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１ 

岩
根
の
桜 

 
崇
徳
上
皇
が
讃
岐
に
い
る
間
、
こ
の
桜
を
慈
し
み
何
度
か
足

を
運
び
愛
で
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

『
山
高
み 

岩
根
の
櫻 

散
る
時
は 

 

天
の
羽
衣 

な
づ
か
と
ぞ
見
る
』 

 

新
古
今
和
歌
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
崇
徳
上
皇
の
和
歌
で

す
。
（
詠
ま
れ
た
の
は
京
都
で
す
） 

  
 

※ 

崇
徳
上
皇
の
生
涯
：
保
元
の
乱
と
配
流
生
活 

崇
徳
上
皇
（
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
～
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
）
は
、
第
七
十
五
代
の
天
皇
で

あ
り
、
一
般
的
に
は
日
本
三
大
怨
霊
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

鳥
羽
天
皇
の
第
一
子
と
し
て
生
ま
れ
た
崇
徳
上
皇
（
顕あ

き

仁ひ
と

）
で
す
が
、
そ
の
出
生
に
つ
い
て
も
不

穏
な
噂
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
ま
し
た
。
『
古
事
談

こ

じ

だ

ん

』
と
い
う
書
物
に
よ
る
と
、
崇
徳
上
皇
は
実
は
鳥
羽

天
皇
の
后
で
あ
る
待
賢
門
院
と
、
父
で
あ
る
白
河
上
皇
の
間
に
生
ま
れ
た
不
義
の
子
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
、
当
然
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
鳥
羽
天
皇
は
、
崇
徳
上
皇
を
「
叔
父

子
」
と
呼
び
よ
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

岩根の桜 
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こ
れ
は
『
古
事
談
』
の
み
に
見
ら
れ
る
記
述
で
あ
り
ま
す
が
、
鳥
羽
と
崇
徳
の
間
が
う
ま
く
い
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
一
例
と
も
言
え
ま
す
。 

 
五
才
で
天
皇
位
に
つ
き
、
二
十
三
歳
で
近
衛
天
皇
に
譲
位
、
上
皇
と
な
っ
た
崇
徳
で
し
た
が
、
こ

の
頃
政
治
の
実
権
は
治
天
の
君
で
あ
る
鳥
羽
上
皇
が
握
っ
て
お
り
、
崇
徳
上
皇
は
日
陰
の
存
在
で
し

た
。 

 

天
皇
位
を
譲
っ
た
近
衛
天
皇
で
し
た
が
、
十
七
才
で
若
く
し
て
崩
御
し
ま
す
（
子
ど
も
も
い
ま
せ

ん
で
し
た
）
。
崇
徳
上
皇
は
自
身
の
子
で
あ
る
重
仁

し
げ
ひ
と

親
王
が
天
皇
位
に
つ
く
こ
と
で
、
院
政
を
行
え
る

日
を
待
ち
望
ん
で
い
た
よ
う
で
す
が
、
次
に
天
皇
と
な
っ
た
の
は
、

弟
の
後
白
河
で
し
た
。
政
治
の
表
舞
台
に
立
つ
機
会
を
奪
わ
れ
た

崇
徳
上
皇
は
、
同
じ
く
藤
原
摂
関
家
に
あ
っ
て
氏
の
長
者
争
い
を

し
て
い
た
藤
原

ふ
じ
わ
ら
の

頼
長

よ
り
な
が

と
と
も
に
武
士
た
ち
を
集
め
、
後
白
河
方
と

二
つ
の
勢
力
が
対
立
し
ま
す
。
そ
し
て
鳥
羽
法
皇
の
崩
御
を
き
っ

か
け
に
保
元
の
乱
（
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
）
が
お
こ
り
ま
す
。 

 

乱
は
わ
ず
か
一
日
で
決
着
が
つ
き
、
夜
襲
に
あ
っ
た
上
皇
方
は

敗
退
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
藤
原
頼
長
は
敗
死
、

源

為

義

み
な
も
と
の
た
め
よ
し

、

平
た
い
ら
の

忠た
だ

正ま
さ

は
斬
首
と
厳
し
い
処
分
が
さ
れ
る
な
か
、
崇
徳
上
皇
も

松山の津 
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讃
岐
へ
の
配
流
と
決
ま
り
ま
す
。 

 
配
流
さ
れ
た
崇
徳
上
皇
は
、
ま
ず
雄
山

お
ん
や
ま

の
麓
あ
た
り
と
さ
れ
る
松
山
の
津
に
船
を
つ
け
ま
し
た
。 

急
な
配
流
の
た
め
、
上
皇
が
暮
ら
す
御
所
は
ま
だ
で
き
て
お
ら
ず
、
林
田
に
あ
る

綾
あ
や
の

高
遠

た
か
と
お

の
屋
敷

を
仮
の
御
所
と
し
ま
し
た
。（
高
遠
の
屋
敷
で
は
な
く
、
そ
の
近
く
に
あ
っ
た
長
命
寺
を
仮
御
所
と
し

た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
）
こ
こ
で
上
皇
は
自
ら
の
身
の
哀
れ
を
嘆
き
、 

 

『
こ
こ
も
ま
た 
あ
ら
ぬ
雲
井
と 

な
り
に
け
り 

 

空
行
く
月
の 

影
に
ま
か
せ
て
』 

と
い
う
歌
を
残
し
た
た
め
、
こ
の
仮
御
所
を
雲
井

く

も

い

御
所

ご

し

ょ

と
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

雲
井
御
所
で
の
暮
ら
し
で
は
、
周
囲
の
武
士
を
集
め
射
芸

を
楽
し
ん
だ
り
、
高
遠
の
娘
と
の
間
に
男
子
と
女
子
二
人
の

子
を
も
う
け
た
り
な
ど
、
比
較
的
自
由
な
生
活
を
お
く
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。 

 

高
遠
の
娘
と
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
男
子
は
府
中
町
、

女
子
は
西
庄
町
に
お
墓
と
さ
れ
る
も
の
が
残
っ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
菊き

く

塚づ
か

と
姫ひ

め

塚づ
か

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
近
く
に
は
、
上

雲井御所跡 
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皇
が
使
っ
て
い
た
食
器
類
を
祀
っ
た

と
い
わ
れ
る
盌わ

ん

塚づ
か

も
あ
り
ま
す
。 

こ
う
し
て
二
年
を
過
ご
し
た
後
、

上
皇
は
新
し
く
造
ら
れ
た
御
所
に
移

り
ま
す
。
こ
の
御
所
は
府
中
の
鼓
岡

と
い
う
場
所
で
讃
岐
国
府
の
近
く
に

位
置
し
、
監
視
の
目
も
厳
し
く
な
っ

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
ま
た
御
所
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
粗
末
に

造
ら
れ
て
い
た
た
め
、
木こ

の

丸ま
る

殿で
ん

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
木
丸
殿
に
つ
い
て
は
、
崇
徳
上
皇
七
百
五
十
年
祭
が
行
わ
れ

た
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
、
往
時
を
偲
ぶ
た
め
、
そ
の
雰
囲
気

を
模
し
た
建
物
が
造
ら
れ
、
こ
れ
を
擬
古
堂

ぎ

こ

ど

う

と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

上
皇
は
こ
こ
で
六
年
を
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
自
ら
の
罪
を

悔
い
、
三
年
も
か
け
て
五
部
大
乗
経
と
い
う
お
経
を
写
経
し
＊ 

『
浜
千
鳥 

跡
は
都
へ 

通
へ
ど
も 

 

身
は
松
山
に 

音ね

を
の
み
ぞ
啼
く
』 

 

菊塚 

姫塚 盌塚 
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と
い
う
歌
と
と
も
に
都
へ
送
り
ま
す
が
、
す
げ
な
く
送
り
返
さ
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
て
上
皇
は
、
再
び
都
の
土
を

踏
む
こ
と
も
な
く
、
失
意
の
う
ち
に
四
十
五
歳
で
そ
の
生
涯
を
終

え
ま
す
。 

 

２ 

高
照
院
天
皇
寺 

 

金
華
山
高
照
院
天
皇
寺
は
第
七
十
九
番
札
所
で
あ
り
、
十
一
面

観
音
を
本
尊
と
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
摩ま

尼に

珠
院

し
ゅ
い
ん

妙
み
ょ
う

成
就
寺

じ
ょ
う
じ
ゅ
じ

と
い
う
お
寺
が
同
所
で
札
所
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
に
廃
寺
と
な
り
、
高
照
院
が
跡
を
継
ぎ
ま
し
た
。 

 

天
皇
寺
と
い
う
名
称
は
、
別
当
と
な
っ
て
い
る
白
峰
宮
が
崇
徳

天
皇
を
祀
り
、
天
皇
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
も

の
で
、
江
戸
時
代
の
絵
図
な
ど
に
は
む
し
ろ
「
崇
徳
天
皇
」
と
表

記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

擬古堂 摩尼珠院の石碑 
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３ 

白
峰
宮 

 

崇
徳
上
皇
が
崩
御
さ
れ
た
後
、
甥
と
な
る
第
七
十
八
代
二
条

天
皇
の
命
に
よ
り
、
上
皇
を
祭
神
と
す
る
社
殿
が
造
営
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
が
白
峰
宮
で
あ
り
、
八
十
場
の
霊
泉
に
遺
体
を
浸

し
て
い
た
際
、
付
近
の
霊
木
に
毎
夜
神
光
が
燈
っ
た
（
そ
の
後

白
峰
に
葬
ら
れ
て
か
ら
は
、
上
皇
の
魂
が
金
色
の
鳶
と
な
り
、

毎
日
遊
び
に
来
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
）
と
い
う
こ
と
か

ら
、
別
名
「
明
り
の
宮
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

崇
徳
上
皇
の
生
涯
：
崩
御
と
怨
霊
伝
説 

 
 

崇
徳
上
皇
の
死
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
『
今
鏡
』
で
は
、

息
子
の
重
仁
親
王
が
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
心
を
痛
め
た
こ
と
に
、
そ
の
原
因
を
求
め
て
い

ま
す
が
、
香
川
に
は
暗
殺
説
が
根
強
く
残
り
、
江
戸
時
代
の
『
讃
州
府
誌
』
と
い
う
地
誌
に
は
、
そ

の
状
況
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
よ
る
と
、
五
部
大
乗
経
を
送
り
返
さ
れ
た
こ
と
に
激
怒
し
た
上
皇
は
、
自
身
の
舌
を
噛
み

切
っ
た
血
で
大
乗
経
に
「
大
魔
王
と
な
り
天
下
を
乱
し
て
や
る
」
と
書
き
付
け
、
さ
ら
に
竜
宮
に
納

白峰宮 
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め
る
と
し
て
そ
の
お
経
を
海
に
沈
め
ま
し
た
。
そ
し
て
髪
も
剃
ら
ず
爪
も
切
ら
ず
、
歯
は
鋭
く
と
が

り
目
は
ら
ん
ら
ん
と
輝
き
、
顔
色
や
顔
立
ち
さ
え
異
様
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

（
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、
『
保
元
物
語
』
に
記
述
の
あ
る
こ
と
で
す
。
） 

 

都
で
は
上
皇
の
様
子
を
伺
う
た
め
偵
察
を
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
事
実
を
確
認
し
、
恐
れ
た

た
め
か
、
二
条
天
皇
は
ひ
そ
か
に
命
を
下
し
、
土
着
の
武
士
で
あ
る
三
木
近
安
（
近
保
と
も
）
と
い

う
者
に
鼓
岡
の
御
所
を
襲
撃
さ
せ
、
暗
殺
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。 

上
皇
は
柳
の
樹
の
洞
に
隠
れ
た
と
こ
ろ
を
近
安
に
見
つ
か

り
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
殺
さ
れ
た
場
所
を
柳
田
と
呼
び
、
こ

こ
に
柳
を
植
え
て
も
う
ま
く
育
た
な
い
と
い
う
言
い
伝
え
も

生
ま
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
三
木
姓
の
者
は
白
峯
寺

し

ろ

み

ね

じ

（
上
皇
の
菩
提
所
が
あ
る
）

に
登
っ
て
は
い
け
な
い
、
紫
の
衣
を
着
る
こ
と
を
忌
む
（
近

安
が
紫
の
手
綱
を
用
い
て
い
た
か
ら
）
、
葦
毛
の
馬
（
近
安
が

跨
っ
て
い
た
）
は
育
た
な
い
、
な
ど
の
言
い
伝
え
が
あ
っ
た

と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

柳田 
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病
死
な
の
か
暗
殺
な
の
か
は
と
も
か
く
、
長
寛
二
年
（
一
一

六
四
）
に
崩
御
し
た
崇
徳
上
皇
は
、
そ
の
遺
体
を
八
十
場
の
霊

泉
（
後
述
）
で
保
管
さ
れ
た
後
、
白
峰
山

し
ら
み
ね
や
ま

へ
移
送
さ
れ
ま
す
。

こ
の
途
中
、
休
憩
を
と
っ
た
高
家

た

か

や

神
社

じ
ん
じ
ゃ

に
は
棺
を
置
い
た
と
さ

れ
る
石
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
時
、
急
に
天
候
が
悪
く

な
り
雷
が
鳴
り
響
く
中
、
棺
を
置
い
た
石
に
は
血
の
跡
が
あ
っ

た
、
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
高
家
神

社
の
別
名
を
「
血
の
宮
」
と
い
い
ま
す
。 

上
皇
の
遺
体
は
こ
の
後
、
白
峰
山
の
稚
児
ヶ
嶽

ち

ご

が

た

け

に
て
荼
毘

だ

び

（
火
葬
）
に
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
そ
の
煙
が
山
の
ふ
も
と
に
留
ま
っ
た
た
め
、
こ
こ
に
青
海

お

う

み

神
社

じ
ん
じ
ゃ

（
煙

の
宮
）
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
白
峰
山
に
は
御
陵
が
築
か
れ
、
そ
の
隣
の
白
峯
寺
に
は
、
菩
提
所
で
あ
る
頓
証
寺

と
ん
し
ょ
う
じ

殿で
ん

が
建
て

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
鼓
岡
の
木
丸
殿
を
移
し
た
も
の
と
も
い
わ
れ
ま
す
。 

 

の
ち
に
西
行
法
師
が
訪
れ
、
崇
徳
上
皇
の
霊
を
慰
め
た
の
は
、
こ
の
地
で
の
こ
と
で
す
。 

 

以
上
が
地
誌
や
伝
承
か
ら
復
元
さ
れ
る
、
崇
徳
上
皇
の
配
流
か
ら
崩
御
に
至
る
過
程
で
す
。 

 

上
皇
が
崩
御
し
た
直
後
は
、
都
も
あ
ま
り
関
心
を
払
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
死
後
し
ば
ら
く
し
て
、

高家神社の棺を置いたとされる石 
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災
害
や
事
件
な
ど
が
た
て
続
け
に
起
こ
っ
た
こ
と
、
後
白
河
天
皇
の
関
係
者
が
次
々
と
亡
く
な
っ
た

こ
と
な
ど
が
、
上
皇
や
藤
原
頼
長
の
仕
業
と
さ
れ
る
な
ど
、
怨
霊
と
し
て
の
崇
徳
上
皇
が
強
く
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
意
識
が
『
保
元
物
語
』
や
『
太
平
記
』
な
ど
で
形
と
し
て
表

さ
れ
、
江
戸
時
代
の
『
雨
月
物
語
』
を
経
て
今
に
至
る
ま
で
、
崇
徳
上
皇
と
い
う
人
物
の
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。 

 

た
だ
し
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
一
般
的
な
、
都
で
あ
る
京
都
か
ら
見
た
上
皇
の
印
象
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。
実
際
に
上
皇
が
暮

ら
し
た
坂
出
に
は
、
こ
う

し
た
怨
霊
の
側
面
よ
り

も
、
都
を
懐
か
し
み
な
が

ら
寂
し
い
最
期
を
向
か

え
た
哀
れ
な
天
皇
を
畏

れ
敬
う
、
と
い
う
よ
う
な

伝
承
が
よ
り
多
く
残
さ

れ
て
い
ま
す
。 

青海神社 

白峯御陵 
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４ 

野
澤
井
（
八
十
場
の
清
水
） 

 

崇
徳
上
皇
が
崩
御
さ
れ
た
の
は
、
ま
だ
残
暑
の
厳
し
い
九

月
（
旧
暦
八
月
二
十
六
日
）
の
こ
と
で
し
た
。 

ま
た
勝
手
に
葬
儀
等
を
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
た
め
、

都
か
ら
の
通
告
を
待
つ
間
、
遺
体
が
傷
ま
な
い
よ
う
に
気
を

つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
問
題
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
、
遺
体
を
霊
泉
と
し
て

既
に
知
ら
れ
て
い
た
八
十
場
の
清
水
に
漬
け
て
お
い
た
と
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
「
野
澤
井
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
『
綾
北
問
尋
鈔
』
な
ど
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

※ 

坂
出
に
残
る
最
古
の
民
話
「
悪
魚
退
治
の
伝
説
」 

 

八
十
場
の
清
水
が
、
霊
泉
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
伝
説
に
よ
る
も
の
で
す
。

以
下
に
こ
の
民
話
の
概
略
を
示
し
ま
す
。 

  

む
か
し
む
か
し
景
行
天
皇
の
頃
、
坂
出
の
沖
に
「
江え

のの

魚う
お

」
と
い
う
大
き
な
悪
魚
が
現
れ
、
人
々 野澤井 
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を
大
変
困
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
息
子
の
武
皷

タ
ケ
カ
イ
コ

王オ
ウ

と
い
う
王
子
（
こ
の
人
物
に
つ
い
て

は
神カ

ン

櫛グ
シ

王オ
ウ

と
し
た
り
日
本
武
尊

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト

と
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
）
に
命
じ
、
こ
の
悪
魚
を
退
治
さ
せ
ま

し
た
。 

 

王
子
の
一
行
は
見
事
こ
の
任
務
を
達
成
す
る
も
の
の
、
悪
魚
の
毒
気
に
あ
て
ら
れ
倒
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
の
時
神
の
使
い
の
童
子
が
現
れ
、
一
行
に
神
水
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
み
な
息
を
吹
き
返
し

ま
し
た
。
こ
の
神
水
こ
そ
八
十
場
の
清
水
で
あ
り
、
蘇
生
し
た
兵
士
の
数
が
八
十
八
人
だ
っ
た
こ
と

か
ら
「
八
十
八

や

そ

ば

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。（
蘇
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ち
な
ん
で
「
弥

蘇
場
」
、
兵
士
の
数
が
八
十
人
な
の
で
「
八
十
場
」
、
い
や
兵
士
の
数
は
八
百
人
で
「
八
百
蘇
波

や

ほ

そ

ば

」
だ

っ
た
の
が
略
さ
れ
て
「
八
蘇
波
」
（
『
全
讃
史
』
）
な
ど
、
「
や
そ
ば
」
の
字
や
細
か
い
由
来
に
つ
い
て

は
様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
。
） 

 

さ
て
、
退
治
さ
れ
た
悪
魚
「
江
の
魚
」
で
す
が
、
そ
の
頭
と
尾
が
流
れ
着
い
た
場
所
を
「
福
江

ふ

く

え

」

と
「
江
尻

え

じ

り

」
（
ど
ち
ら
も
坂
出
に
あ
る
地
名
で
す
）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
骨
は
後
に
災
い
を
成

す
元
凶
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
諸
国
を
旅
し
て
い
た
行
基
に
よ
り
薬
師
如
来
と
さ
れ
、「

魚
う
お
の

御
堂

み

ど

う

」

に
祀
ら
れ
鎮
魂
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
後
日
談
が
あ
り
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
八
十
場
の
清
水
を
持
っ
て
き
た
童
子
は
、
福
江
町
に
あ
る
横よ

こ

潮し
お

神
社

じ
ん
じ
ゃ

の
神
と
さ
れ
、
白

峰
山
の
方
か
ら
飛
来
し
た
た
め
、
そ
の
場
所
を
「
稚
児
ヶ
嶽
」（
崇
徳
上
皇
が
火
葬
さ
れ
た
場
所
で
す
）
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と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
討
伐
に
成
功
し
た
武
皷
王
は
功
績
と
し
て
そ
の
地
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
讃
岐
に
留
ま

り
、
「
讃
留
霊
王

さ

る

れ

お

う

」
と
呼
ば
れ
る
讃
岐
国
の
初
代
の
王
に
な
っ
た
、
と
民
話
は
続
き
ま
す
。 

 
 

 

伝
説
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
荒
唐
無
稽
な
点
が
あ
っ
た
り
、
や
や
こ
じ
つ
け
に
感

じ
ら
れ
る
部
分
も
見
え
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
坂
出
の
地
名
の
由
来
を
、
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る

人
物
（
日
本
武
尊
は
も
ち
ろ
ん
、
武
皷
王
は
日
本
武
尊
の

御
子
で
讃
岐
の
綾
君
の
祖
、
神
櫛
王
は
景
行
天
皇
の
皇
子

で
讃
岐
の
国
造
の
始
祖
、
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
）
に
託

し
、
上
手
く
ま
と
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ

坂
出
の
成
り
立
ち
を
語
る
も
の
と
し
て
、
現
在
に
い
た
る

ま
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

５ 

マ
ナ
イ
タ
石 

 

白
峰
宮
の
西
、
原
っ
ぱ
の
中
に
大
き
な
加
工
さ
れ
た
石

が
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
石
は
幅
二
メ
ー
ト

マナイタ石 
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ル
、
奥
行
き
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
で
、
石
の
真
ん
中
に
長
辺
方
向
と
平
行
な
段
差
が
設
け
ら

れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
こ
れ
は
マ
ナ
イ
タ
石
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
も
と
は
城
山

き

や

ま

の
城
門
跡
近

く
に
あ
っ
た
も
の
を
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
こ
こ
ま
で
降
ろ
し
て
き
た
も
の
で
す
。
こ
れ
と

同
じ
マ
ナ
イ
タ
石
が
、
城
山
に
は
ま
だ
二
つ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。 

 

※ 

い
ま
だ
謎
に
包
ま
れ
る
古
代
山
城
「
城
山

き

や

ま

」 

 

城
山
は
、
約
一
三
五
〇
年
前
に
造
ら
れ
た
古
代
山
城
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
古
代
山
城
に

は
、
大
き
く
分
け
て
「
朝
鮮
式
山
城
」
と
「
神
籠
石

こ

う

ご

い

し

系
山
城
」
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
「
朝
鮮
式
山

城
」
は
『
日
本
書
紀
』
・
『
続
日
本
紀
』
に
記
事
の
あ
る
も
の
で
、
朝
鮮
半
島
に
残
る
山
城
と
似
た
特

徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
「
神
籠
石
系
山
城
」
は
、
前
述
の
文
献
に
記
事
が
な
く
、
か
つ
て
は
祭
祀
遺
跡

と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
大
き
め
の
切
石
を
用
い
た
列
石
が
ひ
と
つ
の
特
徴
と
な
る
も
の
で
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
古
文
献
に
記
事
が
あ
る
か
ど
う
か
で
分
け
る
方
法
で
は
、
形
態
の
差
異
と
食
い
違

い
が
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
た
め
、
現
在
で
は
双
方
を
ま
と
め
、
「
古
代
山
城
」
と
呼
称
す
る
こ
と

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
（
城
山
は
一
応
、
「
神
籠
石
系
山
城
」
に
あ
た
り
ま
す
。
） 

 

城
山
の
特
徴
と
し
て
は
、
二
重
の
城
郭
（
土
塁
や
石
塁
で
構
成
さ
れ
ま
す
）
を
持
ち
、
そ
の
範
囲
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『府中村史』による城門復元図  

 

ホロソ石 

が
か
な
り
広
い
こ
と
、
石
造
加
工
物
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。 

 

城
郭
は
急
傾
斜
と
な
る
山
の
南
・
東
方
向
で
は
あ
ま
り
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
標
高
約
三
百

メ
ー
ト
ル
付
近
と
約
四
百
メ
ー
ト
ル
付
近
に
築
か
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
は
土
塁
で
す
。
内
郭
に
あ

た
る
標
高
約
四
百
メ
ー
ト
ル
付
近
の
も
の
で
は
、
一
部
石
積
み
を
用
い
た
石
塁
と
な
る
場
所
が
見
ら

れ
ま
す
。 

石
造
加
工
物
は
、
先
程
説
明
し
た
マ
ナ
イ
タ
石
が
三
つ
、
凹
型
を
し
た
ホ
ロ
ソ
石
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
九
つ
、
ホ
ロ
ソ
石
と
同
規
模
で
抉
り
を
持
た
な
い
カ
ガ
ミ
石
が
三
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。 
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水口 

 

城門跡 

こ
れ
ら
の
石
造
加
工
物
は
、
組
み
合
わ
せ
て
城
門
の
礎
石
と
な
る
、
と
い
う
考
え
方
が
古
く
か
ら

示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
他
の
古
代
山
城
で
見
つ
か
る
物
と
少
し
形
態
に
差
異
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ

れ
が
異
な
る
場
所
で
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
等
、
今
の
と
こ
ろ
断
定
に
は
材
料
が
不
足
し
て
い
る
と

い
え
ま
す
。 

 

城
山
に
は
他
に
も
、
城
門
跡
（
門
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
左
右
の
石
積
み
（
整
形
さ
れ
た
切
石
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
）
が
残
っ
て
い
ま
す
。
）
、
水
口

み
な
く
ち

と
呼
ば
れ
る
水
門
跡
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。 
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ま
た
、
城
山
長
者
の
伝
説
と
い
う
民
話
の
舞
台
に
も
な
っ
て
お
り
、
こ
の
な
か
で
は
土
塁
を
車
が

通
る
た
め
の
道
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
本
格
的
な
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
正
確

な
遺
構
配
置
は
ど
う
な
の
か
、
い
つ
の
時
期
の
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま

だ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。 
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６月２４日（日） 坂出市西庄町からの復路 

ＪＲ八十場駅 

  （八十場駅）     （高松駅） 

12：02 発  →    12：25 着 

12：29 発  →    12：52 着 

 

次回のふるさと探訪は・・・・ 

 テ  －  マ 六萬寺周辺を訪ねる  

 と  き 平成２４年９月３０日（日）  

      ９：３０～１２：００  

 集合場所 未定（９月１５日号の広報たかまつ，高松市ホー

ムページでご確認ください。）  

講  師 小川 太一郎さん（市文化財保護協会副会長）  

☆広報「たかまつ」９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。）  
 

★集合場所への交通案内★ ---------------------------------------  

ことでん電車【志度線・下り】 

（瓦町駅）   （六万寺駅）  

８：２６   →    ８：４８  

  ８：４６ →  ９：０８  

  ９：０６ →  ９：２８  
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「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。  

 

 

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。  

 


