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ふ る さ と 探 訪 



は
じ
め
に 

 

讃
岐
遍
路
道 

屋
島
寺
道
（
表
参
道
）
は
、
現
在
、
県
道
１
４
号
線
（
屋
島
公
園
線
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。
石
畳
と
そ
の
周
囲
の
木
々
が
織
り
な
す
雰
囲
気
は
訪
れ
る
た
び
に
様
々
な
印
象
を
与
え
て
く

れ
ま
す
。
現
在
は
、
お
遍
路
さ
ん
よ
り
も
、
地
元
の
方
々
が
身
近
な
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
空
間
と
し
て
多

数
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
今
年
三
月
十
九
日
か
ら
は
屋
嶋
城
跡
城
内
へ
と
続
く

見
学
路
も
整
備
し
、
山
上
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
選
択
肢
が
増
え
て

お
り
ま
す
。
こ
の
見
学
路
は
登
城
路
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、

立
地
、
指
定
地
等
の
諸
条
件
か
ら
健
脚
者
向
け
の
コ
ー
ス
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

本
日
は
、
遍
路
道
か
ら
屋
嶋
城
跡
の
城
門
を
抜
け
、
屋
島
寺

へ
と
向
か
い
ま
す
。
新
緑
を
感
じ
な
が
ら
春
の
遍
路
道
、
遊
歩

道
を
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

 



１ 

加
持
水
（
か
じ
す
い
） 

金
毘
羅
参
詣
名
所
図
会
に
よ
れ
ば
、
弘
法
大
師
が
、
仏
天
を
供
養
し
誦
呪
加
寺
（
呪
文
を
読
み
仏

の
加
護
保
持
を
祈
と
う
す
る
こ
と
）
を
し
た
際
に
用
い
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
水
で
す
。 

 

干
ば
つ
で
各
地
の
池
や
井
戸
水
が
枯
れ
て
も
、
こ
の
湧
水
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
で
す
。
ま

た
、
路
傍
の
石
碑
に
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
弘
法
大
師
の

筆
跡
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
加
持
水
説
明
板
よ
り
） 

            



２ 

不
喰
梨
（
く
わ
ず
の
な
し
） 

 

空
海
（
弘
法
大
師
）
が
屋
島
に
登
っ
た
と

き
、
梨
が
お
い
し
そ
う
に
熟
し
て
い
た
の
で

一
つ
所
望
を
な
さ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
持

ち
主
は
「
う
ま
そ
う
に
み
え
て
も
こ
れ
は
食

べ
ら
れ
な
い
不
喰
梨
で
す
」
と
、
嘘
を
言
っ

て
こ
と
わ
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
持
ち
主
は
こ
の
梨
を
採
っ
て
市

に
売
り
に
行
き
ま
し
た
が
、
味
の
な
い
梨
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
空
海
に
梨
を
与
え
な
か

っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

人
々
は
不
喰
の
梨
と
言
っ
て
、
慈
悲
の
心
の

大
切
さ
を
伝
え
る
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。 

 

不
喰
梨
に
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
に
は
、
い
く



つ
か
元
号
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
明
和
八
年
の
も
の
が
あ
り
、
一
七
七
一
年
（
十
八
世

紀
の
第
４
四
半
期
）
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
加
持
水
の
お
地
蔵
さ
ん
と
似
て
い
る
箇

所
も
あ
り
、
同
じ
こ
ろ
建
立
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  
 

３ 
畳
石
（
た
た
み
い
し
） 

 

讃
岐
岩
質
安
山
岩
の
水
平
方
向
に
発
達
し
た
板
状
節
理
の
露
頭
で
、
屋
島
寺
へ
至
る
遍
路
道
沿
い

見
ら
れ
ま
す
。
板
状
の
岩
が
層
に
な
っ
て
お
り
、
畳
を
重
ね
た
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
西
行
法
師

の
作
と
伝
わ
る
歌
碑
「
宿
り
し
て
こ
こ
に
仮
寝
の
畳
石 

月
は
こ
よ
ひ
の
主
な
り
け
り
」
が
あ
り
ま
す
。 

  

４ 

屋
嶋
城
跡
城
門
（
や
し
ま
の
き
あ
と 

じ
ょ
う
も
ん
） 

屋
嶋
城
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
屋
島
に
城
が
築
か
れ
た
こ
と
は
周

知
の
事
実
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
実
態
は
長
ら
く
謎
に
包
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
大
正
六
年
、
東
京

帝
国
大
学
の
関
野
貞
氏
に
よ
っ
て
初
め
て
学
術
的
検
討
（
踏
査
）
が
な
さ
れ
、
抱
谷
式
と
し
て
城
域
が
示

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
六
十
年
に
は
、
当
時
奈
良
女
子
大
学
の
村
田
修
三
氏
に
よ
っ
て
南
嶺
山
上

部
に
残
存
す
る
幅
二
メ
ー
ト
ル
程
の
平
坦
地
が
屋
嶋
城
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ



の
後
、
そ
れ
ら
が
屋
嶋
城
の
明
確
な
遺
構
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
幻
の
城
と
言
わ
れ

る
よ
う
な
時
期
が
長
く
続
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
十
年
一
月
に
平
岡
岩
夫
氏
に
よ

っ
て
石
積
み
遺
構
の
一
部
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
発
見
を
契
機
に
、
高
松
市
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
を
開

始
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十
四
年
に
城
門
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
屋
嶋
城
が
実
在
し
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま

し
た
。 



 

六
六
三
年
の
白
村
江
の
敗
戦
を
受
け
、
中
大
兄
皇
子
が
築
か
せ
た
屋
嶋
城
は
『
日
本
書
紀
』
に
そ
の
名

が
記
さ
れ
、
先
の
立
地
か
ら
も
国
防
に
お
け
る
重
要
拠
点
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
急
峻
な
崖
は
、
眺

望
の
利
く
見
張
り
場
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
天
然
の
要
害
と
し
て
利
用
で
き
、
人
工
的
に
築
か
れ
た
城
壁

は
わ
ず
か
で
、
こ
の
こ
と
は
山
上
や
尾
根
に
城
壁
を
廻
ら
す
他
の
古
代
山
城
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
り
、

屋
島
な
ら
で
は
と
言
え
ま
す
。 

 

屋
島
は
北
嶺
と
南
嶺
の
二
つ
の
山
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
そ
の
全
域
を
山
城
の
範
囲
と
想
定

し
て
い
ま
す
が
、
北
嶺
と
南
嶺
は
非
常
に
細
い
尾
根
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
城
壁
を
想
定
し
づ
ら
い
こ
と
、

北
嶺
で
は
遺
構
が
未
確
認
で
あ
る
こ
と
、
南
嶺
の
最
北
部
に
堀
切
状
遺
構
が
二
条
平
行
し
て
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
山
頂
の
外
郭
線
は
南
嶺
の
み
に
廻
っ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
瀬
戸
内

海
の
防
備
と
い
う
点
で
は
北
嶺
の
方
が
、
眺
望
が
利
く
立
地
に
あ
り
、
城
壁
及
び
施
設
の
有
無
と
い
う
課

題
は
あ
る
も
の
の
、
山
城
と
し
て
の
機
能
は
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
城
壁
は
、
南
嶺
の
北
斜
面

と
南
西
斜
面
の
標
高
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
付
近
に
認
め
ら
れ
ま
す
。 

城
内
部
の
施
設
と
し
て
は
建
物
遺
構
が
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
屋
島
寺
宝
物
館
建
設
時
の
調
査
で
、
七
世
紀
中
頃
か
ら
八
世
紀
初
頭
頃
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
「
血
の
池
」
を
含
め
、
貯
水
池
と
想
定
さ
れ
る
集
水
場
所
が
山
頂
に
数
か
所
あ
り
ま
す
。

水
門
は
明
確
な
遺
構
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
地
形
な
ど
か
ら
南
水
門
と
北
水
門
の
二
箇
所
が
想
定
さ
れ



ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
城
内
の
調
査
は
今
後
の
大

き
な
課
題
で
す
。 

城
門
地
区
は
、
現
状
で
唯
一
、
城
門
遺
構
が
確
認

さ
れ
て
い
る
箇
所
で
、
他
の
地
区
に
比
べ
、
遺
構
が

残
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
最
も
調
査
が
進
み
、
屋
嶋

城
跡
を
象
徴
す
る
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

城
門
遺
構
は
懸け

ん

門
構
造

も
ん
こ
う
ぞ
う

（
※
１
）
で
、
高
さ
二
．

五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
段
差
を
設
け
て
い
ま
す
。
門
道

部
分
は
、
幅
五
．
四
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
約
一
〇
メ

ー
ト
ル
を
測
り
、
国
内
最
大
級
の
規
模
を
誇
っ
て
い

ま
す
。
床
面
は
大
部
分
が
流
失
し
、
城
門
に
関
わ
る

柱
穴
は
両
側
二
基
の
計
四
基
だ
け
確
認
で
き
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
城
内
側
に
偏
っ
て
い
て
、
も
と
も
と
は
城

外
側
に
も
柱
穴
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
柱
痕

跡
が
確
認
で
き
た
も
の
か
ら
想
定
す
る
と
幅
三
〇
～

四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
角
材
で
あ
っ
た
と
考



え
ら
れ
ま
す
。
門
道
に
は
地
山
に
掘
り
込
ん
で
設
置
し

た
暗
渠
構
造
の
石
組
み
の
排
水
溝
が
あ
り
ま
す
。 

 
城
門
遺
構
の
奥
に
は
、
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
の
岩
盤
が

迫
り
た
ち
、
城
門
を
突
破
し
た
敵
の
侵
入
を
阻
む
構
造

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
甕お

う

城
じ
ょ
う

」
（
※
２
）
と
呼

ば
れ
る
岩
盤
を
利
用
し
た
枡
形
状
の
施
設
で
延
長
約
十

九
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
空
間
を
造
り

出
し
、
そ
の
最
高
所
に
小
規
模
な
石
積
み
を
半
円
状
に

廻
ら
し
、
区
画
し
て
い
ま
す
。
先
の
懸
門
構
造
と
甕
城

は
朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
が
あ
り
、
日
本
の
古
代
山
城
を

考
え
る
上
で
非
常
に
貴
重
な
遺
構
で
す
。
こ
の
甕
城
を

抜
け
る
と
、
北
東
方
向
に
小
規
模
な
谷
地
形
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
通
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。 

 

城
門
の
左
右
に
展
開
す
る
城
壁
は
夾
築

き
ょ
う
ち
く

（
半
夾
築

は
ん
き
ょ
う
ち
く

）

構
造

こ
う
ぞ
う

（
※
３
）
で
、
い
ず
れ
の
面
も
山
頂
で
産
出
す
る

安
山
岩
の
野
面
石
を
用
い
た
乱
積
み
の
石
積
み
で
、
内



部
は
盛
土
で
、
三
層
構
造
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
の
層
も
現
地
土
や
石
材

を
用
い
て
層
状
に
盛
り
上
げ
て

い
ま
す
。 

 

石
積
み
は
傾
斜
す
る
斜
面
に

地
山
で
あ
る
岩
盤
を
取
り
囲
み

な
が
ら
構
築
さ
れ
て
お
り
、
一

部
は
岩
盤
の
影
響
で
石
積
み
が

孕
ん
だ
よ
う
に
突
出
す
る
箇
所

も
あ
り
、
城
壁
は
根
石
部
分
で

折
れ
を
呈
し
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
曲
面
で
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
城
壁
の
前
面
の
大
部
分
は
崩
落
し
て
い

ま
し
た
が
、
背
面
側
の
石
積
み
な
ど
か
ら
往
時
の
城
壁
の
高
さ
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
城
門
北
側
で

七
．
三
～
九
メ
ー
ト
ル
、
城
門
南
側
で
六
～
七
メ
ー
ト
ル
を
測
り
、
非
常
に
大
規
模
な
城
壁
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。 

 



【
用
語
解
説
】 

（
※
１
）
懸
門
構
造
（
け
ん
も
ん
こ
う
ぞ
う
） 

 
城
門
の
入
口
に
段
差
を
設
け
て
、
敵
の
侵
入
を
阻
む
構
造
の
城
門
。
平
時
は
梯
子
や
縄
梯
子
な
ど
を
設

置
し
て
出
入
り
し
、
敵
が
攻
め
て
く
る
と
、
梯
子
を
は
ず
し
て
侵
入
を
阻
み
ま
す
。
な
お
段
差
の
な
い
門

は
平
門
と
言
い
ま
す
。 

（
※
２
）
甕
城
（
お
う
じ
ょ
う
） 

 

城
門
の
外
側
や
内
側
に
、
城
門
を
取
り
囲
む
よ
う
に
円
弧
状
の
城
壁
を
設
け
て
、
敵
の
侵
入
を
制
限
す

る
と
と
も
に
、
敵
へ
の
攻
撃
を
行
う
た
め
の
施
設
で
す
。
近
世
の
城
に
よ
く
見
ら
れ
る
虎
口
（
こ
ぐ
ち
）

や
枡
形
（
ま
す
が
た
）
に
似
た
も
の
で
す
。
屋
嶋
城
の
場
合
は
、
城
門
の
内
側
に
設
け
ら
れ
て
い
て
、
岩

盤
を
利
用
し
、
そ
の
上
部
に
小
規
模
な
石
積
み
を
設
け
て
い
ま
す
。 

（
※
３
）
夾
築
（
半
夾
築
）
構
造
（
き
ょ
う
ち
く
（
は
ん
き
ょ
う
ち
く
）
こ
う
ぞ
う
） 

 

城
壁
の
両
側
が
壁
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
ま
た
、
古
代
山
城
の
城
壁
に
は
、
斜
面
に
も
た

せ
掛
け
る
よ
う
な
構
造
で
城
外
側
に
し
か
壁
が
な
い
も
の
を
内
托
（
な
い
た
く
）
と
呼
び
ま
す
。 

 



【
修
復
事
業
】 

発
掘
調
査
は
、
屋
嶋
城
が
実
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
、
城
門
遺
構
及
び
城
壁
に
関
す
る
多
く
の
知
見
を

も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
姿
を
現
し
た
石
積
み
は
著
し
く
傷
み
、
崩
落
の
危
機
に
あ
る
こ
と
も
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。
既
述
の
と
お
り
、
城
門
遺
構
は
屋
嶋
城
と
そ
の
発
見
に
お
い
て
象
徴
的
な
場
所
で
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
歴
史
を
伝
え
る
た
め
に
、
遺
構
の
保
存
と
活
用
を
目
的
と
し
て
、
平
成
十
九
年
度

か
ら
整
備
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。 

 

城
内
遺
構
を
含
む
城
壁
の
修
復
作
業
は
、
史
跡
高
松
城
跡
で
培
わ
れ
た
石
垣
解
体
修
理
に
習
い
な
が
ら
、

表
面
観
察
か
ら
解
体
範
囲
を
決
め
た
後
、
番
付
を
行
い
、
盛
土
の
撤
去
、
石
材
の
撤
去
と
い
う
作
業
を
繰

り
返
し
実
施
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
城
壁
の
構
造
や
本
来
の
形
状
に
つ
い
て
重
要

な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
往
時
の
姿
を
描
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
修
復
作
業
を

行
な
う
上
で
、
多
く
の
課
題
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 

城
壁
は
高
さ
と
急
勾
配
に
加
え
、
近
世
の
石
積
み
と
は
異
な
り
、
構
造
的
に
脆
弱
で
あ
る
こ
と
、
現
地

の
土
が
施
工
に
お
い
て
非
常
に
扱
い
づ
ら
い
土
で
あ
る
こ
と
、
現
地
に
は
多
く
の
水
み
ち
が
存
在
す
る
こ

と
な
ど
土
木
／
地
盤
工
学
的
観
点
か
ら
い
く
つ
も
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
解
体

後
、
す
ぐ
に
積
直
し
を
実
施
す
る
計
画
を
変
更
し
、
修
復
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
屋
嶋

城
跡
調
査
整
備
会
議
の
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
城
壁
の
試
験
的



な
施
工
、
そ
の
経
過
観
測
の
実
施
、
施
工
方
法
の
検
討
、
調
査
成
果
や
土
質
試
験
な
ど
に
も
と
づ
く
分
析

（
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
）
）
等
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
想
定
さ
れ
る
構
造
や
工
法

で
修
復
を
行
っ
た
場
合
、
自
重
で
変
形
・
崩
落
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
何
ら
か
の
補
強
が
必
要
と

な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
遺
構
部
分
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
し
、
リ
バ
ー
シ
ブ
ル
（
代
替
可
能
）
と
い

う
考
え
方
に
基
づ
き
、
城
壁
の
安
定
性
を
確
保

す
る
た
め
、
排
水
補
強
パ
イ
プ
の
打
設
と
酸
化

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
に
よ
る
土
の
強
化
を
行
う
こ
と

と
な
っ
た
の
で
す
。 

 

平
成
二
十
三
年
度
か
ら
城
門
遺
構
を
含
む
城

壁
の
修
復
工
事
を
開
始
し
、
城
門
遺
構
を
挟
ん

で
南
側
、
北
側
の
順
序
で
修
復
を
行
っ
て
い
き

ま
し
た
。
一
三
五
〇
年
前
と
い
う
長
い
年
月
を

経
た
石
積
み
の
修
理
と
崩
落
部
分
の
復
元
は
、

想
像
以
上
に
困
難
で
、
日
々
、
試
行
錯
誤
の
連

続
で
し
た
。
二
十
年
度
の
転
石
の
回
収
か
ら
は

じ
ま
っ
た
工
事
は
、
八
年
の
歳
月
を
か
け
て
終



 

了
し
、
二
十
七
年
六
月
に
往
時
の
姿
が
甦
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
城
門
遺
構
周
辺
の
環
境
整
備
工
事
を

実
施
し
、
二
十
八
年
三
月
十
九
日
に
一
般
公
開
と
な
り
ま
し
た
。 

 
５ 

屋
島
村
道
路
元
標
（
や
し
ま
む
ら
ど
う
ろ
げ
ん
ぴ
ょ
う
） 

屋
島
寺
へ
の
遍
路
道
を
登
り
切
っ
た
左
側
に
あ
り
ま
す
。
道
路

法
（
大
正
８
年
）
制
定
後
の
道
路
法
施
行
令
（
同
年
１
１
月
）
に

道
路
元
標
の
設
置
、
各
市
町
村
に
１
個
置
く
こ
と
を
規
定
し
、
そ

れ
に
基
づ
く
内
務
省
令
に
よ
り
、
石
材
そ
の
ほ
か
耐
久
材
の
材
料

等
を
定
め
て
い
ま
す
。 

  

６ 

屋
島
寺
（
や
し
ま
じ
） 

四
国
霊
場
八
十
四
番
札
所
で
、
山
号
は
南
面
山
で
す
。 

『
屋
嶋
寺
龍
厳
勧
進
帳
』
な
ど
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
開
基
は
鑑
真

和
上
で
、
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
唐
か
ら
来
朝
し
た
際
に
都
へ

の
中
途
で
屋
島
に
寄
っ
て
、
北
嶺
に
堂
宇
（
普
賢
堂
）
を
建
立
し
、
普
賢
菩
薩
を
安
置
し
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、
そ
の
弟
子
空
鉢

く
う
は
つ

恵
雲

え

う

ん

律
師
が
僧
坊
を
構
え
、
初
代
の
住
持
と
な
っ
て
仏
教
を
広
め
た
と



『
唐
招
提
寺
千
歳
録
』
が
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

弘
仁
年
間
に
は
、
弘
法
大
師
が
自
ら
千
手
観
音
像
を

作
り
、
南
嶺
に
寺
院
を
移
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
屋
島
北
嶺
の

千
間
堂
跡
と
い
う
地
名
が
残
る
場
所
の
南
で
仏
堂
跡

（
礎
石
建
物
）
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
基
壇
か
ら

は
多
口
瓶
と
呼
ば
れ
る
仏
具
と
考
え
ら
れ
る
特
殊
な

壺
が
３
個
体
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
建
物
が
建
立

さ
れ
る
前
、
九
世
紀
頃
か
ら
僧
侶
の
修
行
場
所
と
し

て
利
用
さ
れ
、
十
世
紀
頃
に
は
礎
石
建
物
等
の
整
備

が
な
さ
れ
、
十
二
世
紀
頃
ま
で
機
能
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
御
本
尊
で
重
要
文
化
財
の
千
手
観
音

坐
像
は
十
世
紀
の
作
と
さ
れ
、
こ
の
北
嶺
で
の
歴
史

を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

一
方
、
南
嶺
で
の
調
査
で
は
、
讃
岐
国
分
寺
と
同

文
の
軒
平
瓦
、
綾
歌
郡
綾
川
町
の
陶
（
十
瓶
山
）
瓦



窯
跡
群
の
西
ノ
浦
支
群
で
焼
成
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
軒
丸
瓦
・
平
瓦
な
ど
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
平

安
時
代
後
期
（
十
一
世
紀
後
葉
）
か
ら
末
頃
に
南
嶺
に
寺
院
が
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
以
前
の
平
瓦
等
も
含
ま
れ
て
お
り
、
北
嶺
か
ら
の
寺
院
の
移
動
時
期
も
含
め
、
千
間
堂
跡
と
の
関
係

が
注
目
さ
れ
ま
す
。 

 

重
要
文
化
財
で
あ
る
本
堂
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
の
銘
の
あ
る
銅
鐘
、
連
珠
文
軒
平
瓦
等
か
ら
、

再
度
、
鎌
倉
時
代
に
寺
院
が
整
備
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
の
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
明
徳
二
年
（
一
三

九
一
）
の
『
大
和
國
西
大
寺
諸
國
末
寺
帳
』
、
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
の
『
大
和
國
西
大
寺
坊
々
寄
宿
諸

末
寺
帳
』
に
は
「
屋
嶋
普
賢
寺
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
国
分
寺
等
と
と
も
に
そ
の
頃
は
、
大
和
西
大
寺

の
末
寺
に
な
っ
て
い
て
、
本
堂
北
側
の
調
査
で
は
十
四
～
十
五
世
紀
前
葉
頃
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
初
期
に
は
、
龍
厳
上
人
に
よ
っ
て
勧
進
が
行
わ
れ
、
大
規
模
な
再
建
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
『
生
駒
一
正
寄
進
状
』
に
よ
れ
ば
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
、
住
持

じ

ゅ

う

じ

龍
厳

り
ゅ
う
ご
ん

上
人
が
時
の
藩
主
生
駒

一
正
に
寺
院
の
再
興
の
た
め
、
本
堂
等
の
再
建
事
業
を
願
い
出
て
許
可
を
得
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
正

の
逝
去
に
よ
り
中
断
し
、
そ
の
後
、
次
の
藩
主
正
俊
の
援
助
を
受
け
、
勧
進
帳
を
携
え
、
讃
岐
高
松
は
も

と
よ
り
、
慶
長
一
六
～
一
八
年
に
か
け
て
江
戸
・
京
都
等
で
勧
進
を
行
い
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
ま

で
続
け
て
い
ま
す
。
御
本
尊
千
手
観
音
坐
像
光
背
裏
墨
書
、
建
築
部
材
に
記
さ
れ
た
墨
書
等
か
ら
本
堂
の

修
理
工
事
は
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
実
施
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
屋
島
寺
に
伝
わ
る
「
源
平
屋
島
檀
浦



合
戦
縁
起
」
の
奥
書
に
は
慶
長
十
七
年
（
一
六
一

二
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
双
幅
で
伝
わ
る
「
屋
島

寺
縁
起
絵
」
と
と
も
に
こ
の
一
連
の
再
建
事
業
の

中
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
後
、
本
堂
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
、

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
、

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
か
ら
万
延
元
年
（
一
八

六
〇
）
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
、
昭
和
三

十
二
年
か
ら
三
十
四
年
に
大
小
様
々
な
修
理
を
経

て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

本
堂
の
他
の
寺
院
を
構
成
す
る
堂
宇
は
、
棟
札

や
寺
伝
な
ど
か
ら
、
仁
王
門
が
万
治
元
年
（
一
六

五
八
）
以
前
、
千
体
堂
が
万
治
四
年
、
四
天
門
及

び
三
体
堂
は
十
八
世
紀
中
頃
、
十
九
世
紀
以
前
に

御
成
門
、
鐘
楼
が
十
九
世
紀
中
頃
に
建
立
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
、
江
戸
時
代
を
通
じ
、
藩
主
で
あ
っ

『讃岐国名所図会』にみる屋島寺（高松市歴史資料館所蔵）  



た
生
駒
氏
、
松
平
氏
等
の
庇
護
を
受
け
な
が
ら
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
仁
王
門
、
四
天
門
、
千
体
堂
な
ど
多

く
の
堂
宇
が
境
内
地
に
現
存
し
て
お
り
、
十
九
世
紀
中
頃
に
描
か
れ
た
『
讃
岐
国
名
所
図
会
』
や
『
金
毘

羅
参
詣
名
所
図
会
』
と
の
比
較
か
ら
も
現
在
の
寺
観
が
ほ
ぼ
江
戸
時
代
に
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。 
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４月１７日（日）屋島山上駐車場からの復路 

◆屋島山上シャトルバス     ◆ことでん志度線上り 

（屋島山上）    （琴電屋島）         （瓦町）          

  12:05 発  →  12:13 着 12:21 発   →   12:35 着   

  

次次回回ののふふるるささとと探探訪訪はは……   

テ － マ  引田の町並みを歩く（予定） 

 と  き  平成２８年５月２２日（日） 

       ９：３０～１２：００頃 

集合場所  東かがわ市役所引田庁舎 

（行事用の駐車場はありません） 

講   師  引田まち並み保存会 

☆公共交通機関を御利用ください。 

☆広報「たかまつ」５月１５日号に開催案内を掲載します 

  ので、御覧ください。 

☆小雨決行。警報発令等により中止の場合のみ、 

文化財課（TEL839-2660「午前７時３０分～開始時間まで」）で 

  お知らせします。（電話が通じない場合は、「実施」です。） 

--------------------------------------------------------- 

★次回の交通案内★ 

◆JR 高徳線  

（高松駅） 7:17    →   （引田駅）8:36   

>>>JR 引田駅から徒歩４分 → 東かがわ市役所引田庁舎 



 

        

「ふるさと探訪」に 

参加される皆様へ 

 

 

 

１ 交通ルールを守り、交通安全を心がけましょう。 

  （必ず歩道を歩き、歩道が無いところでは、 

道路の端を一列で歩きましょう。） 

 

２ 無理をせず、体調には十分気を付けましょう。 

 

３ 引率者の指示に従い、整然と行動しましょう。 

 

４ マナーを守り、他人に迷惑がかからないよう気を 

  つけましょう。 

 

５ 文化財や自然を大切にしましょう。 

※参加中は、次のことに充分留意し、

意義のある探訪としましょう。 

 


