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滝
宮
駅
を
出
て
南
へ
行
き
、
旧
国
道
と
合
流
す
る
。
こ
の
あ
た

り
を
端は

し

と
い
う
が
、
か
つ
て
の
滝
宮
の
東
の
端
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
『
讃
岐
国
名
勝
図
会
』
に
「
旅

舎
軒
を
並
べ
て
客
を
宿
す
を
一
村
の
業
と
す
」
と
記
さ
れ
た
高
松

琴
平
間
で
最
大
の
宿
場
町
、
滝
宮
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
国
道
と
合
流
し
た
と
こ
ろ
は
三
つ
辻
に
な
っ
て
い
る
。
北

か
ら
伸
び
て
き
た
道
は
府
中
や
猿
王
方
面
の
道
で
、
香
西
や
鬼
無
、

国
分
寺
方
面
の
人
々
の
金
毘
羅
道
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
辻
の
西
の

角
に
は
か
つ
て
三
好
屋
と
い
う
宿
屋
が
あ
っ
た
。
ま
た
三
好
屋
と
道

を
は
さ
ん
だ
東
側
の
農
機
具
店
は
、
か
つ
て
は
「
端
の
饅
頭
屋
」
と

呼
ば
れ
た
名
代
の
菓
子
屋
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
端
の
三
つ
辻
を
見
守
る
よ
う
に
し
て
地
蔵
堂
が
建
つ
。
「
端

の
地
蔵
さ
ん
」
と
し
て
親
し
ま
れ
、
堂
前
に
は
手
水
鉢
の
台
座
に
な

っ
て
い
る
が
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
建
立
で
、
正
面
に
は
「
三

界
萬
霊
右
ふ
ッ
志
や
う
ざ
ん
ミ
ち 

左
た
か
ま
津
志
ろ
み
祢
」
と
刻

ま
れ
た
道
標
が
あ
る
。
右
側
面
に
は
「
願
主
高
松
金
毘
羅
月
参
講
中
」

ことでん滝宮駅 地蔵堂 



 

と
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
高
松
家
中
の
金
毘
羅
へ
月
参
す
る

講
だ
そ
う
で
あ
る
（
岡
本
町
平
岡
三
ツ
池
地
蔵
尊
の
由
来
書
よ

り
）
。
「
三
界
萬
霊
」
の
文
字
か
ら
し
て
、
元
来
は
石
仏
の
台
座
の

よ
う
で
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
、
堂
の
左
側
に
立
つ
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
建

立
の
道
標
は
、
上
部
に
大
使
像
を
浮
彫
り
に
し
、
手
形
と
「
遍
ん

ろ
道
」
と
刻
み
こ
ん
で
あ
る
。
右
肩
に
「
第
三
十
六
番
」
と
あ
る

の
は
一
国
八
十
八
ヶ
所
と
い
う
讃
岐
一
国
内
で
の
八
十
八
ヶ
所

の
札
所
を
示
す
番
号
で
、
同
町
北
村
の
菩
提
院
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
も
旧
道
の
方
に
あ
っ
た
も
の
を
こ
こ
へ
移
動
さ
せ
て
き
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

「
端
の
地
蔵
さ
ん
」
に
道
中
安
全
を
祈
っ
て
歩
を
進
め
る
。
滝

宮
の
家
並
み
は
新
改
築
さ
れ
て
昔
の
風
情
を
残
す
建
物
は
少
な

い
。
し
か
し
門
前
町
、
宿
場
町
、
そ
し
て
近
郷
の
買
物
町
と
し
て

に
ぎ
わ
っ
た
昔
の
面
影
は
今
で
も
残
っ
て
い
る
。
家
数
に
比
較
す

る
と
店
屋
が
多
く
、
五
代
続
い
た
老
舗
の
雑
穀
屋
を
は
じ
め
、
元

地蔵堂に立つ道標 



 

宿
屋
の
仕
出
屋
（
二
軒
）
、
魚
屋
（
二
軒
）
、
仏
壇
店
、
呉
服
屋
（
二
軒
）
、
理
髪
店
、
食
料
品
店
、
酒
屋
、

本
屋
等
が
並
ん
で
い
る
。
昭
和
初
期
に
は
宿
屋
五
軒
、
床
屋
三
軒
、
菓
子
屋
三
、
四
軒
あ
り
、
他
に
風

呂
屋
（
松
の
湯
）
、
ヤ
リ
ヤ
、
下
駄
屋
な
ど
が
軒
を
並
べ
て
い
た
と
い
う
（
聞
き
取
り
）
。
ま
た
滝
宮
の

名
物
は
う
ど
ん
で
、
幕
末
に
十
一
軒
の
う
ど
ん
屋
が
あ
っ
た
と
い
い
（
「
寺
車
」
よ
り
古
老
談
と
し
て
）
、

『
滝
宮
村
誌
』
に
は
「
（
前
略
）
瀧
宮
名
物
の
う
ど
ん
有
り
、
（
中
略
）
此
の
瀧
宮
驛
百
餘
軒
中
三
十
五

戸
の
温
飩
屋
あ
り
、
瀧
屋
と
い
ひ
、
水
屋
と
い
ひ
、
瀧
の
音
家
と
し
て
相
競
ふ
て
う
ど
ん
を
製
し
あ
き

の
ふ
、
維
新
己
前
は
通
路
の
便
利
上
阿
波
淡
路
紀
伊
の
人
通
行

の
折
は
い
つ
も
温
飩
を
名
物
と
し
て
喫
せ
ざ
る
も
の
な
し
」
と

出
て
い
る
。
し
か
し
現
在
で
は
旧
街
筋
に
は
一
軒
の
う
ど
ん
屋

も
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。 

 

宿
場
の
あ
り
さ
ま
が
長
く
な
っ
た
。
歩
を
進
め
る
こ
と
に
す

る
。
端
の
辻
か
ら
少
し
進
む
と
右
側
に
鳥
居
が
立
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
滝
宮
天
満
宮
が
あ
る
。 

 

こ
こ
は
菅
原
道
真
公
の
官
舎
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
い
い
、

菅
公
が
筑
紫
国
で
亡
く
な
っ
た
後
、
生
前
菅
公
と
親
交
の
あ
っ

た
龍
燈
院
住
僧
空
澄
が
天
暦
二
年
（
九
四
八
）
に
菅
公
の
霊
を

滝宮天満宮 



 

な
ぐ
さ
め
る
た
め
に
一
社
を
建
立
し
た
の
に
は
じ
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
後
、
代
々
の
讃
岐
国
の

有
力
者
に
保
護
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
学
問
の
神
様
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
大
祭
は
四
月
の

二
十
四
、
五
日
で
、
二
十
四
日
に
は
う
そ
替
え
神
事
が
行
わ
れ
る
。 

 

天
満
宮
横
の
駐
車
場
は
旧
綾
南
町
役
場
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

旧
国
道
に
沿
っ
た
家
並
み
を
横
町
と
い
う
。
や
が
て
綾
川
の
横
の
橋
に
か
か
る
手
前
の
右
側
に
鳥
居

が
見
え
る
の
は
滝
宮
神
社
で
あ
る
。
鳥
居
の
す
ぐ
横
に
滝
宮
で
一
番
古
い
宿
屋
で
、
最
近
ま
で
営
業
し

て
い
た
阿
波
屋
が
あ
る
。
三
百
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
あ
る
と
も
い
わ

れ
、
滝
宮
神
社
の
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
建
立
の
玉
垣
に
「
阿

波
屋
重
五
郎
」
、
北
村
菩
提
院
の
八
十
八
ケ
所
の
石
仏
（
文
政
頃

の
建
立
と
思
わ
れ
る
）
の
中
に
「
瀧
宮 

阿
波
屋
久
兵
衛
」
の
名

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
阿
波
屋
と
道
を
は
さ
ん
だ
南
側
に
は
か
つ
て

滝
宮
一
番
の
鮎
滝
と
い
う
う
ど
ん
屋
が
あ
っ
た
。 

 

さ
て
滝
宮
神
社
で
あ
る
。
明
治
ま
で
は
瀧
宮
牛
頭
天
王
社
と
い

わ
れ
、
現
在
で
も
通
称
を
テ
ン
ノ
ウ
サ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
由

来
と
し
て
は
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
六
月
八
日
の
創
建
と
伝
え
ら

れ
、
行
基
菩
薩
が
滝
宮
巡
錫
の
み
ぎ
り
、
綾
川
の
渕
（
オ
ミ
タ
ラ

滝宮神社 



 

サ
ン
と
呼
ば
れ
る
）
の
上
で
修
業
を
し
て
い
る
と
渕
の
内
よ
り

神
託
が
あ
り
、
社
を
建
立
し
た
の
が
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
（
『
滝
宮
神
社
由
緒
』
よ
り
）
。
古
く
よ
り
牛
馬
の
神
と
し
て

讃
岐
一
円
の
信
仰
を
集
め
、
ま
た
菅
公
雨
乞
い
の
際
、
降
雨
を

喜
ん
だ
百
姓
た
ち
が
踊
っ
た
の
に
は
じ
ま
る
滝
宮
念
仏
踊
は

こ
こ
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
現
在
で
も
毎
年
八
月
二
十
五
日
に
町

内
十
一
組
の
踊
り
組
に
よ
っ
て
踊
り
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
大

祭
は
十
月
七
日
と
八
日
で
あ
る
。
滝
宮
の
氏
神
で
あ
る
。
か
つ

て
は
大
祭
、
念
仏
踊
り
の
他
に
も
祭
り
が
多
く
、
旧
六
月
八
日
の
八
日
市
は
夏
市
と
し
て
大
い
に
に
ぎ

わ
っ
て
い
た
。
他
に
旧
三
月
八
日
ダ
イ
ハ
ン
ギ
ョ
ウ
、
八
月
八
日
の
花
の
会
、
九
月
の
由
賀
さ
ん
な
ど

何
回
も
あ
っ
て
人
々
の
よ
い
楽
し
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
昔
は
、
滝
宮
で
は
古
く
十
三
回
も
市
や

祭
り
が
あ
り
、
客
が
多
い
の
で
滝
宮
へ
嫁
に
い
く
人
は
ア
シ
ラ
イ
の
良
い
人
で
な
い
と
務
ま
ら
な
い
と

い
わ
れ
て
い
た
。 

 

滝
宮
神
社
の
鳥
居
前
か
ら
南
に
伸
び
る
町
筋
を
本
町
と
い
う
。
鳥
居
の
根
か
た
に
滝
宮
村
道
路
元
標

が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
こ
（
滝
宮
神
社
）
が
滝
宮
の
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

社
前
を
東
西
に
抜
け
て
道
が
つ
い
た
の
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
で
、
現
在
の
滝
宮
橋
も
同
八
年

牛の石像（滝宮神社） 



 

に
架
け
ら
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
滝
宮
神
社
の
鳥
居
前
か
ら
南
へ
本
町
を
通
っ
て
い
た
。
現
在
道
路
が
ぬ

け
て
い
る
と
こ
ろ
は
見
附
屋
と
い
う
商
家
が
あ
っ
た
と
い
う
。 

 
「
天
王
さ
ん
」
に
手
を
合
わ
せ
て
本
町
へ
か
か
る
。
す
ぐ
右
側
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
と
こ
ろ
は
以
前
巽

劇
場
と
い
う
映
画
館
で
あ
り
、
更
に
そ
の
前
は
三
谷
屋
と
い
う
宿
屋
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
通
り

に
は
他
に
敷
島
と
い
う
宿
屋
が
あ
っ
た
。
な
お
前
記
の
宿
屋
五
軒
と
い
う
の
は
本
町
の
三
谷
屋
、
敷
島
、

横
町
の
阿
波
屋
、
端
の
田
中
屋
（
現
仕
出
屋
）
と
三
好
屋
で
あ
る
。 

 

本
町
の
道
幅
は
昔
か
ら
か
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
が
、
昔
の
道
に
し
て
は
幅
が
広
い
。
こ
れ
は
念
仏

踊
り
奉
納
の
折
、
入
庭

い

り

は

（
滝
宮
神
社
へ
行
列
を
組
ん
で
繰
り
込
ん
で
い
く
こ
と
）
を
す
る
道
筋
な
の
で

幅
が
広
い
の
だ
そ
う
で
あ
る
（
古
老
談
）
。 

 

南
に
進
み
、
家
並
み
が
切
れ
る
と
こ
ろ
で
右
に
曲
が
る
道
が
あ
る
。
ま
っ
す
ぐ
行
け
ば
ネ
ン
ブ
ツ
ゾ

ロ
エ
を
経
て
有
岡
、
羽
床
下
方
面
に
出
る
道
、
街
道
は
右
へ
曲
る
。
こ
の
曲
り
角
に
は
北
側
に
ゴ
ロ
屋
、

南
側
（
現
マ
ン
シ
ョ
ン
の
と
こ
ろ
）
に
高
松
屋
と
い
う
宿
屋
が
あ
っ
た
。
ま
た
本
町
の
並
び
（
ゴ
ロ
屋

の
道
を
は
さ
ん
だ
東
側
）
に
は
旧
琴
平
銀
行
の
支
店
が
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
に
昔
、
藩
の
制
札
場
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
古
記
録
よ
り
） 

 

道
は
下
っ
て
い
く
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
西
の
家
は
藩
政
時
代
の
村
役
を
務
め
た
旧
家
で
あ
る
。
道
は
や

が
て
綾
川
に
架
か
っ
た
橋
に
出
る
が
、
そ
の
手
前
の
桐
屋
と
い
う
宿
屋
、
そ
の
隣
に
榎
木
屋
と
い
う
堤



 

灯
屋
が
あ
っ
た
。
桐
屋
は
明
治
末
に
廃
業
し
て
う
ど
ん
屋
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
。 

 
綾
川
に
架
か
る
橋
は
昔
、
古
高
橋
と
呼
ば
れ
、
木
造
の
太
鼓

橋
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
は
安
益
橋
、
綾
川
橋
と
も
呼
ば
れ
『
滝

宮
村
誌
』
に
よ
る
と
「
此
川
は
東
讃
人
の
重
に
通
行
す
る
川
な

る
も
古
来
架
橋
な
く
出
水
す
れ
ば
三
五
の
渡
し
人
出
て
相
当

の
賃
金
を
求
め
旅
人
を
渡
す
の
を
常
習
あ
り
き
時
安
政
年
間

川
西
小
野
村
に
魁
春
堂
竹
内
次
郎
助
な
る
者
此
川
に
し
て
架

橋
な
き
を
憂
ひ
藩
廰
に
嘆
願
し
架
橋
の
許
可
を
得
て
（
中
略
）

全
讃
岐
国
民
の
寄
付
金
を
募
集
し
慈
に
板
橋
を
架
せ
り
」
と
出

て
い
る
。
そ
し
て
「
今
は
東
香
東
川
に
も
」「
西
祓
川
に
も
」
橋
は
あ
る
が
「
此
当
時
は
絶
て
架
橋
な
し

故
に
殊
更
に
綾
川
橋
の
名
高
く
當
地
の
名
所
に
か
そ
へ
ら
」
れ
た
そ
う
で
あ
る
。（
『
綾
南
町
史
』『
讃
岐

国
名
勝
図
会
』
）
に
は
古
く
石
橋
だ
っ
た
の
を
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
再
建
、
文
政
十
二
年
（
一

八
二
九
）
に
再
度
流
出
し
た
の
を
前
記
竹
内
次
郎
助
他
三
人
が
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
再
建
し
た

と
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
）
い
ず
れ
に
し
て
も
昭
和
八
年
に
現
在
の
滝
宮
橋
が
架
け
ら
れ
る
ま
で
こ
ち

ら
が
本
街
道
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
現
在
は
歩
行
者
用
の
橋
と
な
っ
て
い
る
。
） 

綾川に架かる橋 



 

 

橋
を
渡
っ
た
西
側
に
は
人
力
車
の
帳
場
が
あ
っ
た
。
道
は
右
へ
曲
っ
て
進
む
。
少
し
行
く
と
左
へ
カ

ー
ブ
す
る
が
、
曲
り
角
に
俗
に
「
川
の
坂
の
庵
」
と
呼
ば
れ
る
西
山
庵
が
あ
る
。
こ
の
庵
は
古
く
西
山

寺
と
い
い
、
龍
燈
院
の
西
の
坊
で
あ
っ
た
と
い
う
。
龍
燈
院
と
は
現
在
の
滝
宮
神
社
お
よ
び
天
満
宮
の

あ
い
だ
に
あ
っ
た
大
寺
で
、
両
社
の
別
当
を
兼
ね
て
い
た
。
明
治
の
神
仏
分
離
で
廃
寺
と
な
り
、
建
物

は
一
時
戸
長
役
場
に
使
用
し
て
い
た
が
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
一
揆
で
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
。
本
尊
は
堂
床
地
区
の
人
々
が
盗
ま
れ
た
地
区
内
の
お
堂
の
本
尊
に
と
ゆ
ず
り
受
け
、
守
り
伝
え

て
き
た
。
現
在
は
重
文
指
定
を
受
け
て
い
る
。 

 

川
の
坂
の
庵
で
は
春
の
彼
岸
の
中
日
に
す
ぐ
前
を
流
れ
る
綾
川
で
流
水
潅
頂
の
行
事
を
行
っ
た
。
お

世
話
は
川
之
坂
同
行
の
人
達
が
行
う
。
現
在
で
は
行
事
の
み
で
あ
る
が
以
前
は
市
が
立
っ
て
に
ぎ
わ
っ

た
と
い
う
。「
お
説
教
」
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
、「
え
ん
ま
さ
ん
の
掛
軸
を
見
る
ん
が
お
と
ろ
し
か
っ
た
」

（
古
老
談
）
そ
う
で
あ
る
。 

 

庵
の
前
に
金
毘
羅
燈
籠
が
立
っ
て
い
る
。
笠
・

火
袋
・
竿
す
べ
て
円
型
の
珍
し
い
燈
籠
で
、
正
面

に
「
金
毘
羅
大
権
現
御
廣
前
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
の
建
立
で
あ
る
が
、
全

体
的
に
風
化
し
て
刻
ま
れ
て
あ
る
字
が
読
み
に
く

金毘羅燈籠 



 

く
な
っ
て
い
る
。 

 
庵
の
上
に
は
小
さ
な
墓
地
が
あ
り
、
庵
主
の
墓
や
六
十
六
部
の
供
養
塔
が
建
っ
て
い
る
。 

「
歴
史
の
道
調
査
報
告
書 

金
毘
羅
街
道
（
高
松
道
）
」
よ
り 

 

木
造
十
一
面
観
音
立
像
（
重
要
文
化
財 

昭
和
三
十
年
二
月
二
日
指
定
） 

 

十
一
面
観
音
は
変
化

へ

ん

げ

観
音

か
ん
の
ん

の
な
か
で
は
、
最
も
早
く
か
ら
作
ら
れ
た
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ズ
ー

教
の
多
面
像
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
六
世
紀
後
半
以
降
、
十
一

面
観
音
に
関
す
る
経
典
が
数
多
く
漢
訳
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
は
「
十
一
面
観
音
神
呪
経

じ
ん
じ
ゅ
き
ょ
う

」
や
「
十

一
面
神
呪
心
経

じ
ん
じ
ゅ
し
ん
き
ょ
う

」
に
そ
の
像
容
や
功
徳
が
説
か
れ
て
い
る
。 

 

わ
が
国
に
は
白
鳳
時
代
に
は
伝
来
し
て
い
た
ら

し
く
、
那
智
出
土
の
金
銅

こ
ん
ど
う

十
一
面
観
音
立
像
は
よ

く
知
ら
れ
、
ま
た
法
隆
寺
金
堂
の
壁
画
の
中
に
も

描
か
れ
て
い
る
。
初
期
の
信
仰
に
は
疫
病
平
癒
を

祈
願
し
て
、
十
一
面
悔
過
は
行
わ
れ
て
い
た
。
東

大
寺
二
月
堂
の
修
二
会

し

ゅ

に

え

は
「
お
水
取
り
」
と
し
て

十
一
面
観
音
を
本
尊
と
し
て
行
わ
れ
る
。
十
一
面

木造十一面観音立像 



 

観
音
の
作
例
は
古
代
に
は
極
め
て
数
多
く
、
そ
の
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。 

 
 

本
像
は
右
手
を
垂
下
し
、
左
手
は
屈
臂
し
て
水
瓶
を
執
り
、
天
冠
台

て
ん
か
ん
だ
い

上
に
十
の
仏
面
と
如
来
形

に
ょ
ら
い
ぎ
ょ
う

立
像

り
つ
ぞ
う

、

そ
し
て
髻
上

ふ
さ
じ
ょ
う

に
仏
面
を
置
く
。
下
半
身
に
裳も

、
上
半
身
に
条
帛

じ
ょ
う
は
く

を
付
け
、
天
衣

て

ん

ね

を
ま
と
う
十
一
面
観
音

像
で
あ
る
。
桧
の
一
本
造
り
で
内
刳
り
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
右
手
首
ま
で
と
左
ひ
じ
ま
で
を
共
木

で
彫
り
出
し
、
彩
色
も
施
さ
な
い
素
木
と
し
て
い
る
。
面
相
部
は
明
瞭
に
し
て
、
や
や
切
れ
上
が
り
厳

し
く
刻
ま
れ
た
目
と
鼻
梁

び
り
ょ
う

の
通
っ
た
鼻
、
口
は
キ
リ
ッ
と
引
き
締
ま
り
、
頬
も
適
度
な
ふ
く
ら
み
を
も

つ
な
ど
、
秀
麗
で
厳
し
さ
が
看
取
さ
れ
る
。 

 

天
衣
や
両
膝
の
裳
の
衣
文
な
ど
に
は
翻
波
式

ほ

ん

ぱ

し

き

衣
文

え

も

ん

が
み
ら
れ
、
刀
の
切
れ
も
シ
ャ
ー
プ
で
、
条
帛
に

は
渦か

文も
ん

が
見
事
に
刻
ま
れ
る
。 

 

比
較
的
頭
部
を
小
さ
く
造
り
、
腰
の
当
り
で
引
き
締
め
ス
マ
ー
ト
な
印
象
を
受
け
る
と
と
も
に
、
姿

態
の
窮
屈
さ
が
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
面
奥
や
体
奥
を
厚
く
し
て
力
強
い
。
制
作
は

お
そ
ら
く
平
安
時
代
中
期
の
十
世
紀
と
見
ら
れ
よ
う
。 

 

本
像
は
、
か
つ
て
は
龍
燈
院
綾
川
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
に
伴
い
廃
寺

と
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
降
、
堂
床
地
区
の
人
に
よ
り
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

な
お
本
像
は
寛
平
年
中
（
八
八
九
～
八
九
八
）
に
天
下
に
疫
病
が
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
勅
命
に
よ
り
、

菅
原
道
真
公
が
自
ら
刻
ん
だ
像
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
道
真
の
時
代
ほ
ど
に
は
遡
ら



 

な
い
け
れ
ど
も
、
讃
岐
地
方
に
お
け
る
造
像
の
歴
史
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
像
と
い
え
る
。 

 
【
参
考
文
献
】
綾
川
町
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

木
造
十
一
面
観
音
立
像
パ
ン
フ
レ
ッ
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３月１６日（日） 綾川町からの復路 

◆ことでん琴平線 

    （滝宮駅）     （瓦町駅） 

     12：02 発  →  12：38 着 

       12：32 発  →  13：08 着 

次回のふるさと探訪は・・・・ 

 テ  －  マ 鬼無の桃太郎伝説を歩く  

 と  き 平成２６年４月２７日（日）  

      ９：３０～１２：００頃  

 集合場所 ＪＲ鬼無駅  

 講  師 山元 敏裕さん  

（市文化財専門員）  

☆広報「たかまつ」４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★ --------------------------------------- 

◆ＪＲ予讃線 

   （高松駅）    （鬼無駅） 

8：15 発  →  8：22 着 

8：57 発  →  9：04 着（南風リレー号） 

9：13 発  →  9：21 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。  

 


