
「逆井城」さかさいじょう 茨城県坂東市逆井１２６１

関東の覇者北条家最前線の城

そこは戦国時代！復元「逆井城」⾼さ11ｍの⽮倉の上は恐怖？有名ロケ地北条家のお城を紹介



 
現
代
に
よ
み
が
え
�
た
戦
国
の
城
︑
茨
城
県
に
あ

る
逆
井
城
で
す
︒
外
か
ら
そ
の
姿
を
眺
め
る
だ
け
で

な
く
中
の
様
⼦
も
⾒
る
こ
と
も
で
き
る
の
が
ス
ゴ
イ

で
す
︒
⾼
さ
⼗
⼀
ｍ
を
超
え
る
井
楼
⽮
倉
に
も
登
る

こ
と
が
で
き
︑
当
時
の
兵
⼠
た
ち
の
気
分
を
味
わ
う

こ
と
が
で
き
ま
す
︒
逆
井
城
は
︑
平
成
に
な
�
て
始

ま
�
た
﹁
中
世
城
郭
復
元
の
先
駆
け
﹂
と
し
て
有

名
︒
当
時
﹁
お
城
の
再
建
﹂
と
い
う
と
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
�
ト
製
が
定
番
︒
そ
れ
を
戦
国
時
代
⾵
に
︑
し
か

も
⽊
造
で
の
再
建
に
踏
み
切
る
と
は
︑
ず
い
ぶ
ん
思

い
切
�
た
こ
と
を
し
た
も
の
で
す
︒
そ
の
お
か
げ
で

あ
ち
こ
ち
に
同
じ
よ
う
な
城
が
再
建
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
︑
私
の
よ
う
な
城
好
き
が
よ
り
楽
し
め
る
よ
う

に
な
�
た
の
で
す
︒
当
時
の
発
案
者
に
お
礼
を
⾔
い

た
い
く
ら
い
で
す
︒

本
格
的
な
﹁
お
城
の
再
建
﹂

 
広
く
⽥
ん
ぼ
に
な
�
て
い
る
の
が
昔
の
沼
︒
当
時

は
ず
�
と
⽔
で
満
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
こ
ち
ら
に

⾯
し
た
側
に
あ
�
た
の
が
城
の
中
⼼
﹁
⼀
曲
輪
﹂
︒

城
主
の
館
な
ど
が
あ
�
た
の
で
し
�
う
︒
端
の
⽅
に

⼟
塁
の
⾼
ま
り
が
残
�
て
お
り
︑
⼩
さ
な
⾨
が
再
建

さ
れ
て
い
ま

城
の
⼀
番
奥
へ

⾒学のポイント

１�戦国時代をイメージし再建された櫓は必⾒

２�井楼⽮倉の上に登って兵⼠気分を味わう

３�時間があれば⼀曲輪の⼟塁と堀を⾒る

城跡の様子は？

　公園として整備されているので見学はとてもし
やすいです。起伏はほぼ無くスニカーでOK。一曲
輪周辺には空堀を渡る程度の坂道があります。再
建建物のすぐそばに説明看板が設置されていま
す。櫓、御殿（主殿）内部は無料で見学すること
ができますが、時間帯によっては閉まっているこ
とがあります。トイレは公園内、一曲輪手前にあ
ります。
　駐車場は公園のすぐ近く。無料で利用すること
ができます。

各所にある説明看板→

左　二層櫓の二階部分。怪しい雲が出てきて戦国の
雰囲気が増した写真が撮れました。
上　井楼矢倉　下から見上げると震える高さです。
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逆井城はそれほど高くない台地の端にありました。北側の広くへこんでいるところは昔大きな沼があった場所。西側に
は人工的に水を引き入れた入江のようなものがあり、城の防御だけでなく物資の運搬にも使われていたと考えられてい
ます。戦国時代の逆井城は周りを水に囲まれた要害の地にあったのですね。

す
︒
曲
輪
を
囲
む
堀
の
跡
を
歩
く
と
曲
が
�
て
い
る

の
が
わ
か
り
ま
す
︒
側
⾯
攻
撃
の
た
め
の
⼯
夫
で
す

ね
︒
他
に
﹁
⼆
重
⼟
塁
﹂
︵
内
側
が
外
側
よ
り
⾼
く

な
�
て
い
る
⼟
塁
︶
の
跡
が
あ
り
ま
す
の
で
︑
是
⾮

⾒
て
く
だ
さ
い
︒

逆井城は⽔に囲まれた城だった？

逆井城●

沼

北
条
⽒
繁
に
よ
る
⼤
改
修

 
本
丸
の
⼿
前
に
は
⾺
出
か
な
？
と
思
わ
れ
る
防
御

施
設
の
跡
が
あ
り
ま
す
︒
現
地
案
内
看
板
に
よ
る

と
︑
す
ぐ
そ
こ
の
柵
が
あ
る
あ
た
り
に
向
か
�
て
橋

が
つ
な
が
�
て
お
り
︑
⼀
度
こ
の
空
間
に
⼊
�
て
か

ら
奥
の
曲
輪
に
進
ん
で
い
�
た
の
で
し
�
う
︒
四
⾓

い
形
を
し
て
い
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
︒

 
こ
こ
に
は
も
と
も
と
地
元
の
豪
族
に
よ
る
⼩
さ
な

城
が
あ
�
た
の
で
す
が
︑
関
東
の
覇
者
北
条
⽒
の
城

と
な
�
て
か
ら
⼤
規
模
改
修
が
⾏
わ
れ
ま
し
た
︵
逆

井
城
か
ら
飯
沼
城
と
改
名
︶
︒
こ
の
と
き
城
将
北
条

⽒
繁
は
︑
藤
沢
か
ら
⽊
材
加
⼯
の
プ
ロ
で
あ
る
⼤
鋸

挽
︵
お
が
ひ
き
︶
の
職
⼈
を
呼
ん
だ
と
伝
わ
�
て
い

ま
す
︒
北
条
⽒
の
領
⼟
の
端
に
位
置
す
る
逆
井
城
で

す
が
︑
戦
へ
の
備
え
か
︑
そ
れ
と
も
⼒
を
⽰
す
た
め

か
︑
か
な
り
⼒
を
⼊
れ
て
改
修
さ
れ
た
よ
う
で
す
︒

い
ち
ば
ん
の
⾒
ど
こ
ろ
再
建
櫓

⼀
曲
輪
の
外
側
︑
⻄
⼆
曲
輪
で
す
︒
こ
こ
に
逆
井

城
⼀
番
の
⾒
ど
こ
ろ
︑
復
元
建
築
物
が
並
ん
で
い

ま
す
︒
実
は
駐
⾞
場
か
ら
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ

り
︑
⾒
学
は
楽
で
す
︒
右
か
ら
﹁
⼆
層
櫓
﹂
︑

﹁
平
櫓
﹂
︑
そ
し
て
左
の
⼀
番
⾼
い
も
の
が
﹁
井

楼
⽮
倉
﹂
︒
こ
れ
ら
の
建
物
は
︑
戦
国
時
代
を
イ

メ
�
ジ
し
て
復
元
︵
想
定
復
元
︶
さ
れ
た
も
の
︒

発
掘
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
建
物
の
平
⾯
の
⼤
き

さ
に
つ
い
て
は
か
な
り
正
確
と
の
こ
と
で
す
︒
た

だ
そ
の
上
の
建
物
の
部
分
は
想
像
の
割
合
が
多
い

か
と
︒
こ
の
こ
ろ
の
建
物
の
姿
か
た
ち
を
伝
え
る

図
⾯
や
古
写
真
は
残
�
て
お
ら
ず
百
パ
�
セ
ン
ト

正
確
に
復
元
す
る
の
は
無
理
で
す
︒
た
だ
︑
逆
井

城
で
は
同
時
代
の
資
料
を
基
に
慎
重
に
復
元
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
︒
﹁
戦
国
時
代
の
城
�
て
こ
ん

な
感
じ
だ
�
た
の
だ
ろ
う
な
・
・
﹂
と
⼗
分
感
じ

さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
︒
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本⽂

現地にある案内看板。入口は左下にある橋です。上が北。田んぼが描かれているあたりは沼でした。中央の池の下が馬
出と思われる場所。四角い堀の跡が確認できます。

左が井楼矢倉。右は二層櫓。二層櫓の隣にある建物は平櫓で、物資の搬入などのため外側にも出入口があります。

⼆
層
櫓
の
内
部
は
？

 
城
に
⼊
る
橋
︒
わ
ざ
と
斜
め
に
架
か
�
て
い
る

の
は
城
内
か
ら
攻
撃
し
や
す
く
す
る
た
め
で
す

︵
筋
違
橋
︶
︒
周
り
の
塀
に
設
け
ら
れ
た
狭
間
か

ら
⼸
鉄
砲
で
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
を
想
像
す
る
と
⾜

が
⽌
ま
り
ま
す
︒
︵
橋
を
下
か
ら
⽀
え
る
柱
の
⽯

は
当
時
の
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
で

す
︒
︶

 
左
側
に
建
つ
の
が
⼆
層
櫓
︒
逆
井
城
で
い
ち
ば

ん
⼤
き
な
建
物
で
す
︒
お
寺
の
よ
う
な
建
物
︵
⼤

⼊
⺟
屋
お
お
い
り
も
や
︶
の
上
に
物
⾒
を
載
せ
た

姿
︒
壁
の
下
の
部
分
は
板
張
り
︒
⾬
が
降
�
て
も

直
接
壁
に
⽔
が
当
た
ら
な
い
よ
う
に
な
�
て
い
ま

す
︒
こ
れ
ら
の
板
も
︑
⽒
繁
が
招
い
た
職
⼈
た
ち

が
つ
く
�
た
の
で
し
�
う
︒
表
は
窓
が
多
く
︑
⼀

階
の
下
に
は
鉄
砲
⽤
の
四
⾓
い
狭
間
が
顔
を
覗
か

せ
て
い
ま
す
︒
敵
を
攻
撃
す
る
た
め
で
す
ね
︒
裏

は
窓
が
少
な
い
で
す
︒

 
櫓
の
中
に
⼊
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
⼀
階
部
分

は
広
い
空
間
︒
普
段
か
ら
戦
い
に
備
え
て
武
器
な

ど
が
置
い
て
あ
�
た
の
で
し
�
う
︒
戦
い
の
と
き

は
な
か
な
か
の
ク
ラ
ス
の
武
将
が
こ
こ
で
指
揮
を

と
�
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
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恐
怖
！
井
楼
⽮
倉

 
⼆
階
に
も
上
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
階
段
は
か

な
り
緩
い
で
す
ね
︒
こ
の
あ
た
り
は
⾒
学
の
し
や

す
さ
を
優
先
し
た
の
で
し
�
う
か
︒
最
上
階
は
外

に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
�
て
い
る
の
で
す
が
︑
私

が
⾏
�
た
と
き
は
⾵
の
せ
い
か
︑
そ
れ
と
も
時
間

の
せ
い
か
︑
扉
が
開
か
な
く
な
�
て
い
ま
し
た
︒

こ
こ
か
ら
の
景
⾊
は
⾒
た
か
�
た
の
で
す
が
︑
残

念
で
す
︒
⾒
学
は
早
い
時
間
を
お
勧
め
し
ま
す
︒

 
ハ
シ
ゴ
の
よ
う
な
形
を
し
た
井
楼
⽮
倉
︒
戦
国

時
代
に
多
く
使
わ
れ
た
タ
イ
プ
で
す
︒
役
割
は
⾼

い
場
所
か
ら
戦
い
の
状
況
を
掴
む
物
⾒
な
ど
で

す
︒
そ
の
た
め
⾼
さ
は
⼗
⼀
ｍ
を
越
え
ま
す
︒
上

か
ら
⼸
を
射
れ
ば
そ
の
威
⼒
は
倍
増
し
た
こ
と
で

し
�
う
︒

 
こ
の
⽮
倉
に
も
登
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
ぐ
る

ぐ
る
回
る
階
段
︒
頭
上
に
⾼
さ
が
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
︒
当
時
は
こ
の
よ

う
に
簡
単
に
は
登
れ
ず
︑
ハ
シ
ゴ
な
ど
を
使
�
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

正
直
怖
い
で
す
︒
⽮
倉
⾃
体
の
安
定
感
な
さ
そ
う

な
形
が
不
安
で
す
︒
突
⾵
が
吹
い
た
ら
ま
る
ご
と

倒
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
⼼
配
で
す
︵
実
際
は
井

形
に
組
ん
だ
⽊
材
を
柱
に
は
め
込
ん
で
い
て
丈
夫

な
つ
く
り
だ
そ
う
で
す
︒
︶
︒
現
代
の
建
物
な
の

で
ち
�
ん
と
⾦
属
の
筋
交
が
⼊
�
て
い
る
の
で
す

が
︑
当
時
は
登
る
だ
け
で
も
�
と
グ
ラ
グ
ラ
揺
れ

た
の
で
は
な
い
で
し
�
う
か
︒

⽮
倉
の
⼀
番
上
は
⾼
い
だ
け
あ
�
て
眺
め
は
最

⾼
︒
す
ぐ
下
に
あ
る
堀
の
中
ま
で
よ
く
⾒
え
ま

す
︒
た
だ
︑
落
下
し
た
ら
命
は
な
さ
そ
う
で
す
︒

周
り
を
囲
む
板
は
盾
を
イ
メ
�
ジ
し
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
︒
ス
ペ
�
ス
は
狭
く
︑
何
⼈
も
の
兵

⼠
が
⼸
を
放
つ
こ
と
は
で
き
な
か
�
た
の
で
し
�

う
︒
先
ほ
ど
の
⼆
層
櫓
と
⽐
べ
る
と
不
安
が
⼤
き

い
︒
私
が
兵
⼠
な
ら
井
楼
⽮
倉
へ
の
配
属
は
希
望

し
ま
せ
ん
︒
建
物
の
中
に
⾝
を
隠
し
な
が
ら
窓
か

ら
攻
撃
で
き
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
が
よ
く
わ
か

り
ま
す
︒
驚
く
の
は
こ
の
井
楼
⽮
倉
が
﹁
移
動

式
﹂
だ
�
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
︒
⾞
輪

な
ど
を
つ
け
て
必
要
な
場
所
ま
で
動
か
し
て
使
う

よ
う
で
す
︵
攻
城
兵
器
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は

多
か
�
た
︒
︶
︒
た
だ
上
に
乗
�
た
ま
ま
移
動
さ

れ
た
ら
︑
兵
⼠
た
ち
は
相
当
怖
か
�
た
と
思
い
ま

す
︒

左　井楼矢倉の上からの様子。高さ11ｍの場所からは周囲がよく見えます。真下の水堀の中までよく確認できる。これ
なら見張りをなまけない限り、敵の侵入に気づかないことはありません。ただ、上に乗ったまま移動されるのは勘弁で
す。右　二層櫓内部。外側には攻撃用に窓が多く開けられています。下側に鉄砲用の狭間もアリ。よく再現されていま
すが、それでも階段がユルイのは、やはり現代の建物だからでしょうか。
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ま
だ
あ
る
！
撮
影
ス
ポ
�
ト

 
井
楼
⽮
倉
の
裏
⼿
に
御
殿
が
⾒
え
ま
す
︒
こ
れ

は
別
の
城
に
あ
�
た
建
物
で
す
︒
⼿
前
は
関
宿
城

で
使
わ
れ
て
い
た
⾨
︒
貴
重
で
す
ね
︒
奥
の
建
物

は
堀
内
⼤
台
城
の
発
掘
調
査
結
果
を
も
と
に
再
建

さ
れ
た
主
殿
で
す
︒
⼤
台
城
は
常
陸
を
統
⼀
し
た

佐
⽵
⽒
が
築
い
た
城
で
︑
関
東
の
城
に
豊
⾂
系
の

城
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
る
興
味
深
い
時
期
の
も

の
で
す
︒
わ
ず
か
な
期
間
し
か
使
わ
れ
ず
︑
そ
の

時
代
の
様
⼦
が
と
て
も
良
く
わ
か
る
城
の
跡
だ
�

た
で
す
が
︑
残
念
な
が
ら
⼭
ご
と
消
失
し
て
し
ま

い
ま
し
た
︒
ま
�
た
く
別
の
逆
井
城
に
再
建
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
少
し
複
雑
な
気
持
ち
に
な

り
ま
す
が
︑
そ
の
姿
を
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
︒

 
逆
井
城
で
の
お
す
す
め
は
撮
影
︒
⾞
を
停
め
て

す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
︑
⼤
河
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
建
物

が
並
ん
で
い
る
場
所
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
︒

私
の
ほ
か
に
も
熱
⼼
に
撮
影
さ
れ
て
い
る
⽅
も
い

ま
し
た
の
で
︑
好
き
な
⽅
な
ら
⼀
⽇
中
楽
し
め
る

と
思
い
ま
す
︒

左　移築された関宿城の門。朱塗りがカッコいいです。
右　堀内大台城の復元御殿。常陸の覇者佐竹氏が豊臣大名として上方の城造り要素を取り入れた、関東で最高クラスの
お城。佐竹氏が秋田に転封になるまでのわずかな期間しか使われず、絶対的年代を確認することができる超貴重な城跡
でしたが、現在は山ごと削られ消失。御殿は発掘調査結果を基に再建され、内部も見学できるようになっています。

　駐車場から西側に回って井楼矢倉を外側から
撮影。その後、二層櫓の側にある橋から入城。
内部などを見学します。御殿や関宿城の門はす
ぐ近くにあるので、建物中心の見学なら30分ほ
どで終わります。
　奥の1曲輪跡までは徒歩5分程度。曲輪を囲む
土塁と空堀が残っています。再建された櫓門を
くぐった先にも曲輪が広がっており、屈折した
空堀が見えます。北側に目を向けると低地が広
がっており、逆井城周辺の地形を知ることがで
きます。1曲輪櫓門下の空堀を歩くことができま
す。城の中に迷い込んだ兵士の気分を味わうの
も楽しいです。
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