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　１１月１７日～２０日にかけて、
上野公園美化行事の一環として、市
の要請で陸上自衛隊第３３普通科
連隊による伊賀上野城高石垣の雑
木伐採作業が行われました。
　伊賀上野城の高石垣は、津藩主の
藤堂高虎が慶長１６年（１６１１）
に伊賀上野城を大改築したときに
現在の姿に改修したと伝えられて
います。
　お城周辺の東を除く三方に高く
積まれた石垣は、総延長約３２０
ｍにも及び、高さは根石より１５
間（２９．７ｍ）で、お城の石垣で
は、日本一を競う高さです。それだ
けに、この高石垣に覆い茂るシダ・
フジ・ウルシといった雑木の取り
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除きは危険を伴う作業です。
　自衛隊の皆さん（表紙写真は伊賀
市出身の３曹沢田真介さん）が高
所でのロープワークを披露し、悪
戦苦闘しながらもカマやナタ、ノ
コギリなどを使って行いました。
　お城に訪れる観光客に内堀から
そびえ立つ、生まれ変わった伊賀上
野城高石垣の荘厳なたたずまいを
見て喜んでいただけることでしょ
う。

伊賀上野城高石垣の清掃
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市
史
編
さ
ん
係
で
調
査
し
た
史
料
の
中
に
、「
京

都
に
居
ら
れ
た
時
に
来
た
手
紙
」
と
注
記
さ
れ
た
８

通
の
手
紙
が
あ
り
ま
す
。
差
出
人
は
「
采う

ね
め女

」
と
な

っ
て
お
り
、
上
野
城
代
を
勤
め
た
藤
堂
采
女
が
上
京

し
た
際
に
出
し
た
手
紙
と
思
わ
れ
ま
す
。
釆
女
の
名

前
は
何
代
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
、
手
紙
か
ら

は
何
代
目
の
采
女
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。　

　

手
紙
か
ら
采
女
の
動
き
を
追
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

２
月
５
日
夕
方
に
京
都
に
着
き
、
６
日
に
祇
園
社
、

清
水
寺
を
参
詣
。
19
日
に
大
阪
に
到
着
し
、
20
日
に

四
天
王
寺
へ
参
詣
。
24
日
か
ら
兵
庫
県
の
明
石
や
高

砂
な
ど
を
見
物
し
、28
日
に
京
都
に
戻
っ
て
い
ま
す
。

29
日
の
手
紙
で
は
２
・
３
日
の
う
ち
に
嵐
山
へ
出
か

け
る
予
定
だ
と
記
し
て
い
ま
す
。
采
女
は
ひ
と
月
ほ

ど
の
間
に
京
都
や
大
阪
の
有
名
な
寺
社
や
景
勝
地
を

回
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
名
所
を
記
し
た

今
で
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
売
ら
れ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
を
参
考
に
訪
問
先
を
決
め
た
の
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
采
女
の
旅
行
の
目
的
は
観
光
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
京
都
で
は
福
井
丹
波
守
と

三み
す
み
り
ょ
う
け
い

角
了
敬
と
い
う
医
者
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
手
紙
の

中
で
も
た
び
た
び
病
状
に
つ
い
て
伝
え
て
お
り
、
療

養
が
旅
の
目
的
だ
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
療
養
の
た
め
上
京
を
許
さ
れ
た
の
は

何
代
目
の
采
女
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代

の
武
士
が
領
地
を
離
れ
る
時
は
藩
の
許
可
が
必
要
で

し
た
。
藤
堂
藩
の
記
録
『
庁ち

ょ
う
じ
る
い
へ
ん

事
類
編
』
を
見
ま
す
と
、

文
化
11
年
（
１
８
１
４
）
１
月
10
日
に
采
女
か
ら
療

養
た
め
上
京
の
願
い
が
出
さ
れ
、
23
日
に
許
可
さ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
２
月
３
日
に

上
野
を
出
発
し
、
３
月
12
日
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
も

書
か
れ
て
い
ま
す
。
先
の
手
紙
で
見
た
采
女
の
動
き

と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、差
出
人
は
７
代
目
の
釆
女
、

藤
堂
元も

と
た
か孝
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
手
紙
は
元
孝
が
妻
に
宛
て
た
も
の
で
、

元
孝
は
病
気
が
快
方
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
も
繰
り

返
し
書
い
て
お
り
、
上
野
に
い
る
妻
を
安
心
さ
せ
よ

う
と
す
る
優
し
さ
も
う
か
が
え
ま
す
。

　
『
庁
事
類
編
』
に
は
、
家
臣
が
湯
治
の
た
め
有
馬

へ
行
く
こ
と
を
許
可
す
る
記
事
が
し
ば
し
ば
見
ら

れ
、
病
気
の
際
、
療
養
の
た
め
の
休
暇
が
取
れ
た
よ

う
で
す
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
、
武
士
の
意
外
な

く
ら
し
の
一
面
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　
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▲「上京の様子を伝える采女の手紙」
（名張市教育委員会所蔵）


