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今
年
の
冬
は
…

「
蓼た
て
科し
な
神じ
ん
社じ
ゃ
に
つ
い
て
」

　
神じ
ん
代だ
い
杉す
ぎ
と
冠か

ん
じ
ゃ
の
や
し
ろ

者
社（
野
方
神
社
）」▲蓼科神社（里宮）

　
昨
年
に
比
べ
る
と
積
雪
量
は
少
な

か
っ
た
の
で
す
が
、2
月
10
日
に
は
朝

か
ら
降
り
続
い
た
雪
が
夜
ま
で
止
ま

ず
、乗
用
車
が
す
っ
ぽ
り
隠
れ
る
位
と

な
り
、30
㎝
以
上
の
積
雪
と
な
り
ま
し

た
。幸
い
大
き
な
被
害
は
発
生
せ
ず
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。

　
1
月
〜
2
月
に
掛
け
て
は
冷
え
込
み
の
強
い
日
が
多
く
、日

中
で
も
氷
点
下
二
桁
と
い
う
日
が
続
き
ま
し
た
。そ
の
影
響
に

よ
り
、凍
結
に
関
す
る
ご
相
談
や
ご
依
頼
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。1
月
25
日
〜
26
日
に
か
け
て
、10
年
に
一
度
と
い
わ
れ
る

大
寒
波
に
見
舞
わ
れ
た
日
本
列
島
。立
科
町
で
は
マ
イ
ナ
ス

18・6
℃
を
記
録
し
、そ
の
冷
え
込
み
は
長
野
県
内
で
第
2
位
、

全
国
で
は
第
7
位
と
な
り
ま
し
た
。ち
な
み
に
最
低
気
温
全
国

1
位
は
長
野
県
の
菅
平
で
、マ
イ
ナ
ス
27
度
。6
位
ま
で
は
北

海
道
が
占
め
、続
い
て
立
科
町
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
厳
し
い
冷
え
込
み
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
が
、長
野

県
の
特
産
品
で
あ
る
寒
天
や
凍
み
豆
腐
で
す
。ピ
リ
ピ
リ
と
し

た
寒
さ
を
長
野
県
人
は「
凍
み
る（
し
み
る
）」と
表
現
し
ま
す

が
、昔
か
ら
様
々
な
方
法
で「
凍
み
」が
利
用
さ
れ
て
き
ま
し

た
。こ
の
冷
え
込
み
が
追
い
風
と
な
り
、生
産
が
順
調
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

　
冷
え
込
み
が
強
い
日
が
続
く
と
出
現
す
る
の
が
、諏
訪
湖
の

御
神
渡
り
で
す
が
、最
後
に
確
認
さ
れ
た
の
は
5
年
前
の

2
0
1
8
年
。近
年
、暖
冬
の
影
響
に
よ
り
全
面
結
氷
す
る
日

が
減
り
、御
神
渡
り
の
現
れ
な
い『
明
け
の
海
』が
増
え
て
い
ま

す
。今
年
は
全
面
結
氷
と
な
る
日
は
あ
り
ま
し
た
が
、10
℃
以

下
の
寒
気
が
続
く
こ
と
が
無
か
っ
た
た
め
、御
神
渡
り
の
出
現

は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
蓼
科
神
社
」は
県
道
40
号
の
沿
線
に
鎮
座
し

て
お
り
ま
す
。こ
の
神
社
は
里
宮
で
、本
宮
は
蓼
科

山
の
山
頂
に
あ
る「
奥
宮
蓼
科
神
社
」で
す
。祭
神

は
高た
か
み
む
す
び
の
か
み

皇
産
霊
神
。妊
婦
の
守
護
神
と
し
て
崇
敬
さ

れ
、参
拝
す
る
と
子
孫
が
繁
栄
す
る
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。

【
蓼
科
神
社（
里
宮
）が
建
造
さ
れ
た
言
い
伝
え
】

　

昔
、立
科
町
芦
田（
古
町
地
区
）に
あ
る
※1

神

代
杉
の
幹
の
頂
か
ら
三
日
三
晩
雷
光
が
放
た
れ
、

「
蓼
科
山
に
は
神
変
怪
異
が
あ
る
た
め
婦
女
の
登

山
は
禁
ず
る
。こ
こ
で
参
拝
す
る
よ
う
に
。」と
の

ご
神
託
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。当
初
は
芦
田（
野
方

地
区
）に
建
て
る
計
画
で
、村
人
総
出
で
木
を
運
ん

で
い
た
と
き
、現
在
あ
る
里
宮
の
場
所
で
突
然
重

く
な
っ
て
運
べ
な
く
な
り
、「
こ
こ
に
宮
を
立
て

よ
」と
、再
度
ご
神
託
が
あ
り
、こ
の
場
所
に
里
宮

「
蓼
科
神
社
」が
建
て
ら
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま

す
。し
か
し
、実
際
に
町
民
の
間
で
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
る
内
容
は
、山
よ
り
荷
車
に
て
移
動
中
、車
輪

が
は
ず
れ
て
し
ま
い
、こ
れ
以
上
運
べ
な
い
と
い

う
こ
と
で
現
在
の
場
所
と
な
っ
た
と
も
云
わ
れ
て

い
ま
す
。本
当
の
所
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、そ
の
よ

う
な
経
緯
が
あ
る
た
め
か
、毎
年
夏
に
立
科
町
各

地
区
に
建
て
ら
れ
る
灯
篭
の
火
は
、「
奥
宮
蓼
科
神

社
」よ
り
出
発
し
て
、ま
ず
当
初
里
宮
を
建
て
る
予

定
だ
っ
た
※2

冠
者
社（
野
方
神
社
）へ
と
巡
り
ま

す
。そ
の
後
里
宮
の
蓼
科
神
社
へ
行
き
、各
地
区
へ

と
巡
っ
て
い
く
と
の
こ
と
で
す
。

※1

★
神
代
杉（
表
紙
写
真
）

立
科
町
天
然
記
念
物
　
樹
齢
1
5
0
0
年
以
上

　

里
宮
の
御
神
木
で
蓼
科
神

社
里
宮
の
入
口
に
立
っ
て
い

ま
す
。3
度
の
火
災
を
乗
り
越

え
そ
の
た
び
不
死
鳥
の
よ
う

に
蘇
り
今
日
の
姿
が
あ
り
ま

す
。内
に
秘
め
た
生
命
力
と
も

言
え
る
よ
う
な
巨
杉
で
す
。

※2

★
冠
者
社（
野
方
神
社
）    

立
科
町
文
化
財

　
木
曽
義
仲
嫡
冠
者
義
重
の
霊
が
奉
ら
れ
て
い
ま

す
。義
重
の
家
臣
が
、部
落
の
鎮
守
神
と
し
て
奉ほ
う
祭さ
い

し
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
店
に
入
り
真
っ
先
に
目
に
飛
び
込

ん
で
き
た
の
は
、ア
ン
テ
ィ
ー
ク
調
の

お
洒
落
な
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
で
し
た
。パ

ン
屋
さ
ん
？　

そ
れ
と
も
家
具
屋
さ

ん
？　

と
も
思
わ
せ
る
よ
う
な
雰
囲
気

の
店
内
で
す
。シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
中
に

は
丁
寧
に
焼
き
上
げ
ら
れ
た
お
い
し
そ

う
な
パ
ン
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の

建
物
は
以
前
追
分
だ
ん
ご
で
知
ら
れ
た

「
か
し
わ
や
」を
、オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
青

野
さ
ん
が
、中
山
道
の
風
情
あ
る
町
並

み
や
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
、遠
く
に
見
え

る
浅
間
山
と
の
調
和
を
大
切
に
考
え
、

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
と
の
こ
と
で

す
。ま
た
、「
か
し
わ
や
」で
使
わ
れ
て
い

た
木
材
を
再
利
用
し
て
作
っ
た
と
い
う

椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
は
、ひ
と
つ
ひ
と
つ

に
趣
が
あ
り
、見
て
い
る
だ
け
で
ほ
っ

こ
り
し
ま
す
。

　

青
野
さ
ん
は
小
諸
で「
工
房
ジ
オ
・
パ

ラ
ダ
イ
ス
」と
い
う
会
社
も
営
ん
で
お

り
ま
す
が
、「
自
分
が
好
き
な
パ
ン
を
食

　

立
科
町
の
山
部
地
区
に
、古
民
家
を

利
用
し
た「
慈
風
庵
」が
昨
年
オ
ー
プ

ン
し
ま
し
た
。外
に
は
蔵
が
あ
り
、と
て

も
風
情
あ
る
お
店
で
す
。長
年
様
々
な

地
で
料
理
人
を
さ
れ
て
き
た
ご
主
人
が

作
り
上
げ
る
本
格
的
な
和
食
料
理
の

品
々
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。特

に
一
番
だ
し
に
こ
だ
わ
っ
て
お
り
、北

海
道
産
天
然
利
尻
昆
布
と
鰹
節
を
使
用

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

地
元
の
新
鮮
な
旬
の
野
菜
や
、市
場

直
送
の
鮮
魚
な
ど
を
使
い
、ひ
と
つ
ひ

と
つ
精
魂
込
め
て
丁
寧
に
作
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
お
料
理
を
通
じ
て
感
じ
ら
れ

ま
す
。

べ
た
い
」と
い
う
想
い
か
ら
、ご
自
身
で

ラ
イ
麦
を
育
て
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ

た
そ
う
で
す
。無
添
加
で
保
存
料
・
着
色

料
は
使
わ
ず
、安
心
で
安
全
な
美
味
し

さ
を
追
求
し
、美
味
し
い
パ
ン
が
あ
る

生
活
を
一
緒
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
想
い
か
ら
2
0
1
3
年
7
月

に
オ
ー
プ
ン
し
て
も
う
す
ぐ
丸
10
年
に

な
り
ま
す
。

　

噛
め
ば
噛
む
ほ
ど
に
甘
み
が
広
が
る

ラ
イ
麦
1
0
0
％
の
パ
ン
や
長
野
県
産

の
小
麦
が
主
軸
の
田
舎
食
パ
ン
、五
穀

の
入
っ
た
甘
め
の
生
地
に
た
っ
ぷ
り
粒

あ
ん
の
あ
ん
ぱ
ん
等
、麦
そ
の
も
の
の

味
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
美
味
し
い

一
歩
ベ
ー
カ
リ
ー
の

パ
ン
を
ご
賞
味
く
だ

さ
い
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

注
文
も
で
き
ま
す
。

全
国
各
地
か
ら
注
文

受
付
け
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
が
注
文
す
る「
慈
風
膳
」

は
、と
ろ
み
の
あ
る
こ
だ
わ
り
だ
し
の

あ
ん
が
か
か
っ
た
茶
碗
蒸
し
を
始
め
と

し
て
、様
々
な
種
類
の
お
料
理
を
味
わ

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

店
内
は
お
座
敷
と
縁
側
に
テ
ー
ブ
ル

が
あ
り
、奥
座
敷
で
は
座
っ
て
過
ご
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。の
ど
か
な
庭
の
景

色
を
見
な
が
ら
、ゆ
っ
く
り
と
し
た
時

間
の
流
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ま
た
、飲
み
物
の
持
ち
込
み
が
自
由

と
な
っ
て
お
り
、お
座
敷
と
合
わ
せ
て

小
さ
い
お
子
様
連
れ
の
方
も
ゆ
っ
く
り

過
ご
せ
る
よ
う
な
素
敵
な
空
間
で
す
。

Guide
住　所

▲

北佐久郡軽井沢町追分578　
　　☎

▲

0267-41-6511
営業時間

▲

10時～17時 定休日

▲

毎週水・木曜日

▲オンライン注文はこちらから！

Guide
住　所

▲

北佐久郡立科町大字山部2226-1　
　　☎

▲

0267-88-8482
営業時間

▲

昼11時～14時　夕（予約制）17時～19時30分
定休日

▲

毎週水・木曜日

▲こだわりの
　だしあん茶碗蒸し
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至 名古屋・中津川 電気自動車用
充電器有

中山道望月宿がある街

浅間神社

泉洞寺

●軽井沢町役場

●旧近衛文麿別荘
　（市村記念館）

●軽井沢病院

至 軽井沢駅

中軽井沢

中部小入口

浅間サンライン入口

中軽井沢西

軽井沢中学前

借宿東

18

18

18

1818
中軽井沢駅

信濃
追分
駅

●
●

●●

脇本陣ます屋跡 一里塚

脇本陣つた屋跡

本陣跡

●●
● ●

●

●
★

本陣跡

脇本陣油屋跡

脇本陣
甲州屋跡

脇本陣つる屋跡

道標

道標
道標

追分

追分宿

借宿

沓掛宿エリア

追分宿エリア

枡形の茶屋
つがる屋

堀辰雄
文学記念館

追分宿郷土館

諏訪神社❸

分去れの碑

至 小諸市

浅間山
至 小諸市

❹

御影用水温水路

浅間山が
左手に見える場所

★「一歩ベーカリー」
　P3をご覧ください

View Point

中山道

中山道中山
道

中山道

（北国街道）

❷❶

6

街道歩き 十九宿
 　沓掛宿

信州二十宿
　　追分宿

馬蹄を響かせ京の都に駆け上がった武将、
物産を背負いながら道なき道を汗して歩いた商人達等…

自らの人生を切り開き、必死に生きた人々に
想いを馳せることができる時間。

其の４

街道は人が生きた
歴史の道時代感じて…

5 4

１

４

３２
御
み

影
かげ

用水温水路

「浅
あさ

間
ま

神社」軽井沢町文化財指定

「泉
せん

洞
とう

寺
じ

」ユニークな名前のお地蔵さんがズラリ!!「分
わか

去
さ

れの碑
ひ

」
中山道と北国街道の分かれ道

　江戸時代、軽井沢宿・沓掛宿・追分宿の三つの宿を「浅間根腰の三宿」と呼びました。
特に中山道と北国街道の分岐点に位置した追分宿は参勤交代の対明夜善光寺参詣の
たび人等で大変賑わいました。元禄時代には旅籠屋71軒、茶屋18軒、商店28軒もあり、
とても栄えていたそうです。
　宿場町の雰囲気を今も感じられます。また、文学者たちに好まれた地でもあり、堀辰
雄文学記念館や追分宿郷土館などの資料館もあります。

　江戸から数えて十九番目の沓掛宿は浅間山の大噴火と飢饉で苦しん
だ宿場で、昭和26年（1951）の大火で宿場のほとんどが消失しました。
昭和31年（1956）には沓掛駅が中軽井沢駅に変わり、沓掛という地名も
中軽井沢になりました。今は沓掛時次郎の石碑のみが沓掛を名乗って
います。今では、中軽井沢の知名度が高く、沓掛宿という中山道の歴史
が一つ消滅した感じで少し残念です。
　中軽井沢駅の周辺には、本陣跡や脇本陣つる屋跡・脇本陣ます屋跡・
脇本陣つた屋跡そして一里塚があります。

　分去れの碑は京都へ向かう中山道と越後へ通
じる北国街道の分岐点に立っている碑です。当時
の旅人の道標となっていたもので、当時のままの
石の常夜燈も見ることができます。

　追分の分去れから小田井宿向かって1kmほど行くと、広い川が見えてきます。
　流れる水はゆっくりで水面には周囲の木々が映り込み、まるでヨーロッパの運
河を思わせるような風景です。これは『御影用水の下

した
堰
せぎ

』で、江戸時代に小諸市の
東南に位置する御影新田の稲作のため、小諸藩の柏木小右衛門が私費を投じて開
削した用水路です。

　御影用水の水源は浅間山麓の伏流水であるためとても冷たく、冷水による低温
障害を防止する目的で、昭和42年、軽井沢町追分付近に温水路が完成しました。
延長約1km、幅20m、水深20cmの温水路は、水を浅くゆっくりと流すことで、そ
の間に水温が約1.5度上昇するそうです。このおかげで小諸市南東部にある御影
新田の広大な水田に水を供給することが可能になったそうです。

　軽井沢町内最古の木造建築で、室町時代に建立された神社です。時
代を感じる木造建築の本殿のほかに、敷地内には芭蕉の句や追分け発
祥の地碑などがあります。
　神社の前を流れる川は『御影用水の上

うわ
堰
せぎ

』で、佐久平の地を潤す灌
漑用として、江戸初期に開削されたもので、各旅籠はその水を引込み、
台所や風呂場で使っていたようです。
　現在は公園のように整備されており清流の音が散策者の癒しと
なっています。

　泉洞寺は1598年に開創された古いお寺です。境内には「さあさあ手を合
わせて地蔵」「カーリング地蔵」、「おべんきょうちょっとわかんないなあ地
蔵」「さあさあ一杯やんべ地蔵」等々ここでしか見られないユニークな名前
のお地蔵様が並んでいます。
　作家、堀辰雄が生前好んで散歩したスポットとしても有名です。

本　陣…高級ホテル（ハイエンド）
脇本陣…ワンランク下のホテル
　　　　（アッパーミドル）
旅　籠…ビジネスホテル
　　　　（カジュアル）

なるほど コラム 宿場町のお宿
やど

について

追追
おいおい

分分
わけわけ

宿宿 沓沓
くつくつ

掛掛
かけかけ

宿宿

浅間神社前 御影用水上堰浅間神社前 御影用水上堰

現代でいう

45
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天
正
18
年（
1
5
9
0
年
）、

豊
臣
秀
吉
の
家
臣
日
根
野
織

部
正
高
吉
が
諏
訪
の
領
主
と

な
り
、そ
の
後
7
年
掛
か
っ

て
築
城
し
ま
し
た
。当
時
は

城
の
際
ま
で
諏
訪
湖
の
水
が

迫
り
、湖
上
に
浮
い
て
見
え

た
こ
と
か
ら
別
名「
諏
訪
の

浮
城
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、関
ヶ
原
の
戦
い

で
徳
川
軍
に
属
し
た
諏
訪
頼

水
が
藩
主
と
な
り
ま
し
た
。

　
明
治
4
年（
1
8
7
1
年
）

廃
藩
置
県
に
よ
り
封
建
制
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
城
郭
の
撤

去
が
決
定
し
、明
治
8
年

（
1
8
7
5
年
）
に
は
天
守

閣
が
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、諏
訪
住
民
の
高

島
城
に
寄
せ
る
愛
着
は
強

く
、昭
和
45
年（
1
9
7
0

年
）天
守
閣
が
復
興
さ
れ
ま

し
た
。

　
誰
で
も
気
軽
に
使
え
る

足
湯
が
あ
り
ま
す
。目
の

前
に
諏
訪
湖
が
広
が
り
、

天
気
が
良
い
日
は
北
ア
ル

プ
ス
も
見
え
ま
す
。

　
宝
永
2
年（
1
7
0
8
年
）穀

物
・
塩
問
屋
と
し
て
創
業
。諏
訪

で
こ
だ
わ
り
地
元
の
素
材
を
生

か
し
た
お
菓
子
を
作
り
続
け
て

い
る
老
舗
で
す
。「
信
濃
の
国
」

や「
お
諏
訪
ま
ん
じ
ゅ
う
」

等
の
定
番
和
菓
子
を
は
じ

め
、シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
内
に
は

ど
れ
も
お
い
し
そ
う
な
洋

菓
子
が
ず
ら
り
。中
で
も

チ
ー
ズ
ケ
ー
キ（
ア
ン
ト

ル
メ
）が
絶
品
!
諏
訪
で

チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
を
購
入

す
る
な
ら
丸
安
田
中
屋

で
…
と
い
う
ほ
ど
人
気

の
商
品
で
す
。　

開
店
は
朝
9
時
30
分
、

完
売
し
た
ら
閉
店
と
い

う
お
店
で
す
。早
朝
か
ら

手
作
り
で
大
福
餅
や
お

こ
わ
を
炊
い
て
販
売
。地

元
の
お
客
様
か
ら
大
変

愛
さ
れ
て
い
る
お
店
で

す
。い
ち
ご
大
福
・
ず
ん

だ
餅
・
豆
大
福
ど
れ
も

お
い
し
い
で
す
。そ
し
て

極
め
つ
け
が「
く
る
み

餅
」濃
厚
な
胡
桃
だ
れ
と

な
め
ら
か
な
お
餅
の
舌

触
り
!
1
個
で
は
物
足

り
ず
、2
・
3
個
は
ペ

ロ
ッ
と
食
べ
ら
れ
ち
ゃ

い
ま
す
。

除
湿
機
の
選
び
方

実
質
２
千
円
で
旅
行
し
よ
う
!!

ちょこっとおでかけ諏訪湖
エリア

諏訪湖を中心に栄えた歴史ある町。高島城周辺を散策しました。

住　　所

▲

諏訪市大字湖南北真志野6282
電　　話

▲

0266-52-1864
営業時間

▲

9時30分～売り切れ次第　定 休 日

▲

毎週月曜日

本　　店

▲

諏訪市高島3-1421- １
電　　話

▲

0266-52-5266
営業時間

▲

10時～17時　 定 休 日

▲

毎週水曜日

上諏訪駅前店

▲

諏訪市諏訪1-2-5　 電話

▲

0266-53-1260
高島第2工場

▲

諏訪市高島3-1405-1　電話

▲

0266-58-4892

高た
か
し
ま
じ
ょ
う

島
城

湖こ

畔は
ん

公こ
う

園え
ん

足
湯

住　　所

▲

諏訪市高島1-20-1
　　　☎

▲

0266-53-1173
開館時間

▲

9：00 ～17：30
　　　　　（10/1 ～3/31は
　　　　　  16：30まで）
入場料

▲

大人310円
　　　　子ども150円
休館日

▲

12/26 ～12/31
　　　　及び11月第2木曜日

丸ま
る

安や
す

田た

中な
か

屋や梅ば
い

月げ
つ

堂ど
う

　
除
湿
機
に
は
、主
に
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
方
式
と
デ
シ
カ
ン
ト

方
式
の
2
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

【
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
方
式
】

　
エ
ア
コ
ン
の
除
湿
機
能
と
同
様
に
、湿
っ
た
空
気
を
冷
却
器
で
冷
や
す
事
で
、湿
気

を
水
滴
に
し
て
排
出
す
る
方
式
で
す
。

〈
メ
リ
ッ
ト
〉

　
●
気
温
の
高
い
夏
場
に
強
い
。●
消
費
電
力
が
少
な
い
。

〈
デ
メ
リ
ッ
ト
〉

　
●
気
温
が
低
い
季
節
は
除
湿
能
力
ダ
ウ
ン
。●
運
転
音
が
大
き
い
。

【
デ
シ
カ
ン
ト
方
式
】

　
デ
シ
カ
ン
ト
素
子
と
い
う
乾
燥
剤
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
湿
気
を
吸
着
さ
せ
て
、そ
こ
に

ヒ
ー
タ
ー
を
あ
て
て
高
温
多
湿
と
な
っ
た
空
気
を
再
度
冷
や
す
事
で
、湿
気
を
水
滴
に

し
て
排
出
す
る
方
式
で
す
。

〈
メ
リ
ッ
ト
〉

　
●
気
温
の
低
い
冬
場
に
強
く
一
年
中
使
え
る
。

　
●
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
が
な
い
分
軽
量
で
コ
ン
パ
ク
ト
。

〈
デ
メ
リ
ッ
ト
〉

　
●
ヒ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
の
で
消
費
電
力
が
多
く
、部
屋
の
温
度
を
上
げ
て
し
ま
う
。

　
立
科
町
で
は
、ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
と
し
て
、特
産
品
の
他
に「
立
科

町
応
援
感
謝
券
」を
発
行
し
て
い
ま
す
。利
用
期
間
は
発
行
か
ら
2
年
と
な
っ

て
お
り
、宿
泊
施
設
や
飲
食
店
、レ
ジ
ャ
ー
や
お
土
産
等
に
お
使
い
い
た
だ
け

ま
す
。た
と
え
ば
、10
万
円
の
寄
附
を
す
る
と
、実
質
２
千
円
の
負
担
金
で
残

り
は
還
付
・
控
除
さ
れ
、返
礼
品
と
し
て
は
3
万
円
分
が
立
科
町
応
援
感
謝

券
と
し
て
発
行
さ
れ
ま
す
。利
用
対
象
施
設
も
増
え
て
お
り
ま
す
。ぜ
ひ
立
科

町
で
の
思
い
出
づ
く
り
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。立
科
町
在
住
の
方
も
立
科
町

応
援
感
謝
券
を
使
え
ま
す
の
で
、立
科
町
を
遊
び
つ
く
し
て
み
る
の
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

　
詳
し
く
は
立
科
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w

w
.tow

n.tateshina.nagano.jp/

　
～
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品

　
　
　
　「
立
科
町
応
援
感
謝
券
」
が
大
好
評
!!
～

延べ面積…381㎡
高さ…20.2m、三層
天守台…12.54m（石垣）
1階　郷土資料室
2階　高島城史料室
3階　高島城史料室・展望台

天守閣概要

▲野面積みという工法で造られている。
地盤が軟弱の為、沈下しないように大木
で組んだ筏の上に石垣を積んでいる。

▲天守閣から見える富士山

「
諏
訪
の
浮
城
」

地元でウワサ
のお店

▲立科町ホームページ

※
ふ
る
さ
と
納
税
と
は
…

　
応
援
し
た
い
自
治
体
に
寄
附
を

す
る
こ
と
で
、寄
附
し
た
金
額
の

一
部
が
所
得
税
や
住
民
税
か
ら
還

付
・
控
除
さ
れ
る
た
め
、自
己
負

担
が
少
な
く
、お
得
に
自
治
体
の

魅
力
的
特
産
品
な
ど
の
返
礼
品
が

も
ら
え
る
と
い
う
地
域
応
援
の
仕

組
み
で
す
。

　
除
湿
機
と
い
う
と
一
般
的
に
、雨
が
続
く
梅
雨
の
時
期
や
湿
気
の
高
く
な
る
夏

場
に
使
用
す
る
と
お
考
え
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、冬
場
に
発
生
す
る
結
露

対
策
に
は
デ
シ
カ
ン
ト
方
式
の
除
湿
機
が
お
勧
め
で
す
。ま
た
、コ
ン
プ
レ
ッ

サ
ー
方
式
と
デ
シ
カ
ン
ト
方
式
両
方
を
搭
載
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
の
除
湿

機
も
あ
り
ま
す
の
で
、除
湿
機
を
選
ぶ
際
に
ご
参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

寄付 返礼品

寄付 返礼品
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本
誌「
花
だ
よ
り
」
は
昭
和
49
年

（
1
9
7
4
年
）か
ら
発
行
さ
れ
、今
回

1
0
0
号
に
な
り
ま
し
た
。47
年
と
い
う

長
い
間
に
は
、た
く
さ
ん
の
お
客
様
よ
り

お
写
真
や
情
報
の
ご
提
供
を
い
た
だ
き
、

ま
た
県
内
の
お
店
の
方
々
に
は
取
材
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。時
に
は
内

容
に
関
し
て
の
ご
意
見
や
ご
指
摘
も
い

た
だ
き
大
変
有
難
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
回
1
0
0
号
が
発
行
で
き
た
の
は
、今

ま
で
お
読
み
い
た
だ
い
た
皆
様
や
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
の
お
か
げ
と

感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　
こ
の
花
だ
よ
り
は
、別
荘
の
お
客
様
に

白
樺
高
原
の
情
報
を
お
届
け
す
る
と
い

う
目
的
で
、故
安
江
介
三
郎（
信
州
リ

ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
創
業
者
）に
よ
っ
て
、

発
行
さ
れ
ま
し
た
。表
紙
の「
信
州
白
樺

高
原　
花
だ
よ
り
」の
題
名
は
安
江
介
三

郎
が
残
し
た
書
を
引
用
し
て
い
ま
す
。

　
次
々
と
時
代
は
変
化
し
、現
在
で
は
こ

ち
ら
の
情
報
を
S
N
S
等
で
収
集・発
信

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、当
初
か

ら
変
わ
ら
ず
紙
面
で
の
発
行
を
続
け
て

い
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、毎
年
本
誌
が

届
く
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
て
く
だ

さ
る
お
客
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で

す
。手
に
取
っ
て
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
読
ん

で
い
た
だ
け
る
。そ
こ
に
は
時
代
が
変

わ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と

感
じ
ま
す
。

　
故
安
江
介
三
郎
は「
お
客
様・
地
域
の

お
役
に
立
ち
た
い
」と
の
想
い
で
、42
年

前
に
信
州
リ
ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
を
創
業

し
ま
し
た
。先
代
の
想
い
を
大
切
に
、こ

れ
か
ら
も
皆
様
に
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス

や
情
報
を
発
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き
信

州
リ
ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

白
樺
高
原

白
樺
高
原

夕陽の丘蓼科山

小諸市から見た蓼科山車山高原から見た富士山

時代が変わっても時代が変わっても
変わらぬもの変わらぬもの

美しい景色を見て、良いものに出会うことが
できた時、
人の心は優しさや希望に満ち溢れてくるような
気がします。

信
州
リ
ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
㈱
一
同

※
弊
社
h
p
も
ご
覧
下
さ
い
。

花
だ
よ
り
1
0
0
号
発
行
に
あ
た
り

信
州
リ
ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
㈱

　
　
経
営
理
念

一
．美
し
く
快
適
な
生
活
環
境
を

創
造
す
る
。

二
．自
然
環
境
を
大
切
に
し
、

地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
。

三
．常
に
相
手
の
利
益
を
考
え
、

共
に
発
展
成
長
す
る
。

山
々
の
風
景
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
ず

山
々
の
風
景
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
ず

私
た
ち
を
あ
た
た
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

私
た
ち
を
あ
た
た
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
す
。


