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  澤の家跡
 （水車小屋跡）

蓼科山

浅間連峰

旧街道沿いの町並み

笠石の句碑
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早
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そ
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に
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人
々
に

更
に
紫
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食
事
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記
念
館
駐
車
場

大
日
小
路

虚子の散歩道
周辺散策路
見どころ
眺めのいい場所
高濱虚子の句碑
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与良館与良館

「虚子の散歩道」と与良案内 小
諸
市
与
良
地
区
　

「
俳
句
の
里
」も
の
が
た
り

俳
句
の
種
を
蒔
い
た
、高
濱
虚
子

　
　

与
良
は
、小
諸
城
下
町
の
一
番
東
に
位
置
す
る

地
区
で
、街
道
に
は
古
い
町
並
み
、山
側
に
一
歩
入

る
と
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

信
州
の
山
並
み
の
見
渡
せ
る
棚
田
は
、島
崎
藤

村
も
好
ん
で
足
を
運
ん
だ
場
所
で
す
。

　

太
平
洋
戦
争
中
、俳
人
高
濱
虚
子
は
五
女
晴
子

と
親
交
の
あ
っ
た
与
良
の
小
山
榮
一
さ
ん
を
た
よ
り
、

約
三
年
間
、娘
と
と
も
に
疎
開
し
て
い
ま
し
た
。

　

す
で
に
俳
人
と
し
て
地
位
の
あ
っ
た
虚
子
で
す

が
、山
国
の
自
然
の
美
し
さ
や
厳
し
さ
、人
情
の
あ

た
た
か
さ
に
触
れ
た
こ
と
で
、新
た
な
境
地
を
感
じ

さ
せ
る
よ
う
な
俳
句
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
間
、県
内
外
の
俳
人
が
与
良
を
訪
れ
た
り
、地

元
の
方
た
ち
を
主
体
と
し
た
句
会
が
開
か
れ
た
り

す
る
な
ど
、小
諸
に
俳
句
の
種
が
ま
か
れ
ま
し
た
。

「
虚
子
の
散
歩
道
」と
ゆ
か
り
の
施
設

　　
虚
子
が
暮
ら
し
て
い
た
家
は
、現
在「
虚
子
庵
」

と
し
て
移
築
公
開
さ
れ
て
お
り
、そ
の
隣
に
は
立
派

な「
市
立
小
諸
高
濱
虚
子
記
念
館
」が
建
て
ら
れ
て

虚
子
に
か
か
わ
る
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
軒
隣
の
虚
子
ゆ
か
り
の
商
家「
松
屋
」は
、公

共
施
設「
与
良
館
」と
し
て
再
生
さ
れ
、地
元
の
皆

さ
ん
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。庭
に
は
虚
子

が
句
会
を
開
い
た
俳
小
屋
も
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
虚
子
が
好
ん
だ
と
い
う
野
の
道
は
、「
虚
子

の
散
歩
道
」と
し
て
案
内
さ
れ
、棚
田
は「
俳
句
た

ん
ぼ
」と
し
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
か
ら
始
ま
っ
た「
こ
も
ろ
・
日
盛
俳
句

祭
」は
、毎
年
４
０
０
人
も
が
集
ま
り
、市
内
の
会

場
で
吟
行（
歩
い
て
句
を
詠
む
）と
句
会
を
開
き
、

俳
句
を
す
る
方
が
自
由
に
交
流
す
る
場
と
し
て
他

に
は
な
い
催
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
も
虚
子
の
志
を
継
ぐ
も
の
と
思
い
ま
す
。

「
俳
句
の
里
」の
こ
れ
か
ら

　
こ
の
よ
う
な
与
良
の
施
設
や
風
景
の
維
持
も
、全

国
的
な
催
し
も
、か
か
わ
る
方
が
高
齢
化
し
て
き
て
、

今
後
は
ど
こ
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

な
ん
と
か
若
い
方
た
ち
に
、俳
句
の
魅
力
や
与
良

の
風
景
・
施
設
の
価
値
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、う
ま
く

活
か
し
て
い
た
だ
け
な
い
か
と
い
う
の
が
、「
俳
句
の

里
づ
く
り
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
す
。  

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
！

　　
　 俳

句の里づくりの夢

▼

俳句を楽しむ
人が増える

仕事おこしとし
てやってみたい
若い人を探す

俳句体験、カフェなど

に活用できないかな？

風景づくりも交流体験プロ

グラムにできないかな？小諸駅

●

与良館

しなの鉄道
JR小海線

与良館
小諸市与良2-3-3
☎0267-23-8040
(アクセス）
小諸駅より
徒歩20分

高濱虚子 
（たかはまきょし）

奥/市立高濱
虚子記念館
前/虚子庵

与
良
館
の「
俳
小
屋
」と
水
芭
蕉

季語のある風景は、
季節感豊かな日本の
暮らしの原風景です。
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