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は
じ
め
に 

 

あ
な
た
の
知
っ
て
い
る
桃
太
郎
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
桃
か
ら
生
ま
れ
、
犬
・
猿
・

雉
を
従
え
、
鬼
ヶ
島
に
鬼
退
治
に
赴
く
、
お
と
ぎ
ば
な
し
の
勇
敢
な
主
人
公
と
し
て
の
印
象
が
強
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

桃
太
郎
の
物
語
は
、
室
町
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
昔
話
の
伝
承
の
中
で
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
お
り
、
江
戸
時
代
か
ら
庶
民
を
中
心
に
人
気
が
広
が
り
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
は
小
学
校
の
国
語
教
科

書
に
採
用
さ
れ
、
全
国
で
圧
倒
的
な
知
名
度
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
戦
時
中
は
そ
の
知
名
度

か
ら
戦
意
高
揚
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
歴
史
も
あ
り
、
桃
太
郎
は
常
に
時
代
の
風
俗
や
世
相
の
影
響
を
受

け
て
き
ま
し
た
。 

元
来
、
桃
太
郎
の
物
語
は
各
地
の
伝
承
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
ま
す
。

や
が
て
伝
承
の
残
る
地
域
の
遺
跡
や
遺
物
は
そ
の
物
語
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
桃
太
郎
の
伝
説
の
地
と
な
り

ま
し
た
。 

高
松
市
は
昭
和
初
期
に
橋
本
仙
太
郎
氏
に
よ
っ
て
鬼
無
の
桃
太
郎
伝
説
が
提
唱
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、

岡
山
県
吉
備
路
、
愛
知
県
犬
山
市
と
と
も
に
、
「
桃
太
郎
三
大
伝
説
地
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 



 

 

１ 

鬼
無
桃
太
郎
誕
生
秘
話
‐
橋
本
仙
太
郎
の
功
績
‐ 

 
鬼
無
桃
太
郎
の
提
唱
者
で
あ
る
橋
本
仙
太
郎
（
一
八
九
〇
‐
一
九
四
〇
）
は
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け

で
桃
太
郎
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
き
っ
か
け
と
は
、 

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
大
隈
重
信
は
高
松
か
ら
琴
平
へ
向
か
う
途
中
の
鬼
無
駅
で
の
二
～
三
分
の

停
車
時
間
を
利
用
し
て
、
汽
車
の
窓
か
ら
首
を
出
し
て
訓
示
を
行
い
ま
し
た
。 

 「
此
の
駅
名
は
鬼
無
（
お
に
な
し
）
か
と
思
え
ば
鬼
無
（
き
な
し
）
…
仲
々
面
白
い
地
名
で
あ
る
。
村

民
諸
氏
は
個
人
と
い
わ
ず
、
団
体
と
い
わ
ず
、
皆
共
に
お
づ
か
村
の
名
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
心
の
中
に

鬼
を
置
か
な
い
様
に
修
養
に
努
め
て
極
楽
の
よ
う
な
村
と
し
邦
家
の
為
め
奮
闘
せ
ら
れ
度
い
云
々
」 

 
 

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
小
学
生
を
引
率
し
て
歓
迎
し
て
い
た
橋
本
仙
太
郎
は
、
大
隈
重
信
の
話
を
聞

き 

 

「
元
来
鬼
無
に
は
鬼
征
伐
の
伝
説
が
残
っ
て
い
る
し
、
鬼
無
の
権
現
谷
に
は
鬼
塚
、
勝
塚
、
セ
ル

塚
、
桃
太
郎
塚
、
芝
山
、
婆
々
池
が
あ
る
こ
と
、
祖
母
の
出
里
が
鬼
無
の
権
現
谷
で
あ
っ
た
こ
と
」



 

に
気
づ
き
ま
し
た
。 

大
自
然
の
背
景
と
郷
土
の
伝
説
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
彼
は
、
鬼
無
の
遺
跡
と
関
連
さ
せ
て

校
務
の
余
暇
を
利
用
し
て
桃
太
郎
伝
説
の
考
証
を
行
い
ま
し
た
。 

《
業
績
》 

・
昭
和
五
年(
一
九
三
〇)  

論
文
「
童
話
『
桃
太
郎
』
の
発
祥
地
は
讃
岐
の
鬼
無
」
が
地
元
新
聞
『
四

国
民
報
』(
四
国
新
聞)

に
三
ヶ
月
間
連
載 

・
昭
和
六
年(

一
九
三
一)  

女
木
島
で
人
工
の
洞
窟
を
発
見
し
、
こ
の
島
こ
そ
鬼
ヶ
島
で
、
鬼
は
瀬
戸

内
海
を
荒
ら
し
回
っ
て
い
た
海
賊
で
あ
る
と
結
論
付
け
る 

・
昭
和
七
年(

一
九
三
二)  

『
鬼
無
傳
説
桃
太
郎
さ
ん 

鬼
ヶ
島
征
伐
』
を
発
刊 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

鬼
無
桃
太
郎
伝
説 

 

今
か
ら
お
よ
そ
二
〇
〇
〇
年
前
、
神
高
部
落(

鬼
無
町)

に
は
旧
家
神
高
家
の
祖
先
と
さ
れ
る
老
夫
婦
が

い
た
が
、
夫
婦
の
間
に
子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
子
宝
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
祈
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
こ
に
や
っ
て
来
た
の
が
、
桃
太
郎
の
正
体
と
さ
れ
る
、
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
第
八
皇
子
稚
武
彦
命(

わ

か
た
け
ひ
こ
の
み
こ
と)

で
す
。
吉
備
津
彦
命
を
兄
に
持
つ
彼
は
、
鬼
征
伐
を
目
的
に
都
か
ら
讃
岐
へ
下
っ



 

て
来
ま
し
た
。
そ
の
際
、
夫
婦
に
拾
わ
れ
て
養
子
に
な
り
ま
し
た
。 

当
時
讃
岐
で
恐
れ
ら
れ
て
い
た
海
賊
は
鬼
と
呼
ば
れ
、
女
木
島
や
男
木
島
を
根
城
と
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
鬼
が
今
の
鬼
無
近
辺
に
上
陸
し
て
暴
威
を
振
る
っ
て
い
ま
し
た
。
桃
太
郎
は
早
速
退
治
し
よ
う
と
、

き
び
だ
ん
ご
を
腰
に
援
軍
を
募
り
ま
し
た
。
お
供
と
な
っ
た
犬
、
猿
、
雉
は
、
讃
岐
若
し
く
は
瀬
戸
内
海

の
島
々
に
実
際
に
住
ん
で
い
た
人
々
で
、
犬
は
備
前
の
犬
島
（
岡
山
県
）
、
猿
は
陶
の
猿
王
（
綾
川
町
）
、

雉
は
雉
ヶ
谷
（
鬼
無
町
）
に
住
む
勇
士
で
し
た
。 

桃
太
郎
軍
は
鬼
ヶ
島
で
海
戦
、
陸
戦
、
石
合
戦
、
特
に
大
岩
窟
内
（
女
木
島
、
男
木
島
）
で
の
戦
い
に

お
い
て
、
苦
戦
し
つ
つ
も
大
勝
利
を
収
め
て
無
事
凱
旋
し
ま
し
た
。 

凱
旋
当
日
の
夕
暮
れ
頃
に
鬼
の
逆
襲
に
遭
い
再
び
苦
戦
し
ま
し
た
が
、
鬼
は
返
り
討
ち
と
な
り
ま
し
た
。

戦
の
終
結
後
、
鬼
は
す
っ
か
り
い
な
く
な
っ
た
の
で
、
こ
の
地
は
鬼
無
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

３ 

鬼
無
桃
太
郎
伝
説
地 

 
 

橋
本
仙
太
郎
が
鬼
無
の
遺
跡
と
関
連
さ
せ
て
桃
太
郎
伝
説
の
考
証
を
行
っ
た
の
が
、
次
の
伝
説
地
で
す
。 

  



 

（
１
） 

柴
山 

お
爺
さ
ん
が
柴
刈
り
に
行
っ
た
山
。
か
つ
て
は
桃
林
で
あ
り
、
「
鬼
無
柴
山
の
桃
林
」
と
い
っ
て
有
名
で

し
た
。
現
在
の
社
会
福
祉
法
人
大
寿
庵 

大
寿
苑
の
あ
た
り
を
さ
し
ま
す
。 

 
（
２
）
本
津
川 

お
婆
さ
ん
が
洗
濯
を
し
て
い
た
川
。
特
に
永
代
橋

（
え
い
た
い
ば
し
）
付
近
を
さ
し
ま
す
。
か
つ
て
住

民
が
遍
路
の
接
待
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
永
代

橋
は
「
接
待
橋
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
３
）
大
古
家
（
お
お
ふ
る
や
） 

桃
太
郎
の
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
が
い
た
家
。
源

平
合
戦
屋
島
の
戦
い
当
時
、
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）

安
徳
帝
の
行
幸
が
あ
っ
た
所
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

安
徳
帝
が
使
用
し
た
井
戸
も
「
安
徳
の
井
戸
」
と
し

て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

大古屋 



 

（
４
）
神
高
の
古
宮
さ
ん 

桃
太
郎
が
鬼
ヶ
島
へ
鬼
征
伐
に
行
っ
た
時
、
こ
こ
に
お
参
り
し
て
戦
勝
祈
願
し
ま
し
た
。
神
高
の
荒
神

さ
ん
、
澳
津
神
社
、
古
宮
さ
ん
な
ど
の
呼
び
名
が
あ
り
ま
す
。
場
所
に
は
諸
説
が
あ
り
ま
す
。 

 
（
５
）
雉
ヶ
谷
（
か
し
が
た
に
、
き
じ
が
た
に
） 

犬
、
猿
、
雉
と
呼
ば
れ
た
お
供
を
し
て
い
た
人
物
の
う
ち
、
雉
の
勇
士
の
出
身
地
。 

 

（
６
）
や
ら
い
屋
敷
（
桃
太
郎
屋
敷
） 

鬼
の
逆
襲
を
避
け
る
た
め
、
桃
太
郎
が
「
大
古
家
」
か
ら
こ
の
地
に
移
っ
た
時
、
こ
の
「
や
ら
い
屋
敷
」

と
日
越
神
嶺
（
ひ
こ
し
が
み
ね
）
に
築
い
た
城
で
作
戦
を
練
り
鬼
の
逆
襲
に
備
え
ま
し
た
。
「
や
ら
い
（
遣

ら
い
、
儺
）
」
と
は
、
追
い
払
う
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

（
７
）
日
越
神
嶺
（
ひ
こ
し
が
み
ね
） 

桃
太
郎
が
鬼
の
逆
襲
を
避
け
る
た
め
、
「
大
古
家
」
か
ら
「
や
ら
い
屋
敷
」
に
移
っ
た
時
、
こ
の
山
に
城

を
築
き
こ
こ
で
作
戦
を
練
り
ま
し
た
。 

 



 
鬼ヶ塚 

（
８
）
竹
林
（
た
け
ば
や
し
） 

鬼
の
逆
襲
の
舞
台
と
な
っ
た
戦
跡
地
。
竹
林
は
こ
の
村
田
の
弁
天
さ
ん
の
南
側
に
あ
り
、
本
津
川
の
堤

防
林
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
（
９
）
セ
リ
塚 

鬼
が
逆
襲
し
て
き
た
時
、
鬼
と
桃
太
郎
が
せ
り

合
っ
た
末
、
鬼
を
退
治
し
て
屍
を
埋
め
た
所
。
現

在
の
鬼
無
駐
在
所
の
裏
に
あ
た
り
ま
す
。 

 

（

１０
）
鬼
ヶ
塚 

逆
襲
に
来
た
鬼
を
退
治
し
、
そ
の
屍
を
埋
め
た

所
。
戦
時
中
は
一
時
期
軍
人
墓
地
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
現
在
は
駐
車
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

（

１１
）
桃
太
郎
塚 

桃
太
郎
の
墓
。
昔
は
こ
の
辺
り
一
帯
が
桃
畑
で
、
祠
も
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
高
さ
六
十
㎝
く
ら
い



 

の
自
然
石
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
す
。
塚
は
桃
太
郎
神
社
の
裏
手
の
斜
面
に
あ
り
、
境
内
に
は
犬
、
猿
、

雉
の
墓
と
さ
れ
る
石
も
並
ん
で
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４ 

鬼
無
周
辺
に
残
る
石
造
物 

 
 

 
 

（
１
） 
常
夜
燈
・
道
し
る
べ 

 

常
夜
燈
の
竿
に
「
八
幡
宮
」
と
刻
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
、
香
西
の
宇
佐
神
社
へ
の

奉
納
灯
籠
で
す
。
秋
祭
り
の
折
に
は
安
徳

氏
子
中
に
よ
っ
て
こ
こ
に
幟
が
立
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
道
し
る
べ
は
小
さ
い
が
形
が

よ
い
も
の
で
「
右
い
ち
の
み
や
ミ
ち
」
と

刻
ま
れ
て
い
ま
す
（
実
際
は
左
へ
進
む
）
。 

 

（
２
） 

道
標 

 

安
徳
墓
地
の
入
り
口
に
「
是
よ
里
一
宮
六
十
七
丁
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
根
香
の
三
丁
目
に
あ 常夜燈・道しるべ 



 

る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
式
の
も
の
で
あ
る
そ

う
で
す
。 

 

（
３
） 

地
蔵
堂 

 

二
間
四
方
の
堂
で
、
そ
の
う
ち
三
面
は
戸
が

入
っ
て
あ
け
は
な
し
に
な
る
古
い
形
式
の
堂
で

す
。
珍
し
い
の
は
堂
の
柱
を
角
塔
婆
（
角
材
の

卒
塔
婆
）
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
、
他
に
あ

ま
り
例
を
見
ま
せ
ん
。
道
端
集
落
の
人
に
よ
っ
て
「
お
座
」
や
地
蔵
ま
つ
り
が
行
わ
れ
て
お
り
、
昔

は
遍
路
が
止
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

５ 

熊
野
権
現
桃
太
郎
神
社 

 

悪
鬼
を
退
治
し
た
熊
野
権
現
を
祀
る
熊
野
神
社
は
、
古
く
か
ら
鬼
無
の
信
仰
の
拠
点
で
し
た
。「
熊
野
神

社
」
は
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
宗
教
法
人
と
な
り
、
昭
和
六
十
三
年
に
愛
称
を
「
熊
野
権
現
桃

太
郎
神
社
」
に
し
て
神
社
本
庁
の
承
認
を
得
ま
し
た
。
神
社
に
は
、
桃
太
郎
を
描
い
た
絵
馬
や
凧
な
ど
の

道標 



 

桃太郎神社 

犬・猿・雉の墓 

作
品
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。 

境
内
脇
の
広
場
で
は
、
毎
年
春
頃
に
子
ど
も
達
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
念
し
て
、
鬼
無
桃
太
郎
ま
つ
り

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
つ
り
で
は
、
子
ど
も
達
に
よ
る
桃
太
郎
の
鬼
退
治
寸
劇
や
、
大
縄
跳
び
や
校
区

対
抗
相
撲
大
会
も
行
わ
れ
ま
す
。 

 



 

 



 

 

JR 鬼無駅 

桃太郎神社 

道標 

接待橋 

地蔵堂 

鬼ヶ塚 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

４月２７日（日） 鬼無町からの復路 

◆ＪＲ予讃線 

    （鬼無駅）    （高松駅） 

     12：15 発  →  12：23 着 

       12：44 発  →  12：51 着 

次回のふるさと探訪は・・・・ 

 テ  －  マ 十河城跡を訪ねる  

 と  き 平成２６年５月２５日（日）  

      ９：３０～１２：００頃  

 集合場所 十河コミュニティセンター  

 講  師 大嶋 和則さん（市文化財専門員）  

☆広報「たかまつ」５月１５日号に開催案内を掲載します

ので、ご覧ください。  

☆小雨決行。警報発令等により中止の場合のみ、文化財課

（TEL 839－2660「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★ --------------------------------------- 

◆ことでんバス 
<レインボー・サンメッセ 川島･フジグラン十川行き> 

（高松駅）  （瓦町バス停）  （十河小学校前バス停） 

7：40 発 → 7：50 発  →   8：24 着 

8：15 発 → 8：25 発  →   8：59 着 

 



 

  

 

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、体調には十分気をつけましょう。 

 

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。  

「ふるさと探訪」に  

参加される皆様へ  

 

※ 参加中は、次のことに充分留意し、  

 安全で意義のある探訪としましょう。  

 


