
。
恐
々
謹
言
。

有
る
べ
く
候
。
恐き

ょ
う

々き
ょ
う

謹き
ん

言げ
ん

。

　

七
月
十
七
日

　

七
月
十
七
日

　
　

長
大
正
家
（
花
押
）　
　

長
束
大
蔵
大
夫
正
家
（
花
押
）

　
　

増
右
長
盛
（
花
押
）　
　

増
田
右
衛
門
尉
長
盛
（
花
押
）

　
　

徳
善
玄
以
（
黒
印
）　
　

前
田
徳
善
院
玄
以
（
黒
印
）

ま
し
た
。
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三
、民
衆
の
参
加

　

９
月
15
日
の
関
ヶ
原
の
戦
い
は
、
７
時

間
あ
ま
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

秀
忠
は
翌
16
日
に
や
っ
と
木
曽
福
島
、
山

村
代
官
の
屋
敷
の
辺
り
と
い
い
ま
す
。
秀

忠
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
に
は
間
に
合
わ
な

か
っ
た
の
で
す
。
怒
っ
た
家
康
は
、
秀
忠

の
対
面
を
な
か
な
か
許
さ
な
か
っ
た
と
い

い
ま
す
。

　

関
ヶ
原
の
戦
い
は
、
双
方
合
わ
せ
る
と

20
万
と
も
い
わ
れ
る
大
軍
で
す
か
ら
、
誰

も
が
も
っ
と
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
上
田
の
城
の
昌
幸
と

信
繁
も
、「
秀
忠
の
軍
を
こ
れ
だ
け
上
田

に
食
い
止
め
た
の
だ
か
ら
関
ヶ
原
の
戦
い

記
」
ほ
か
「　

」
で
示
し
た
の
は
河
原
綱

徳
が
典
拠
と
し
た
書
物
の
名
前
で
す
。

〈
第
一
次
上
田
合
戦
〉

  

○
兼
ね
て
郷
民
ど
も
三
千
余
人
四
方
の

山
谷
に
伏
せ
置
き
け
る
が
、
今
城
中
よ
り

打
っ
て
出
る
太
鼓
の
音
を
聞
く
と
等
し

く
、
鬨
を
合
わ
せ
て
紙
旗
を
指
し
連
ね
、

鉄
砲
多
く
打
ち
出
し
、
悉
く
起
こ
り
立
っ

て
、
寄
せ
手
の
後
陣
へ
会
釈
も
な
く
打
っ

と
い
う
地
名
が
残
っ
て
も
い
ま
す
。
こ
の

中
学
校
の
体
育
館
の
ス
テ
ー
ジ
は
西
側
に

あ
り
、
緞
帳
を
開
け
、
さ
ら
に
奥
の
壁
面

の
幕
を
開
け
る
と
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
に

な
っ
て
い
て
、
上
田
市
街
が
一
望
で
き
る

の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
行
っ
て
み

た
く
な
り
ま
せ
ん
か
？

　

秀
忠
と
昌
幸
の
戦
い
は
、
一
進
一
退
で

決
着
が
つ
か
な
い
ま
ま
に
日
が
過
ぎ
ま

す
。
家
康
か
ら
の
催
促
に
よ
り
、
秀
忠
は

９
月
11
日
に
小
諸
を
た
っ
て
関
ヶ
原
ヘ
と

向
か
い
ま
す
。
真
田
氏
の
領
地
を
避
け
、

望
月
か
ら
女
神
湖
の
方
を
通
り
大
門
峠
を

越
え
た
と
い
い
ま
す
。

　

松
代
藩
８
代
藩
主
真
田
幸
貫
は
、
先
祖

の
事
蹟
を
後
の
時
代
に
残
そ
う
と
家
臣
の

河
原
綱
徳
に
命
じ
家
記
の
編
纂
に
あ
た
ら

せ
ま
し
た
。
数
年
の
歳
月
を
経
て
、
天
保

14
年
（
１
８
４
３
）
に
完
成
し
た
の
が
『
真

田
家
御
事
蹟
稿
』
で
す
。
下
の
記
事
は
そ

の
中
か
ら
、
二
度
の
上
田
合
戦
に
民
衆
が

加
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
箇
所
の
幾
つ
か

を
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
す
。「
上
田
軍

は
も
っ
と
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
」
と

思
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

実
際
に
は
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
幼
少
時
代
か
ら
人
質
生
活
を

送
り
、
困
難
な
中
で
自
分
の
家
を
守
っ
て

き
た
徳
川
家
康
と
、
た
い
へ
ん
頭
は
良

か
っ
た
が
戦
の
経
験
の
少
な
い
石
田
三
成

と
で
は
、
戦
う
武
将
と
し
て
の
資
質
・
力

量
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
と

私
は
思
い
ま
す
。

　

関
ヶ
原
の
戦
い
が
徳
川
方
の
勝
利
に
終

わ
っ
た
た
め
、
真
田
昌
幸
と
信
繁
は
紀
州

高
野
山
へ
配
流
と
な
り
ま
し
た
。
昌
幸
は

慶
長
16
年
（
１
６
１
１
）
に
九
度
山
で
亡

て
か
か
る
云
々
。
←
「
上
田
軍
記
」

  

○
郷
人
を
語
ら
ひ
、
所
々
谷
々
に
伏
せ

云
々
。
←
「
真
武
内
伝
」

  

○
郷
人
に
紙
旗
を
さ
さ
せ
、
鉄
砲
少

し
く
加
え
て
四
方
の
谷
々
に
伏
せ
置
き

云
々
。
←
「
真
田
御
武
功
記
」

  
○
土
民
三
千
余
人
紙
旗
・
鳥
銃
を
執
り

山
谷
に
伏
せ
お
き
云
々
。
←
「
烈
祖
成
績
」

〈
第
二
次
上
田
合
戦
〉

く
な
り
ま
し
た
。
時
に
65
歳
で
し
た
。
信

繁
は
大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣
で
大
活
躍
を

し
ま
し
た
が
、
慶
長
20
年
（
１
６
１
５
）

に
49
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
い
で

な
が
ら
「
真
田
丸
」
の
合
戦
と
い
う
の
は
、

冬
の
陣
の
12
月
４
日
の
１
日
だ
け
の
合
戦

で
す
。
大
坂
方
が
勝
利
を
得
た
の
は
、
そ

の
合
戦
だ
け
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

信
繁
は
翌
年
５
月
７
日
、
夏
の
陣
の
天
王

寺
の
合
戦
で
何
度
も
徳
川
家
康
の
本
陣
に

迫
り
ま
し
た
が
、
安
居
天
神
の
近
く
で
疲

れ
果
て
て
休
息
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
越

前
松
平
家
の
家
臣
西
尾
仁
左
衛
門
に
鎗
で

突
か
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

  

○
馬
上
の
者
の
義
は
申
す
に
及
ば
ず
、

歩
行
の
者
又
は
侍
・
足
軽
・
中
間
・
小
者
・

百
姓
・
町
人
に
い
た
る
ま
で
、
此
の
度
の

働
き
に
付
い
て
は
敵
の
首
一
つ
に
知
行
百

石
宛
与
ふ
べ
し
。
偽
り
有
る
べ
か
ら
ず
と

申
し
渡
す
に
付
き
、
侍
分
は
申
す
に
及
ば

ず
、
足
軽
・
中
間
・
小
者
・
百
姓
・
町
人
、

在
々
・
所
々
の
者
ま
で
も
勇
む
こ
と
限
り

な
し
云
々
。
←
「
翁
物
語
」

四
、最
後
に

平
成
18
年
（
２
０
０
６
）
11
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
「
そ
の
時
歴
史
が
動
い
た
」
と
い
う
番

組
で
二
度
の
上
田
合
戦
が
取
り
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
時
の
タ
イ
ト
ル
は
「
我
が

手
に
郷
土
を
」
で
、サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
真

田
昌
幸
・
信
州
上
田
の
市
民
戦
争
」
で
し

た
。
市
民
戦
争
と
い
う
の
は
領
民
を
含
め

て
み
ん
な
で
徳
川
軍
を
迎
え
撃
っ
た
こ
と
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参
加
者
と
の
交
流

　

コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
の
後
、
堀
内
さ
ん
と
参

加
者
と
の
サ
ロ
ン
ト
ー
ク
が
始
ま
り
ま
し
た
。

【
１
】
百
姓
と
一
緒
に
合
戦
を
行
っ
た
真

田
氏
は
、
話
に
よ
れ
ば
兵
農
分
離
を
し
て

い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
ね
。
城
下
で
は
農

民
と
家
臣
が
一
緒
に
住
ん
で
い
た
と
い
う

話
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
上
田

合
戦
の
時
、
一
緒
に
戦
う
力
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
そ
の
辺
の
話
を
お
聞
き
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

堀
内
さ
ん
（
以
下
敬
称
略
）：
真
田
町
下

原
に
真
田
時
代
の
天
正
７
年
（
１
５
７
９
）

頃
の
検
地
帳
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

内
容
か
ら
す
る
と
、
兵
農
分
離
が
進
ん
で

い
な
い
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
検
地

帳
の
コ
ピ
ー
を
見
ま
す
と
、
山
岸
新
五
右

衛
門
尉
は
武
士
で
あ
り
な
が
ら
与
え
ら
れ

た
土
地
の
何
か
所
か
を
、「
手
作
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
の
で
自
ら
土
地
を
耕
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
地

主
で
あ
る
山
岸
新
五
右
衞
門
尉
か
ら
さ
ら

に
土
地
を
分
け
与
え
ら
れ
て
農
業
を
し
て

い
る
者
（
農
民
）
が
何
人
か
い
ま
す
。
合

戦
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
当
然
の
如
く
、

百
姓
（
農
民
）
の
中
で
元
気
の
い
い
人
は

鎗
を
持
ち
刀
を
差
し
て
、
時
に
は
鉄
炮
を

持
っ
て
参
加
し
て
も
何
の
不
思
議
も
あ
り

ま
せ
ん
。
山
岸
新
五
右
衛
門
尉
も
部
下
を

連
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
か

ら
、
農
民
に
も
参
加
を
求
め
た
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。
検
地
帳
は
土
地
台
帳
で

あ
り
、
税
を
集
め
る
た
め
の
も
の
で
す
が
、

真
田
氏
は
兵
農
分
離
を
進
め
ず
、
土
地
を

仲
立
ち
と
し
て
武
士
と
農
民
が
繋
が
っ
て

い
た
こ
と
が
見
え
て
と
れ
ま
す
。
土
地
制

度
が
、
同
時
に
領
内
支
配
の
体
制
で
も

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

【
２
】検
地
帳
に
あ
る「
本
」「
役
」「
見
出
し
」

の
意
味
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

堀
内
：「
本
」
は
山
岸
新
五
右
衛
門
尉
に

与
え
ら
れ
た
領
地
（
土
地
）
で
、「
見
出

し
」
は
検
地
に
よ
り
新
た
に
見
つ
か
っ
た

と
い
う
か
、
増
え
た
土
地
で
す
。 

○
印

は
検
地
を
し
な
が
ら
筆
の
尻
に
墨
を
つ
け

確
認
し
た
印
で
す
。
中
に
●
印
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
付
け
た
墨
が
泡
に
な
り
黒

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。「
役
」
に
つ
い
て
は
ま
だ
解
明
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
土
地
を
貰
っ
た
こ
と
に

対
し
て
、
真
田
家
へ
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
（
税
の
一
種
か
、
軍
役
か
）
と

思
わ
れ
ま
す
。  
豊
臣
秀
吉
は
全
国
に
太

閤
検
地
の
命
令
を
出
し
、
石
高
制
に
移
行

し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
真
田
家
は

石
高
制
を
用
い
ず
、
中
世
以
来
の
貫
高
制

を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
真
田
氏
に
替
わ
っ

て
上
田
に
入
っ
て
き
た
仙
石
氏
も
、
貰
っ

た
５
万
８
千
石
を
村
々
の
貫
高
の
合
計
で

割
り
算
し
、
１
貫
文
を
２
石
４
斗
７
升
と

し
ま
し
た
。
こ
れ
を
も
と
に
、
必
要
に
応

じ
て
石
高
に
換
算
し
た
と
い
い
ま
す
。
松

平
氏
に
も
引
き
継
が
れ
、
明
治
の
は
じ
め

ま
で
続
き
ま
し
た
。（
途
中
、
数
か
村
を

選
ん
で
、
石
高
制
へ
の
試
み
も
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
増
収
が
余
り
期
待
で
き
ず
そ
の

ま
ま
で
き
た
よ
う
で
す
。
な
お
、
新
田
に

つ
い
て
は
石
高
制
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。） 

元
和
８
年
（
１
６
２
２
）
に
真
田
信
之
は

江
戸
へ
呼
び
出
さ
れ
、
松
代
10
万
石
へ
と

領
地
替
え
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時（
江

戸
か
ら
の
帰
途
に
立
ち
寄
っ
た
）
中
山
道

鴻
巣
宿
（
現
埼
玉
県
鴻
巣
市
）
か
ら
「
こ

の
た
び
松
代
へ
領
地
替
え
を
命
じ
ら
れ

た
。
松
代
は
北
信
濃
の
中
枢
の
町
で
あ
り
、

こ
の
上
な
い
名
誉
な
こ
と
だ
」
と
手
紙
を

書
き
、
さ
ら
に
「
自
分
も
も
う
歳
を
と
っ

て
い
る
。
徳
川
家
か
ら
の
命
令
の
ま
ま
に

松
代
へ
行
く
つ
も
り
で
い
る
か
ら
、
動
揺

し
な
い
よ
う
に
」
と
も
書
い
て
い
ま
す
。

参
考
資
料

山
岸
新
五
右
衛
門
尉
知
行

堰
上
畑

上
弐
百
文
○

見
出
七
拾
文
●

手
作

邊べ

つ
本ほ

上
七
百
文
○

百
廿
文
役

見
出
百
廿
文
○

手
作

六
か
く
堂

上
四
百
文
●

見
出
百
五
拾
文
○
居
屋
敷

う
ら
宿

下
百
五
拾
文
○

見
出
八
十
文
○

与
七
良

か
う
あ
ミ
は
た
上
四
百
五
拾
文

見
出
百
文
○

手
作

尓に

し
た
は
た

下
百
文
○

見
出
拾
文
○

同

同
所
は
た

下
三
百
文
○

百
廿
文
役

見
出
十
文
○

源
助

河
原
田
壱
斗
弐

升
五
合
蒔

中
弐
貫
文
○

見
出
四
百
文
○

手
作

藤
澤
は
た

中
三
百
文
○

見
出
五
拾
文
○

同

は
け
た
之の

は
た
中
五
百
文
○

見
出
六
拾
文
○

手
作

下し
も
満ま

の
あ
て

九
升
蒔

上
壱
貫
八
百
文
○

弐
百
四
拾
文
役
○

見
出
百
文
○

源
右
衛
門

      

本　
　

六
貫
九
百
文

      

役　
　

四
百
八
拾
文

      

見
出　

壱
貫
百
五
拾
文

      

合　
　

八
貫
五
百
三
拾
文

　
　
　
「
真
田
氏
給
人
知
行
地
検
地
帳
」

〈
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
頃
の
成
立
〉
よ
り

に
よ
り
ま
す
。
武
士
ば
か
り
で
な
く
、
民

衆
も
一
緒
に
な
っ
て
郷
土
を
守
っ
た
の
が

二
度
の
上
田
合
戦
で
し
た
。
多
く
の
民
衆

が
、
上
田
合
戦
に
積
極
的
に
加
わ
っ
た
の

は
一
体
な
ぜ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
本

日
の
サ
ロ
ン
ト
ー
ク
の
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
と
思
っ
て
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
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も
し
か
す
る
と
、
上
田
の
地
を
離
れ
る
こ

と
は
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
領
地
替
え
は
、
真
田
家
と

領
民
（
民
衆
）
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
断

ち
切
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
は
と
も
思

わ
れ
ま
す
。

【
３
】
石
高
と
貫
高
の
換
算
率
は
ど
こ
で

も
同
じ
な
の
で
す
か
？　

領
地
に
よ
っ
て

違
う
の
で
す
か
？

堀
内
：
領
地
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
た
ま

た
ま
上
田
は
、
仙
石
氏
が
小
諸
か
ら
上
田

に
や
っ
て
来
た
と
き
に
、
与
え
ら
れ
た
石

高
を
村
々
の
貫
高
の
合
計
で
割
り
算
し
た

と
こ
ろ
、
１
貫
文
が
２
石
４
斗
７
升
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
４
】
上
田
は
、
徳
川
氏
の
い
う
よ
う
に

石
高
で
５
万
８
千
石
あ
っ
た
の
で
す
か
？

堀
内
：
と
て
も
難
し
い
質
問
で
す
ね
。
上

田
で
は
貫
高
を
石
高
に
し
て
も
あ
ま
り
変

わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。（
仙
石

氏
・
松
平
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
幾
つ
か
の
村
で

石
高
制
を
目
指
し
て
検
地
を
実
施
し
ま
し

た
が
、
全
村
で
の
実
施
を
し
て
い
ま
せ

ん
。）
た
だ
、
個
人
的
に
は
貫
高
の
ま
ま

の
方
が
有
利
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。（
検
地
を
実
施
し
な
い

土
地
に
は
、
延
び
の
あ
る
場
合
が
多
い
も

の
だ
か
ら
で
す
。）
川
中
島
の
村
々
の
（
農

民
の
）
土
地
所
有
統
計
と
、
上
田
地
域
の

そ
れ
と
を
比
べ
る
と
、
上
田
地
域
の
農
民

の
土
地
所
有
が
と
て
も
少
な
い
こ
と
に
気

づ
き
ま
す
。
上
田
で
は
大
地
主
が
い
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
ご
質
問
の
答
え

に
は
、
ま
だ
た
ど
り
着
け
て
い
な
い
（
私

自
身
の
研
究
の
）
現
状
で
す
。

【
５
】
信
之
公
に
従
っ
て
松
代
へ
行
っ
た

け
れ
ど
、
上
田
へ
戻
っ
て
き
た
家
臣
も
い

る
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
辺
の
話
を
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

堀
内
：
先
ほ
ど
も
お
話
し
し
た
よ
う
に
、

真
田
氏
の
時
代
は
武
士
で
も
農
業
を
や
っ

て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。
信
之
に
従
い
武

士
と
し
て
松
代
へ
行
く
の
か
、
そ
れ
と
も

（
農
民
と
し
て
）
上
田
の
土
地
を
守
る
べ

き
か
、
親
子
兄
弟
で
相
談
し
た
は
ず
で
す
。

一
旦
家
臣
と
し
て
松
代
へ
行
っ
た
も
の

の
、
48
人
の
人
達
は
家
族
を
連
れ
て
上
小

地
域
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
記
録
が
残
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
（
数
は
少
な
い
が
）

同
じ
様
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

武
士
と
い
っ
て
も
上
級
の
人
達
は
い
い
け

れ
ど
、
下
級
の
人
達
は
大
変
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【
６
】『
滋
野
世
記
』『
滋
野
通
記
』
と
19
巻
・

20
巻
の
関
係
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

堀
内
：『
滋
野
世
記
』
は
松
代
藩
真
田
家

が
、
た
く
さ
ん
の
書
物
（
史
書
）
の
中

か
ら
記
事
を
選
ん
で
編
纂
（
享
保
18
年

〈
１
７
３
３
〉）
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
中

で
一
番
後
ろ
の
19
巻
・
20
巻
が
「
上
田
軍

記
」
の
上
下
で
す
。（
11
巻
か
ら
20
巻
ま

で
は
原
本
の
所
在
が
不
明
で
す
が
）「
上

田
軍
記
」
は
中
身
が
楽
し
い
の
で
（
松
代

藩
士
の
手
を
経
て
）
広
く
県
下
各
地
に

写
本
が
流
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
『
滋

野
通
記
』（
真
田
町
信
綱
寺
蔵
、
松
代

藩
真
田
家
の
家
記
の
一
つ
。
寛
政
７
年

〈
１
７
９
５
〉）
は
独
立
し
た
史
書
で
す
。

な
お
、
つ
い
で
な
が
ら
『
真
田
家
御
事
蹟

稿
』（
天
保
14
年
〈
１
８
４
３
〉）
と
い
う

家
記
は
「
こ
の
書
物
（
史
書
）
に
は
こ
う

い
う
内
容
が
書
い
て
あ
る
」
と
記
述
が
あ

り
、
典
拠
と
す
る
書
物
の
全
体
を
見
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
ポ
イ
ン
ト
・
ポ

イ
ン
ト
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

上
田

市
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
で
「
上
田
軍
記
」

の
全
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
落
語

家
の
立
川
談
慶
さ
ん
が
読
み
上
げ
て
く
れ

る
ブ
ラ
ウ
ザ
も
あ
り
ま
す
。
関
連
す
る
史

跡
の
写
真
も
載
っ
て
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し

か
っ
た
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 
上
田
市
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー   

http://m
useum

.um
ic.jp/uedagunki/

【
７
】
石
田
三
成
方
か
ら
の
密
書
が
届
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
７
百
㎞
も
あ
る

距
離
を
何
で
移
動
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

堀
内
：
新
幹
線
も
な
け
れ
ば
、
自
動
車
も

な
い
時
代
で
す
。
馬
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
も
の
（
密
書
）

が
運
ば
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
途
中
で
ど

ん
な
こ
と
に
な
る
か
も
わ
か
ら
な
い
訳
で

大
変
な
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
き
っ

と
馬
で
運
ば
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

【
８
】
今
年
の
５
月
７
日
で
信
繁
の
４
百

年
目
の
節
目
に
あ
た
り
ま
す
。
私
事
で
す

が
、
妻
が
仙
台
出
身
で
す
。
妻
に
よ
る
と
、

信
繁
の
子
ど
も
が
伊
達
政
宗
に
引
き
取
ら

れ
て
い
た
経
緯
が
あ
る
の
で
、
仙
台
で
は

真
田
家
は
尊
敬
さ
れ
「
真
田
家
は
本
当
の

武
将
、
戦
国
時
代
の
武
将
の
中
の
武
将
で

あ
る
」
と
い
わ
れ
、
小
学
校
か
ら
真
田
の

こ
と
は
学
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

西
入
：
今
日
は
「
戦
に
お
け
る
民
衆
」
と

い
う
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
、
堀
内
さ
ん
に

貴
重
な
検
地
帳
の
写
し
を
見
せ
て
い
た
だ

き
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
戦
い
と

い
う
と
武
将
の
活
躍
に
目
が
い
き
が
ち
で

す
が
、
民
衆
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

た
の
か
と
い
う
視
点
を
持
つ
こ
と
で
、
戦

い
に
対
す
る
見
方
の
幅
が
広
が
る
よ
う
に

思
い
ま
し
た
。
今
日
は
堀
内
さ
ん
に
非
常

に
有
意
義
な
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
サ
ロ
ン
ト
ー
ク
終
）



真田父子犬
いぬ

伏
ぶし

密談図
作：佐藤雪洞

　「東、徳川方か、西、大坂方か」、右は真田昌幸、
相向かいはその長男信幸（信之）、その間で下
を向いてじっと聞いている次男信繁（幸村）。
　慶長 5年（1600）の関ヶ原の合戦に際し、真
田氏は父子兄弟が東西に分かれて戦った。昌
幸と信繁は西軍に味方し上田に籠

ろう

城し徳川軍
の攻撃を受けることになったが、信繁の兄、
信幸は徳川方についた。この図は上杉景勝征
伐の軍に従っていた昌幸が下

しも

野
つけ

国犬伏（栃木
県佐野市）で石田三成からの密書を受け、東
西両軍のどちらにつくか協議している場面。
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ようこそ、
「ブックカフェつつじ」へ

　「つつじ」は上田駅の正面にある駅前ビル
パレオ４階の上田情報ライブラリー「ことば
の繭ホール」にて営業しています。
　メニューは挽きたてのコーヒー、烏龍茶、
紅茶、ジュース、それにトースト。トースト
と飲み物のセットも好評です。
　運営しているのはＮＰＯ法人上田図書館倶
楽部。図書館の中にある喫茶店は全国でもめ
ずらしいそうです。
　この冊子を手にとった皆さんも、上田駅を
降りたら、まず、情報ライブラリーで真田に
関する情報を、そして、つつじで美味しいコー
ヒーを味わってみませんか。スタッフ一同、
おもてなしの精神でお待ちしております。

リーフレット内の資料について
　今回のサロントークの中で資料の内容
は上田情報ライブラリー「ことばの繭
ホール」にある「ブックカフェつつじ」
にて閲覧できます（サロントークで使わ
れた資料のコピー）。閲覧を希望される
方はスタッフへお声をお掛けください。
　図書館倶楽部ホームページのサロン
トーク in 真田丸のコーナーに上田情報
ライブラリー、上田市立博物館のリンク
リストを用意しました。ご活用ください。

上田城跡

←長野

←別所温泉

軽井沢→

東京→

池波正太郎
真田太平記館

上田駅
お城口（出口）

温泉口（出口）

千曲川

上田情報
ライブラリー

（駅前ビル
  パレオ４階）

しなの鉄道・北陸新幹線

上田電鉄 別所線
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