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麻苧の滝
あ  さ  お

名瀑探訪

麻苧の滝は、妙義山の岩間から流れ出

る水を源流とした碓氷川の支流にある

滝で、全部で７つあります。そのうち落

差が約40メートルあるのが父滝です。

断崖から麻の簾を垂らしたような飛瀑

から「麻苧の滝」と名づけられたそうで

す。この滝は、古くから山岳信仰の修験

場として知られ、山中には数多くの石仏

が散在しています。信越本線や国道18

号線からも近く、増水時の雄大さは見

ごたえ十分とのことです。滝の場所は横

川の「碓氷峠文化村」脇の碓氷川対岸

で、「麻苧の滝自然公園」として整備され

ており、手軽に滝めぐりができます。

あさお

碓氷湖
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慶
長
十
九
年（
一
六
一
四
）十
月
九
日
、九
度

山
か
ら
大
坂
へ
向
か
っ
た
真
田
幸
村（
信
繁
）

は
、打
倒
徳
川
の
た
め
同
道
し
た
信
州
の
浪
人

た
ち
な
ど
百
三
十
人
の
手
勢
と
と
も
に
、夜
を

徹
し
て
行
軍
し
、高
野
街
道
の
難
所
で
あ
る
紀

見
峠
を
越
え
た
。一
行
は
河
内
長
野
、富
田
林
を

経
て
北
進
し
、後
に
夏
の
陣
の
激
戦
地
と
な
る

道
明
寺（
藤
井
寺
）、平
野
を
通
過
し
、幸
村
に

と
っ
て
因
縁
の
天
王
寺
を
経
て
、大
坂
城
に
入

城
し
た
。大
坂
城
で
は
、秀
頼
か
ら
召
募
さ
れ
た

浪
人
が
集
結
し
て
い
た
が
、そ
の
い
で
た
ち
は

い
か
に
も
む
さ
苦
し
く
、傭
兵
の
寄
せ
集
め
と

い
っ
た
感
が
強
か
っ
た
。そ
こ
に
幸
村
一
行
は

整
然
と
隊
列
を
組
ん
で
入
城
、規
律
を
保
っ
た

精
鋭
部
隊
の
自
信
と
気
力
が
み
な
ぎ
っ
て
い

た
。秀
頼
や
淀
殿
に
と
っ
て
は
、心
強
い
援
軍
の

到
着
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
幸
村
が
大
坂
城
に
入
城
し
て
着
手
し
た
の

は
、本
城
か
ら
南
の
方
向
に
張
り
出
し
た
部
分

に
、出
丸
を
築
く
こ
と
だ
っ
た
。大
坂
城
は
西

に
海
、北
に
淀
川
、東
は
湿
地
と
三
方
は
敵
の

侵
入
を
阻
む
が
、南
方
は
平
坦
な
台
地
が
広
が

り
、敵
の
大
軍
は
こ
の
城
南
に
押
し
寄
せ
来
る

こ
と
は
明
白
だ
っ
た
。そ
の
攻
撃
を
防
御
す
る

前
線
基
地
と
し
て
、幸
村
は
後
世「
真
田
丸
」と

伝
え
ら
れ
る
出
丸
を
築
い
た
。こ
の
真
田
丸
、

俯
瞰
す
る
と
牛
の
舌
の
よ
う
な
形
で
、舌
の
縁

に
あ
た
る
部
分
に
は
塀
を
め
ぐ
ら
し
、敵
陣
偵

察
の
た
め
の
櫓
が
組
ま
れ
、さ
ら
に
塀
の
外
周

に
空
堀
を
掘
っ
て
三
重
の
柵
で
囲
っ
て
い
た
。

　
慶
長
十
九
年
十
一
月
十
八
日
、家
康
は
、自

軍
に
と
っ
て
有
利
な
講
和
条
件
を
引
き
出
す

こ
と
を
目
的
に
、大
坂
城
を
完
全
に
包
囲
し

た
。そ
の
数
は
豊
臣
方
兵
力
の
二
倍
に
相
当
す

る
二
十
万
と
も
い
わ
れ
、豊
臣
方
の
戦
意
を
挫

い
て
、大
坂
城
を
開
城
さ
せ
る
計
画
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
。家
康
は
前
田
利
常
に
塹
壕
を
掘

り
時
間
を
か
け
て
真
田
丸
を
攻
撃
す
る
よ
う

に
命
じ
て
い
た
。し
か
し
、家
康
の
戦
略
が
全

軍
に
行
き
届
か
ず
に
、十
二
月
四
日
、徳
川
軍

か
ら
真
田
丸
へ
の
攻
撃
が
開
始
さ
れ
、大
坂
冬

の
陣
は
火
ぶ
た
を
切
っ
た
。こ
の
攻
防
戦
は
、

塹
壕
掘
り
を
し
て
い
た
前
田
隊
の
一
部
が
、幸

村
の
挑
発
に
乗
せ
ら
れ
て
勃
発
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。真
田
丸
の
南
方
の
敵
陣
と
の
間
に
あ

る
笹
山（
篠
山
）と
呼
ば
れ
る
小
高
い
丘
が
あ

り
、こ
こ
か
ら
真
田
丸
の
城
兵
が
敵
陣
に
向
け

散
発
的
に
銃
撃
を
加
え
て
い
た
。こ
の
攻
撃
を

食
い
止
め
よ
う
と
、前
田
の
先
鋒
隊
が
密
か
に

笹
山
へ
の
侵
入
を
企
て
た
。

幸
村
、九
度
山
か
ら
大
坂
へ

大
坂
冬
の
陣
で
高
ま
る

真
田
丸
の
存
在
感

　
前
田
隊
は
奇
襲
攻
撃
を
仕
掛
け
、真
田
隊
が
潜

ん
で
い
る
笹
山
に
進
撃
し
て
み
る
と
、そ
こ
に
真

田
隊
の
姿
は
無
か
っ
た
。幸
村
は
、前
田
隊
を
お

び
き
出
そ
う
と
の
計
略
で
、笹
山
か
ら
銃
撃
し
た

の
ち
撤
退
し
て
い
た
の
だ
。前
田
隊
は
難
な
く
笹

山
を
占
拠
し
た
た
め
、そ
の
余
勢
で
さ
ら
に
進
軍

し
、空
堀
の
柵
際
ま
で
兵
を
進
め
た
と
こ
ろ
、真

田
丸
か
ら
雨
あ
ら
れ
の
ご
と
く
矢
玉
が
降
り
注

が
れ
た
。堀
を
越
え
な
け
れ
ば
敵
陣
に
銃
弾
が
届

か
ず
、損
害
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

前
田
隊
の
兵
は
何
と
か
し
て
堀
を
越
え
よ
う
と

試
み
る
が
、こ
と
ご
と
く
討
ち
取
ら
れ
た
。真
田

丸
で
の
銃
声
を
聞
き
つ
け
た
井
伊
直
孝
、松
平
忠

直
、藤
堂
高
虎
の
諸
隊
も
真
田
丸
に
向
け
進
撃
し

た
が
、空
堀
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、い
た
ず

ら
に
兵
を
失
う
こ
と
と
な
る
。こ
の
攻
撃
は
明
ら

か
に
家
康
の
戦
略
と
は
異
な
っ
て
お
り
、戦
功
を

競
う
余
り
の
暴
発
だ
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。こ

う
し
た
さ
な
か
、真
田
丸
内
で
火
薬
の
爆
発
音
が

轟
き
渡
っ
た
。徳
川
軍
の
内
通
者
が
仕
掛
け
た
爆

発
と
勘
違
い
し
た
徳
川
軍
が
、真
田
丸
に
殺
到
し

て
、さ
ら
に
被
害
は
拡
大
し
て
い
っ
た
。こ
の
爆

発
、幸
村
が
わ
ざ
と
仕
掛
け
た
と
す
る
説
も
あ

る
。空
堀
に
入
っ
た
徳
川
軍
の
兵
は
高
所
か
ら
狙

い
撃
ち
さ
れ
、松
平
隊
は
四
百
八
十
騎
、前
田
隊

は
三
百
騎
と
多
大
な
犠
牲
者
が
出
た
と
い
う
。

　
真
田
丸
の
攻
防
で
手
痛
い
打
撃
を
受
け
た

家
康
は
、堅
城
・
大
坂
城
を
陸
戦
で
攻
め
て
も

犠
牲
が
大
き
く
、優
位
な
戦
い
が
難
し
い
こ
と

を
改
め
て
痛
感
し
、作
戦
を
変
更
す
る
。堤
防

を
破
壊
し
て
川
の
流
れ
を
変
え
、城
内
へ
の
水

の
流
れ
を
乏
し
く
し
て
水
不
足
に
陥
ら
せ
る
、

地
下
か
ら
城
内
へ
通
じ
る
坑
道
を
掘
る
、籠
城

し
て
い
る
淀
殿
や
兵
を
眠
ら
せ
な
い
た
め
、毎

晩
鉄
砲
を
撃
ち
か
け
、鬨
の
声
を
あ
げ
る
な

ど
、戦
意
を
喪
失
さ
せ
る
た
め
の
策
を
次
々
と

実
行
し
た
。そ
れ
で
も
豊
臣
方
は
屈
服
せ
ず
、

膠
着
状
態
に
な
る
と
、家
康
は
外
国
か
ら
輸
入

し
た
最
新
式
の
大
砲
で
、天
守
閣
に
向
け
て
砲

弾
を
撃
ち
込
み
始
め
た
。淀
殿
は
、侍
女
が
砲

弾
で
吹
き
飛
ぶ
の
を
目
の
当
た
り
に
し
、つ
い

に
講
和
へ
傾
い
た
の
だ
っ
た
。

真
田
の
真
骨
頂
、

引
き
寄
せ
て
討
ち
取
る

大
砲
の
砲
撃
で

淀
殿
の
戦
意
を
挫
く

真田の抜け穴
三光神社にある真田の抜け穴。柵でふさが
れおり中は見通せない。この一帯は真田丸が
あったとされる場所で、大坂城内に通じる抜
け穴といわれている。抜け穴の上部は真田丸
に模した造りで、砲身が覗いている

真田丸顕彰碑
真田幸村が大坂冬の陣の際に築いた「真田丸」があったとされる場
所に、天王寺区が2016年2月に建立した。幅260㎝・高さ165㎝で、
大坂城石垣と同素材の岡山県犬島産の花崗岩を使用している

と
き

2016年NHK大河ドラマ「真田丸」

は、乱世の戦国時代を生き延びてい

くために、強大な武将と渡り合い、奇

策で翻弄しながら家督を守り通した

真田氏の物語です。大阪の陣では、

戦国時代最強の砦といわれる「真田

丸」を作り上げ、徳川家康を窮地に追

い込む劇的な戦を実践しました。「真

田丸」とは、真田一族の命運を託した

小舟にもたとえることができます。

『真田丸』
戦国時代の荒波を
かいくぐる真田丸

NHK大河ドラマ

三光神社の真田幸村像 決戦を前に自隊を奮い立たせようと采配を掲げている

日本一の兵  家康を追い詰め、語り継がれる武勇日本一の兵  家康を追い詰め、語り継がれる武勇

真田幸村 戦国時代最後の決戦

０３ ０２

大
坂
冬
の
陣

真
田
幸
村（
信
繁
）画
像

豊
臣
秀
頼
像 

（
玉
造
稲
荷
神
社
）

大坂城　慶長20年（1615）５月、大坂城は炎上し、秀頼と淀殿は自害して豊臣家は滅
亡した。現在の大坂城は昭和6年（1931）に大阪市民の寄付により鉄筋コンクリートで
建造されたもの。天守閣の内部は８階建ての展示施設で、大坂の陣の展示室もある



　
徳
川
と
豊
臣
の
和
睦
の
交
渉
は
、慶
長
十
九

年（
一
六
一
四
）十
二
月
十
九
日
に
基
本
的
な

合
意
に
達
し
た
。和
睦
の
条
件
と
し
て
豊
臣
方

は
、一
、籠
城
し
た
浪
人
を
と
が
め
な
い
こ
と
、

二
、秀
頼
の
所
領
は
現
状
維
持
に
す
る
こ
と
、

三
、淀
殿
は
人
質
と
な
ら
な
い
こ
と
、四
、秀
頼

が
大
坂
城
を
出
る
時
は
、希
望
す
る
場
所
に
国

替
え
で
き
る
こ
と
、五
、秀
頼
に
対
し
嘘
は
つ

か
な
い
こ
と
、の
五
項
目
を
示
し
、そ
れ
に
対

し
て
徳
川
方
は
大
坂
城
の
二
の
丸
、三
の
丸
の

破
却
と
、外
堀
の
埋
め
立
て
を
条
件
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、慶
長
二
十
年
一
月
、家
康
は
和
睦

の
条
件
に
は
無
か
っ
た
内
堀
の
埋
め
立
て
を

強
行
し
、大
坂
城
は
城
と
し
て
の
防
御
機
能
を

失
っ
て
し
ま
う
。家
康
に
と
っ
て
は
、豊
臣
方

が
籠
城
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る

こ
と
が
真
の
狙
い
で
あ
っ
た
。講
和
成
立
後
か

ら
約
三
か
月
後
の
慶
長
二
十
年
三
月
十
五
日
、

家
康
は
豊
臣
方
に
謀
反
の
疑
い
あ
り
と
言
い

が
か
り
を
つ
け
、秀
頼
が
大
坂
城
を
出
て
大
和

（
奈
良
県
）か
伊
勢（
三
重
県
）に
国
替
え
せ
よ

と
、講
和
条
件
を
無
視
し
た
無
理
難
題
を
突
き

付
け
る
。豊
臣
方
が
こ
れ
を
拒
否
し
、両
軍
は

再
び
激
突
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
幸
村
が
、秀
頼
へ
の
恩
義
に
報
い
な
お
か
つ

豊
臣
家
が
生
き
残
る
道
は
、恭
順
策
を
進
言
す

る
こ
と
だ
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。し

か
し
、幸
村
が
大
坂
城
内
で
豊
臣
の
重
臣
を
差

し
置
い
て
、秀
頼
に
重
要
な
政
策
を
献
じ
る
立

場
に
無
い
の
も
明
ら
か
だ
っ
た
。秀
頼
に
恭
順

を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
大
野
治
長
は
、城

内
の
主
戦
派
か
ら
襲
わ
れ
重
傷
を
負
っ
て
お

り
、幸
村
が
恭
順
派
に
転
じ
れ
ば
命
を
狙
わ
れ

る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　
幸
村
は
、徳
川
軍
と
ど
の
よ
う
に
戦
う
か
を

思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。籠
城
策

は
と
れ
な
い
た
め
、野
戦
と
な
る
の
は
免
れ
な

い
。そ
の
場
合
、兵
の
少
な
い
豊
臣
方
は
苦
戦

す
る
の
は
必
至
だ
が
、家
康
さ
え
討
ち
取
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、徳
川
方
に
味
方
し
て
い
た
大

名
も
、豊
臣
方
に
寝
返
っ
て
く
る
可
能
性
は
大

い
に
あ
り
得
る
。

　̶̶

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
記
録
に
は
、「
家

康
が
死
ぬ
と
後
を
継
ぐ
秀
忠
は
滅
び
る
だ
ろ

う
、秀
忠
は
大
名
た
ち
に
嫌
わ
れ
て
い
る
た
め

政
権
を
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
」な
ど
と
す
る
記

述
が
あ
る
。̶̶

　
幸
村
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
家
康
の
首
を

取
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
抜
い
た
。家
康

に
迫
る
作
戦
を
立
て
る
時
に
最
大
の
障
害
に

な
る
の
は
、寄
せ
集
め
の
浪
人
た
ち
が
作
戦
通

り
に
動
く
保
証
が
無
い
こ
と
だ
っ
た
。功
名
心

に
は
や
り
、身
勝
手
な
行
動
が
起
き
れ
ば
、作

戦
の
遂
行
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。そ
れ
で

も
幸
村
は
、唯
一
無
二
の
策
と
し
て
、家
康
本

陣
に
標
的
を
絞
り
勝
負
を
か
け
る
こ
と
と
し
、

内
堀
を
埋
め
ら
れ
、防
御

機
能
を
削
が
れ
た
大
坂
城

道
明
寺
の
戦
い

後
藤
又
兵
衛
の
奮
戦

主
戦
か
恭
順
か
、

心
揺
れ
る
幸
村

最
後
の
決
戦
に
挑
む
の
だ
っ
た
。

　
大
坂
城
内
で
は
、徳
川
軍
と
一
戦
交
え
る
べ

き
と
す
る
主
戦
論
が
台
頭
し
て
い
た
。慶
長
二

十
年
四
月
四
日
、家
康
は
駿
府
城
を
出
発
し
、

「
兵
糧
は
三
日
分
で
よ
い
」と
早
期
決
着
で
の
勝

利
を
予
想
し
て
い
た
と
い
う
。慢
心
す
る
家
康

の
隙
を
狙
い
、幸
村
の
奇
策
が
実
行
に
移
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。そ
し
て
同
じ
日
、秀
頼
は
軍

議
の
席
上
で「
敵
来
た
ら
ば
合
戦
し
討
ち
死
に

せ
ん
と
思
う
な
り
」と
宣
言
し
た
と
い
う
。こ
の

秀
頼
の
決
意
が
幸
村
の
心
を
奮
い
立
た
せ
た
。

徳
川
方
は
約
十
万
、豊
臣
方
は
五
万
と
戦
国
最

後
の
大
戦
・
大
坂
夏
の
陣
の
戦
端
が
開
か
れ
た
。

　
豊
臣
方
は
、大
和
か
ら
河
内
平
野
に
抜
け
る

直
前
の
道
明
寺
付
近
に
布
陣
し
、こ
こ
か
ら
侵

入
し
て
く
る
東
軍
を
各
個
撃
破
す
る
作
戦
を

立
て
た
。五
月
五
日
、後
藤
又
兵
衛
が
道
明
寺

方
面
で
決
戦
を
挑
む
こ
と
に
決
ま
り
、出
陣
の

準
備
に
入
っ
た
。大
軍
と
い
っ
て
も
、進
路
に

狭
い
道
が
あ
れ
ば
隊
列
を
縦
に
し
て
行
軍
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
れ
を
出
口
で
攻
撃
す

れ
ば
、勝
利
す
る
可
能
性
が
高
く
、敵
に
大
き

な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か

し
、こ
の
作
戦
は
内
通
者
に
よ
り
家
康
の
耳
に

入
っ
て
お
り
、徳
川
軍
は
既
に
隘
路
を
抜
け
、

道
明
寺
の
東（
国
分
）に
陣
を
敷
き
、待
ち
構
え

て
い
た
の
で
あ
る
。豊
臣
軍
は
、徳
川
軍
が
既

に
道
明
寺
付
近
に
布
陣
し
て
い
る
こ
と
を
知

ら
な
い
で
い
た
。

　
当
初
の
予
定
で
は
、後
藤
軍
に
続
く
真
田

軍
、毛
利
軍
が
藤
井
寺
で
合
流
し
、道
明
寺
へ

向
か
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、真
田･

毛
利
軍
ら

は
濃
霧
に
阻
ま
れ
て
行
軍
が
遅
れ
到
着
が
大

幅
に
ず
れ
込
む
。後
藤
軍
は
、徳
川
軍
の
戦
闘

準
備
が
で
き
る
の
を
恐
れ
、待
ち
切
れ
ず
に
独

自
に
応
神
天
皇
陵
に
布
陣
し
た
。

　
翌
日
の
朝
に
、後
藤
軍
は
徳
川
軍
が
布
陣
す

る
国
分
に
面
し
た
小
松
山
に
進
ん
で
戦
備
を

整
え
て
、一
斉
に
攻
撃
を
加
え
、松
倉
重
政
、奥

田
忠
次
軍
に
大
打
撃
を
与
え
た
。し
か
し
、伊

達
政
宗
が
後
藤
軍
を
側
面
か
ら
攻
撃
し
た
た

め
、後
藤
軍
は
小
松
山
か
ら
撤
退
。又
兵
衛
が

戦
死
し
、後
藤
軍
は
総
崩
れ
と
な
っ
た
。

　
よ
う
や
く
薄
田
兼
相
が
到
着
し
徳
川
軍
を

迎
撃
す
る
が
、あ
え
な
く
兼
相
は
戦
死
し
て
し

ま
う
。幸
村
が
到
着
し
た
時
に
は
、主
力
部
隊

の
主
将
は
既
に
戦
死
し
て
お
り
、徳
川
軍
の
攻

撃
を
ま
と
も
に
受
け
て
も
勝
ち
目
は
な
い
と

判
断
し
、退
却
を
決
断
し
た
。

心眼寺
真田幸村・大助父子を祀る。元和八年（1622）に父子の冥福を祈るために建立
されたため、山号は真田山、寺紋は六文銭になっている。この地は真田丸の中
心部と推定されており、門前には「真田幸村出丸跡」の碑が建つ

道明寺合戦記念の碑

志紀長吉神社
幸村が道明寺の戦いから退却する際に、軍旗や刀剣を奉納
して戦勝を祈願したとの言い伝えが残る神社

しきながよし

大阪市平野区

全興寺
幸村が仕掛けた地雷が樋尻口地蔵堂で爆発し、地蔵の首が全興寺まで飛ん
だといわれ、「首の地蔵尊」として祀られている

平野郷樋尻口門跡 大坂に向け進軍する徳
川家康が平野周辺で休憩をとると幸村は予測
し、この場所に地雷を仕掛けたといわれている

大坂の陣史跡茶臼山のモニュメント
茶臼山は、大坂の陣の重要な舞台で、慶長19年（1614）11月
からの大坂冬の陣では、徳川家康の本陣となり、翌年5月の
夏の陣では、真田幸村勢の本陣となった

大坂城真田幸村勇戦之図 （部分） 〔上田市立博物館蔵〕
中央に描かれた幸村の左右には大熊備前、三好青海入道らの名があり、向
かって右の馬上には幸村の息子・大助の姿がある

大坂夏の陣

真田幸村出丸城跡

全興寺

安藤正次墓所

願正寺
樋尻口地蔵堂

平野郷樋尻口門跡

至：志紀長吉神社

樋尻橋

大念佛寺

地
雷
を
仕
掛
け
る
奇
襲
攻
撃―

平
野
郷
の
戦
い―

道
明
寺
の
戦
い
で
敗
れ
た
幸
村
の
豊
臣

軍
は
、大
坂
城
へ
向
か
う
家
康
を
平
野

（
現
在
の
大
阪
市
平
野
区
）で
待
ち
伏
せ
、

地
雷
を
仕
掛
け
た
と
い
う
。
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大阪城

本町橋　

円珠庵

安居神社

一心寺

茶臼山

四天王寺庚申堂

四天王寺

増幅寺

心眼寺

三光神社

玉造稲荷神社

真田丸顕彰碑

　
道
明
寺
の
合
戦
の
敗
戦
に
よ
り
後
藤
、薄
田

ら
の
将
を
失
い
、若
江･

八
尾
の
合
戦
の
敗
戦

で
木
村
重
成
を
失
う
と
い
う
痛
手
を
被
っ
た

豊
臣
軍
は
、か
な
り
厳
し
い
戦
い
を
強
い
ら
れ

た
。戦
況
を
転
換
さ
せ
る
に
は
、家
康
の
首
を

と
る
こ
と
が
不
可
欠
と
幸
村
は
固
く
決
心
し

た
こ
と
だ
ろ
う
。家
康
の
本
陣
は
、幸
村
の
全

面
を
阻
ん
で
い
る
越
前
軍
一
万
三
千
の
後
方

に
あ
っ
た
。幸
村
は
家
康
に
狙
い
を
定
め
、真

田
隊
と
加
勢
し
た
毛
利
隊
は
、一
丸
と
な
っ
て

越
前
軍
を
か
き
分
け
て
突
撃
を
開
始
し
た
。ま

た
、幸
村
は
自
軍
の
士
気
を
高
め
る
た
め
に
、

秀
頼
の
出
馬
を
要
請
し
た
が
、側
近
の
反
対
で

受
け
入
れ
ら
れ
ず
、真
田
・
毛
利
隊
は
孤
軍
奮

闘
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
真
田･

毛
利
隊
は
越
前
軍
の
攻
撃
を
か
わ
し

な
が
ら
果
敢
に
突
き
進
み
、つ
い
に
家
康
を
守

護
す
る
旗
本
の
一
団
と
対
峙
し
た
。真
田
隊
は

激
し
い
戦
闘
を
繰
り
返
し
、そ
の
勢
い
に
陰
り

が
見
え
て
き
た
が
、幸
村
は
劣
勢
を
跳
ね
返

し
、あ
き
ら
め
ず
に
決
死
の
突
撃
を
繰
り
返

す
。真
田
軍
の
勇
猛
果
敢
な
猛
攻
を
受
け
、家

康
の
旗
本
は
攻
撃
を
避
け
よ
う
と
後
ず
さ
り

し
な
が
ら
防
戦
す
る
が
、つ
い
に
家
康
の
馬
印

が
引
き
倒
さ
れ
る
と
い
う
異
常
事
態
と
な
っ

た
。圧
倒
的
優
勢
な
は
ず
の
徳
川
軍
が
、わ
ず

か
三
千
騎
余
り
の
真
田
隊
に
追
い
詰
め
ら
れ
、

窮
地
に
立
た
さ
れ
る
と
は
悪
夢
以
外
の
何
物

で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。家
康
の
戦
い
の
歴

史
で
馬
印
が
倒
さ
れ
た
の
は
、三
方
ヶ
原
以
来

で
あ
り
、そ
の
屈
辱
は
計
り
知
れ
な
い
。こ
の

ま
ま
幸
村
の
追
撃
を
食
い
止
め
ら
れ
ず
に
討

ち
取
ら
れ
よ
う
も
の
な
ら
、徳
川
の
威
信
は
地

に
落
ち
る
。そ
の
最
悪
の
事
態
を
回
避
す
る
た

め
に
も
、こ
こ
で
腹
を
切
っ
た
ほ
う
が
ま
だ
ま

し
だ
、と
家
康
は
覚
悟
を
決
め
た
と
い
う
が
、

側
近
が
必
死
に
説
得
し
て
、ど
う
に
か
思
い
と

ど
ま
っ
た
そ
う
だ
。幸
村
に
よ
る
決
死
の
突
撃

は
、家
康
に
死
を
覚
悟
さ
せ
る
ほ
ど
凄
ま
じ

く
、「
真
田 

日
本
一
の
兵
」と
言
わ
し
め
た
所

以
で
あ
る
。

　
家
康
の
首
ま
で
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
肉
薄
し
た
幸
村
だ
っ
た
が
、多
勢
の
徳
川
軍
が

よ
う
や
く
体
制
を
立
て
直
し
、真
田
隊
に
次
々
と

襲
い
か
か
る
。勢
い
を
失
っ
た
真
田
隊
は
大
半
の

兵
を
失
い
、幸
村
は
家
康
の
首
に
届
か
ず
、無
念

の
退
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
混
乱
に
陥
っ
た
徳
川
軍
本
陣
で
は
、自
軍
の

別
同
部
隊
か
ら
の
加
勢
を
得
て
勢
い
を
盛
り

返
し
、弱
体
化
し
た
真
田
隊
を
追
い
詰
め
、形
成

を
逆
転
さ
せ
た
。か
ろ
う
じ
て
切
腹
を
思
い
と

ど
ま
っ
た
家
康
は
、声
を
か
ら
し
て
総
攻
撃
を

命
じ
る
。動
揺
し
て
い
る
徳
川
軍
の
虚
を
突
く

の
は
こ
の
場
面
し
か
無
い
こ
と
を
わ
か
っ
て

い
る
幸
村
は
、再
度
秀
頼
に
出
馬
を
要
請
し
た

が
、そ
の
願
い
は
実
現
せ
ず
、豊
臣
軍
は
敗
走
し

て
い
く
。決
死
の
突
撃
で
手
傷
を
負
っ
た
幸
村

は
、安
居
天
神
の
近
く
の
畦
で
手
当
て
を
し
て

引
き
倒
さ
れ
る
家
康
の
馬
印

い
る
所
を
、越
前
兵
士
の
槍
に
刺
さ
れ
、無
念
の

最
期
を
遂
げ
た
。家
康
の
首
に
あ
と
一
歩
と

迫
っ
た
真
田
幸
村
。そ
の
神
が
か
り
的
な
活
躍

は
、後
世
に
語
り
継
が
れ
、今
も
色
あ
せ
る
こ
と

は
な
い
。 （
参
考
資
料：「
大
坂
の
陣 

そ
の
と
き
一
心
寺
は
」） 

家
康
に
肉
薄
し
、力
尽
き
る

安
居
神
社

一
心
寺
か
ら
国
道
25
号
線
を
挟
ん
で
向
か
い
に
あ
る

「
安
居
神
社
」。大
阪
夏
の
陣
で
真
田
幸
村(

真
田
信
繁)

が
討
死
し
た
場
所
と
さ
れ
て
い
る

さ
な
だ
松

真
田
幸
村
像
の
後
方
に
見
え
る
松「
さ
な
だ
松
」の
下
で
、

幸
村
は
力
尽
き
た
と
さ
れ
る（
安
居
神
社
）

一心寺の山門
出迎えるのは、ダイナミックなブロンズの仁王像。武器を持たず
素手で勇猛果敢に悪者を退治する様を表現している。彫刻家・神
戸峰男氏の作品

真田の抜け穴
一心寺の境内にある「真田の抜け穴」と伝わる井戸跡

つ
わ
も
の

や
す
い

ぞんむどう

家
康
大
仁
村
難
戦
の
図 〔
上
田
市
立
博
物
館
蔵
〕

真
田
幸
村（
左
） 

徳
川
家
康（
右
）

幸
村
に
追
わ
れ
、死
を
意
識
し
な
が
ら

単
騎
で
逃
げ
る
家
康
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る

MAP: 大阪市中央区

̶真田丸と天王寺合戦̶

一心寺の「存牟堂」
「大坂夏の陣図」屏風の複製陶板作品が展示されているほか、真田
幸村関連の資料類やポスター、書籍類などを配布・販売。「大阪の
陣」のアニメが楽しめるシアター（入場無料）も併設されている

霧降りの松跡
一心寺内にある「霧降りの松」跡。大坂夏の陣で、幸村に追い詰め
られた徳川家康がこの松の影に身を潜めたところ、霧が吹きだし
一命を取りとめたという伝説が残る

あっぱれ 真田 日本一の兵
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大坂夏の陣図屏風は、大坂夏の陣の様子を描いた紙本金地著色・六曲一双の屏
風絵。筑前福岡藩黒田家伝来で、「黒田屏風」、「黒田本」とも呼ばれる。戦国時代
最後の戦いを詳細かつ迫真の描写で描き出している。右隻は合戦の場面を、左
隻は逃げようとする敗残兵や避難民と、略奪・誘拐・首狩りしようとする徳川方の
兵士や野盗が描かれている 〔大阪城天守閣所蔵、重要文化財〕

大坂夏の陣図屏風 右隻全図
しほんきんじちゃくしょく

真田幸村
朱の幟を林立させ
赤の具足と指物で固めている

徳川家康
馬上で軍配を掲げて指揮している

井伊直孝
馬上で赤具足を
身に着けている

豊臣秀頼
金の団扇を付けた
指物から豊臣秀頼の本陣で
あることがわかるが
秀頼は楼門から
外に出ることは無かった

大坂城
落城寸前の姿が描かれている

大坂夏の陣

松
代

̶

往
時
の
面
影
残
る
城
下
町̶

松代城跡
松代城は戦国時代に武田信玄方の山本勘助によって築城された城といわれ、元々は「海津城」と呼
ばれていた。明治の廃城に伴い建物が壊されたため長い間、石垣を残すのみだった。昭和56年
（1981）建物が現存する真田邸とともに国の史跡に指定され、その後、2004年に櫓門・木橋・石垣・
土塁・堀などが復元される    ［開門時間］ 9:00 ～ 17:00

真田邸 （新御殿） 〔提供：長野県観光機構〕
江戸時代末期の元治元年（1864）に、松代藩９代藩主の真田幸教が義母
貞松院の住居として建築した。松代城跡の建築物として唯一、当時のまま
に残った貴重な建物で、間取りなどに武家屋敷の面影を色濃く残し、全国
でも数少ない御殿建築の遺構である
　［開館時間］ 9:00 ～ 17:00 (入場は16:30まで)
　［料金］ 大人…200円 ・ 小中学生…80円　［休館日］  無休

真田宝物館 〔提供：長野県観光機構〕
真田家伝来の武具、調度品、書画など大名道具など約五万点を収蔵・展示する
博物館。重要文化財「青江の大太刀」は幸村の叔父・信綱が長篠の戦いで使用し
たとされる
　［開館時間］ 9:00 ～ 17:00 (入場は16:30まで)
　［休館日］ 毎週火曜日 (祝日・年末年始を除く) くん蒸期間中 (6月最終週)
　［料金］ 大人…300円 ・ 小中学生…120円

松代藩文武学校
八代藩主幸貫が抜擢した思想家の佐久間象山の具申により計画され、嘉
永六年(1853)に完成。西洋医学や西洋砲術の教育を取り入れた

ゆきつら
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﹇
休
館
日
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長國寺 真田家の菩提寺。信之が上田城から松代城に移城した元和八年
(1622)に建立され、歴代松代藩主の墓所などがある。本尊は阿弥陀如来。
重要文化財に指定されている。長國寺内の松代藩主真田家墓所は塀に囲
まれており、歴代12人の藩主やその子女の墓がある。初代藩主・信之の霊
屋のほか、幸隆、信綱、昌幸、信之、幸村、大助らの供養碑などもある
　［見学時間］ 9:00 ～ 16:00　［休み］ 毎週水曜日・年末年始

　
真
田
信
之
は
元
和
八
年（
一
六

二
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上
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移
封
と

な
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た
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の
昌
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受

け
継
い
だ「
真
田
の
家
名
を
守
る
」

こ
と
を
常
に
考
え
、領
国
の
安
定
経

営
に
努
め
た
。真
田
氏
は
松
代
藩
主

と
し
て
幕
末
ま
で
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二
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五
十
年

に
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っ
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現
在
、松
代
エ
リ
ア
は
真
田
氏
の

城
下
町
と
し
て
整
備
が
進
み
、江
戸

時
代
の
歴
史
・
文
化
遺
産
が
数
多
く

見
ら
れ
、往
時
の
面
影
を
偲
び
な
が

ら
散
策
を
楽
し
め
る
。

真田信之は上田から松代に移封

大
坂
の
陣
以
後
の
真
田
氏

矢
沢
家
表
門

長國寺

旧松代藩鐘楼

真
田
宝
物
館

真田邸文武学校

松代城跡

上信
越自
動車
道

長野
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０８



１１ １０



１３ １２



１５ １４




