
花岡城跡

ぶ
ら
り
諏
訪
塾
⑳
名
主
夫
婦
の
為
に
建
て
た
石
像

自
転
車
で
諏
訪
湖
を
1
周
す
る
時
、

歴
史
や
ま
ち
歩
き
が
好
き
な
私
は
サ
イ

ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
を
そ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
岡
谷
市
湊
の
釜
口
水
門
か
ら

小
田
井
の
交
差
点
ま
で
の
旧
道
も
そ
ん

な
こ
と
が
き
っ
か
け
で
見
つ
け
ま
し
た
。

入
口
に
あ
る
高
島
藩
の
石
工
作
と
さ

れ
る
灯
龍
に
迎
え
ら
れ
て
進
ん
で
行
く

と
、
今
流
行
り
の
昭
和
レ
ト
ロ
を
感
じ

さ
せ
る
雰
囲
気
の
街
並
み
が
続
き
ま

す
。
し
ば
ら
く
進
む
と
、
小
高
い
丘
の

上
に
日
吉
社
の
社
が
見
え
て
き
ま
す
。

実
は
こ
の
神
社
の
入
口
に
し
ょ
う
ず
か

婆
と
い
う
珍
し
い
名
の
石
像
が
あ
り
ま

す。
説
明
板
に
よ
る
と
、
こ
の
世
と
あ
の

世
の
闇
に
あ
る
三
途
の
川
の
ほ
と
り
に

亡
者
の
衣
服
を
は
や
婆
さ
ん
を
脱
衣
婆

と
い
い
、
こ
の
脱
衣
婆
の
こ
と
を
三

途
河
婆
さ
ん
と
呼
ぶ
と
の
こ
と
で
す
。

石
像
の
裏
に
「
盛
衰
彗
弼
と
刻

ま
れ
て
い
て
、
元
禄
5
T
6
9
2
）
年

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
火
災
に
よ
っ
て

村
の
重
要
書
類
を
灰
に
し
て
し
ま
っ
た

責
任
を
感
じ
、
西
国
巡
礼
に
旅
立
ち
消

息
を
絶
っ
た
名
主
夫
婦
の
為
に
、
こ
の

石
像
を
造
り
2
人
が
衣
服
を
札
が
さ
れ

な
い
よ
う
に
祈
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

日
吉
社
は
小
高
く
、
岬
の
よ
う
に
突

き
出
て
い
る
の
で
諏
訪
湖
ま
で
見
渡
せ

ま
す
。
こ
こ
よ
り
さ
ら
に
上
に
鎌
倉
道

が
通
っ
て
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
の
で

諏
訪
湖
の
水
位
が
高
か
っ
た
時
は
本
当

に
岬
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

付
近
に
は
文
中
に
あ
る
鎌
倉
道
と
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
こ
に
も
道
し
る

べ
と
さ
れ
る
石
像
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
興

味
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
へ
も
足
を
延
ば

し
て
み
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

＝
随
時
掲
載

詳
し
い
場
所
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
は

諏
訪
塾
事
務
局
（
電
話
0
7
0
・
8
3

2
3
・
2
1
0
7
）
へ
■
。

ぶ
ら
り
諏
訪
塾
の
冊
子
は

・
諏
訪
市
観
光
案
内
所

（
J
R
上
諏
訪
郡
内
）

・
れ
す
と
ら
ん
割
烹
い
ず
み
屋

（
諏
訪
市
諏
訪
）

・
書
店
「
二
二
蔓
堂
」

（
諏
訪
市
末
広
）

・
す
わ
大
昔
情
報
セ
ン
タ
ー

（
諏
訪
市
博
物
館
内
）

・
諏
訪
書
店
（
通
販
の
み

5
7
0
9
9
ワ
）

・
柏
屋
カ
フ
ェ
＆
ギ
ャ
ラ
リ
ー

（
諏
訪
市
中
洲
神
宮
寺
）

で
販
売
中
で
す
。


