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「
　

喜
田
道
　
帰
（
き
た
み
ち
　
か
え
る
）
先
生
」
と
生
徒
の
「
　

歩
（
あ
ゆ
む
）
君
」

「
　

美
歩
（
み
ほ
）
ち
ゃ
ん
」
が
、「
駅
か
ら
ウ
ォ
ー
ク
」
で
歩
い
た
　
　
　
　
　
　
を
毎

月
皆
さ
ん
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

喜
田
道
先
生
と
行
く

歩
き

喜
田
道
先
生
と
行
く

歩
き

え
え
と
こ

え
え
と
こ

え
え
と
こ

え
え
と
こ

え
え
と
こ

え
え
と
こ

城山寺（岡本城跡）

「七宝窯」③

不動の滝
カントリーパーク

⑤⑥

鳩八幡神社④

三豊平野の眺望

②宮池

①熊岡八幡宮 ＪＲ比地大駅

★

★

★

★

★

★

★

財田川

スタート

　
第
５
回
目
は
、
三
豊
市
の
シ
ン
ボ
ル
七
宝

山
の
裾
野
を
歩
い
て
、
不
動
の
滝
や
岡
本
の

集
落
を
散
策
。
財
田
川
沿
い
を
観
音
寺
ま
で

歩
く
コ
ー
ス
で
す
。

　
　
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
こ
の
特
集
を

参
考
に
ど
こ
か
に
行
か
れ
ま
し
た
か
？

　
今
回
は
、
５
月
３０
日
に
開
催
し
た
『
七
宝

山
の
裾
野
と
不
動
の
滝
・
観
音
寺
路
地
裏
味

め
ぐ
り
ウ
ォ
ー
ク
』
を
紹
介
し
ま
す
。

　
　
い
つ
も
は
土
・
日
曜
日
や
祝
日
の
開
催

で
す
が
、
今
回
、
初
め
て
平
日
に
実
施
し
ま

し
た
。

　
来
て
く
れ
る
か
な
〜
。
不
安
な
気
持
ち
で
集

合
場
所
の
予
讃
線
比
地
大
駅
で
待
っ
て
い
る
と
、

列
車
か
ら
大
勢
の
お
客
さ
ん
が
降
り
て
き
て
く

れ
て
一
安
心
。
平
日
だ
っ
た
け
ど
、
５１
人
も
の

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
　
比
地
大
小
学
校
横
の
陸
橋
を
渡
っ
て
元
気

に
出
発
。

　
　
お
菓
子
屋
さ
ん
や
醤
油
屋
さ
ん
の
大
き
な

蔵
が
あ
っ
た
ね
。

　
　
比
地
大
駅
か
ら
七
宝
山
に
向
か
い
、
緩
や

か
な
坂
道
を
１５
分
程
歩
く
と
、
長
い
石
段
の
あ

る
「
熊
岡
八
幡
宮
」（
①
）
に
到
着
。
こ
こ
は
、

大
昔
か
ら
の
三
豊
・
観
音
寺
三
大
大
社
の
ひ
と

つ
。
階
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ
が
本
殿
で
す
。

　
※
三
大
大
社

（
琴
弾
八
幡
宮

浪
打
八
幡
宮
・

熊
岡
八
幡
宮
）

　
　
新
し
い
階

段
だ
っ
た
！
ぼ

く
は
、
一
気
に

登
っ
た
よ
。

　
　
２
５
０
段

く
ら
い
あ
っ
た

よ
。
振
り
返
る
と
三
豊
平
野
が
一
望
。

　
　
お
宮
さ
ん
に
到
着
し
た
ら
、
宮
司
さ
ん
が

出
迎
え
て
く
れ
て
、
氏
子
の
人
た
ち
か
ら
冷
た

い
お
茶
の
接
待
が
あ
っ
て
お
い
し
か
っ
た
。

　
　
こ
の
神
社
は
９
３
１
年
に
鎮
座
さ
れ
て
１

０
０
０
年
を
優
に
越
え
た
歴
史
が
あ
る
ん
だ

よ
。

　
　
ふ
〜
ん
昔
か
ら
こ
こ
に
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

　
　
神
社
が
あ
る
宮
山
に
は
窯
跡
が
あ
っ
て
、

出
土
し
た
須
恵
器
は
当
時
の
最
先
端
技
術
の
製

品
だ
っ
た
そ
う
だ
よ
。

　
５
世
紀
頃
の
遺
跡
は
全
国
に
も
数
十
例
し
か

な
い
そ
う
だ
。

　
　
階
段
を
降
り
る
と
、
池
の
左
側
に
は
三
豊

平
野
、
右
に
は
七
宝
山
が
見
え
て
、
き
ょ
ろ
き

ょ
ろ
し
な
が
ら
歩
い
た
よ
。

　
　
こ
こ
は
、
土
の
道
だ
か
ら
足
に
も
や
さ
し

い
し
、
池
に
映
る
「
七
宝
山
」
は
神
秘
的
な
景

色
だ
っ
た
よ
。

　
　
こ
の
池
は
、
宮
池
（
②
）
と
い
う
ん
だ
。

こ
の
先
に
面
白
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
。

　
　
宮
池
か
ら
新
し
い
農
道
に
入
る
と
、
右
手

に
き
れ
い
な
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

ガ
ー
デ
ン
が
あ

っ
た
よ
。

　
　
す
っ
ご
い
、

き
れ
い
だ
っ
た
。

私
も
大
き
く
な

っ
た
ら
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
し
よ
う
。

　
　
新
し
い
農

道
か
ら
の
三
豊

平
野
の
眺
め
も
す
ば
ら
し
い
で
す
よ
。

　
さ
て
、
次
は
古
く
か
ら
こ
の
地
に
伝
わ
る
伝

統
工
芸
の
岡
本
焼
き
の
窯
元
「
七
宝
窯
」（
③
）

を
訪
ね
ま
し
た
。

　
　
岡
本
焼
き
は
、
明
治
か
ら
大
正
時
代
に

か
け
て
「
ほ
う
ろ
く
」
と
呼
ば
れ
た
う
す
赤

色
の
土
鍋
・
水
が
め
・
火
消
し
つ
ぼ
・
豆
い

り
瓦
な
ど
日
用
雑
器
を
主
に
製
造
し
て
い
た

ん
だ
よ
。
戦
後
は
、
美
術
工
芸
品
と
し
て
の

岡
本
焼
き
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
て
き

て
い
る
ん
だ
。

　
　
わ
た
し
は
、
か
わ
い
い
焼
物
が
並
ん
で

い
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
行
っ
た
よ
。

　
　
僕
は
、
窯
見
学
で
ど
う
や
っ
て
造
ら
れ

る
の
か
勉
強
し
た
よ
。

　
　
伝
統
工
芸
士
の
詫
間
さ
ん
が
窯
を
案
内

し
て
く
れ
ま
し
た
。
今
度
は
体
験
教
室
に
参

加
し
て
、
自
分
だ
け
の
作
品
を
造
っ
て
み
よ

う
。

　
　
岡
本
焼
き
の

“
は
し
置
き
”の
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
い
た
だ
い

た
よ
。

　
　
わ
た
し
も
。
大

切
に
使
っ
て
い
る
よ
。

　
　
次
は
、
鳩
八
幡

神
社
（
④
）
。
鳥
居
か

ら
社
ま
で
全
部
新
品
と
い
う
の
は
新
鮮
。
建

立
し
た
時
に
し
か
見
れ
な
い
風
景
だ
と
思
う

よ
ね
。
大
昔
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
気
分

を
味
わ
っ
た
ね
。

　
　
石
畳
ま
で
真
っ
さ
ら
！
そ
れ
に
し
て
も
、

鳩
八
幡
と
い
う
名
前
が
か
わ
い
い
。

　
　
次
は
不
動
の
滝
（
⑤
）
へ
。

　
　
す
ご
く
高
い
と
こ
ろ
か
ら
水
が
落
ち
て

い
た
ね
。

　
　
こ
の
滝
は
落
差
が
５５
メ
ー
ト
ル
も
あ
る

ん
だ
よ
。
音
と
水
し
ぶ
き
で
清
涼
感
抜
群
だ

ね
。
パ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
や
子
ど
も
が
遊
べ
る
遊

具
な
ど
も
あ
っ
て
、
家
族
連
れ
で
も
楽
し
め

そ
う
で
す
ね
。
ま
た
、
春
は
花
見
、
秋
は
紅

葉
の
名
所
と
し
て
も
有
名
で
す
よ
。
今
回
は
、

こ
こ
で
お
弁
当
に
し
ま
し
た
。　

　
お
弁
当
を
食

べ
た
あ
と
、
芝
広

場
（
⑥
）
で
遊
ん

だ
よ
。

　
　
お
弁
当
も
食

べ
て
、
後
半
の
部

を
ス
タ
ー
ト
。
次

は
、
不
動
の
滝
か

ら
少
し
下
っ
た
と

こ
ろ
の
集
落
、
岡

本
地
区
の
中
心
の

小
高
い
丘
に
あ
る
城
山
寺
へ
。

　
　
こ
の
辺
り
は
家
が
い
っ
ぱ
い
。

　
　
そ
う
な
ん
だ
。
そ
の
昔
、
戦
国
時
代
に

は
、こ
の
丘
に
岡
本
城
が
あ
っ
て
、
こ
の
集
落

は
城
下
町
と
し

て
街
が
形
成
さ

れ
た
と
こ
ろ
な

ん
だ
。

　
　
そ
う
な
ん

だ
。

　
　
次
は
、
そ

の
城
跡
に
あ
る

「
城
山
寺
」

を
見
学
。

　
　
ご
住
職
さ

ん
か
ら
お
寺
の
歴
史
や
岡
本
城
の
説
明
が
あ

っ
た
ね
。

　
　
腰
を
か
が
め
な
が
ら
、
笑
顔
で
説
明
し

て
く
れ
た
ね
。

　
　
本
堂
か
ら
眺
め
る
岡
本
の
集
落
も
、
先

生
の
お
気
に
入
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
こ
の
岡
本
の
集
落
を
抜
け
て
、
七
宝
山
脈

の
終
点
“か
な
隈
”
街
道
が
集
ま
る
要
所
で
、

昔
か
ら
商
売
を
し
て
い
る
名
物
「
か
な
く
ま

餅
」
を
頂
い
た
ね
。

　
　
塩
味
が
き
い
て
い
て
、
す
ご
く
お
い
し

か
っ
た
わ
。

　
　
う
ん
、
お
い
し
か
っ
た
。

　
　
歩
く
ん
は
、
も
ち
を
2
個
も
食
べ
て
元

気
モ
リ
モ
リ
。
財
田
川
に
沿
っ
て
一
気
に
琴

弾
公
園
ま
で
行
っ
た
ね
。

　
　
琴
弾
公
園
内
の
道
の
駅
「
こ
と
ひ
き
」

で
、
観
音
寺
路
地
裏
味
め
ぐ
り
チ
ケ
ッ
ト
を

購
入
し
て
、
い
り
こ
屋
や
て
ん
ぷ
ら
屋
、
え

び
せ
ん
屋
を
回
っ
て
食
べ
歩
き
を
楽
し
み
ま

し
た
。

　
　
途
中
、
観
音
寺
銘
菓
店
の
茶
房
が
あ
る

お
菓
子
屋
へ
立
ち
寄
っ
て
、
観
音
寺
駅
で
の

解
散
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
観
音
寺
駅
に
は
、
三
豊
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
バ
ス
の
停
留
所
が
あ
る
か
ら
、
三
豊
市
内

各
地
へ
の
帰
り
も
楽
チ
ン
で
す
よ
。

①熊岡八幡宮

②宮 池

③七宝窯

・

Ｊ
Ｒ
本
山
駅
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岡
本
焼
き
は
生
活
雑
器
と
し
て
、
昔
か
ら

愛
用
さ
れ
て
き
た
焼
物
で
す
。
あ
た
た
か
み

が
あ
り
、
上
品
で
お
も
む
き
の
あ
る
陶
器
を

ぜ
ひ
お
使
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
春
の
山
桜

や
秋
の
紅
葉
も
楽
し
め
る
不
動
の
滝
は
、
三

豊
市
を
代
表
す
る
絶
景
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
自

然
と
文
化
の
集
ま
る
七
宝
山
に
、
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

詫
間
　
政
司
さ
ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
本
文
を
参
考
に
仲
間
や
家
族
と
一
緒
に
思
い

思
い
の
ウ
ォ
ー
ク
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　

　
商
工
観
光
課
　
☎
６２
・
１
１
２
９

ア
ク
セ
ス

行
き

三
豊
各
地
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
で
Ｊ
Ｒ

比
地
大
駅
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

今
回
の
コ
ー
ス

※
最
寄
の
バ
ス
停
は
、
豊
中
高
瀬
線
の
比
地
大

　
バ
ス
停
か
豊
中
三
野
線
の
Ｊ
Ａ
比
地
大
バ
ス

　
停
で
す
。

帰
り

※
Ｊ
Ｒ
観
音
寺
駅
バ
ス
停
か
ら
は
、
財
田
観
音

　
寺
線
と
仁
尾
線
が
出
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
観
音
寺
駅
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
で

三
豊
各
地
へ
お
帰
り
く
だ
さ
い
。

路地裏味めぐり

道の駅ことひき

JR観音寺駅
ゴール

★

★

　
第
5
回
目
は
、
三
豊
市
の
シ
ン
ボ
ル
七
宝

山
の
裾
野
を
歩
い
て
、
不
動
の
滝
や
岡
本
の

集
落
を
散
策
。
財
田
川
沿
い
を
観
音
寺
ま
で

歩
く
コ
ー
ス
で
す
。

　
　
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
こ
の
特
集
を

参
考
に
ど
こ
か
に
行
か
れ
ま
し
た
か
？

　
今
回
は
、
5
月
３０
日
に
開
催
し
た
『
七
宝

山
の
裾
野
と
不
動
の
滝
・
観
音
寺
路
地
裏
味

め
ぐ
り
ウ
ォ
ー
ク
』
を
紹
介
し
ま
す
。

　
　
い
つ
も
は
土
・
日
曜
日
や
祝
日
の
開
催

で
す
が
、
今
回
、
初
め
て
平
日
に
実
施
し
ま

し
た
。

　
来
て
く
れ
る
か
な
〜
。
不
安
な
気
持
ち
で
集

合
場
所
の
予
讃
線
比
地
大
駅
で
待
っ
て
い
る
と
、

列
車
か
ら
大
勢
の
お
客
さ
ん
が
降
り
て
き
て
く

れ
て
一
安
心
。
平
日
だ
っ
た
け
ど
、
５１
人
も
の

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
　
比
地
大
小
学
校
横
の
陸
橋
を
渡
っ
て
元
気

に
出
発
。

　
　
お
菓
子
屋
さ
ん
や
醤
油
屋
さ
ん
の
大
き
な

蔵
が
あ
っ
た
ね
。

　
　
比
地
大
駅
か
ら
七
宝
山
に
向
か
い
、
緩
や

か
な
坂
道
を
１５
分
程
歩
く
と
、
長
い
石
段
の
あ

る
「
熊
岡
八
幡
宮
」（
①
）
に
到
着
。
こ
こ
は
、

大
昔
か
ら
の
三
豊
・
観
音
寺
三
大
大
社
の
ひ
と

つ
。
階
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ
が
本
殿
で
す
。

　
※
三
大
大
社

（
琴
弾
八
幡
宮

浪
打
八
幡
宮
・

熊
岡
八
幡
宮
）

　
　
新
し
い
階

段
だ
っ
た
！
ぼ

く
は
、
一
気
に

登
っ
た
よ
。

　
　
2
5
0
段

く
ら
い
あ
っ
た

よ
。
振
り
返
る
と
三
豊
平
野
が
一
望
。

　
　
お
宮
さ
ん
に
到
着
し
た
ら
、
宮
司
さ
ん
が

出
迎
え
て
く
れ
て
、
氏
子
の
人
た
ち
か
ら
冷
た

い
お
茶
の
接
待
が
あ
っ
て
お
い
し
か
っ
た
。

　
　
こ
の
神
社
は
9
3
1
年
に
鎮
座
さ
れ
て

1
0
0
0
年
を
優
に
越
え
た
歴
史
が
あ
る
ん
だ

よ
。

　
　
ふ
〜
ん
昔
か
ら
こ
こ
に
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

　
　
神
社
が
あ
る
宮
山
に
は
窯
跡
が
あ
っ
て
、

出
土
し
た
須
恵
器
は
当
時
の
最
先
端
技
術
の
製

品
だ
っ
た
そ
う
だ
よ
。

　
5
世
紀
頃
の
遺
跡
は
全
国
に
も
数
十
例
し
か

な
い
そ
う
だ
。

　
　
階
段
を
降
り
る
と
、
池
の
左
側
に
は
三
豊

平
野
、
右
に
は
七
宝
山
が
見
え
て
、
き
ょ
ろ
き

ょ
ろ
し
な
が
ら
歩
い
た
よ
。

　
　
こ
こ
は
、
土
の
道
だ
か
ら
足
に
も
や
さ
し

い
し
、
池
に
映
る
「
七
宝
山
」
は
神
秘
的
な
景

色
だ
っ
た
よ
。

　
　
こ
の
池
は
、
宮
池
（
②
）
と
い
う
ん
だ
。

こ
の
先
に
面
白
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
。

　
　
宮
池
か
ら
新
し
い
農
道
に
入
る
と
、
右
手

に
き
れ
い
な
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

ガ
ー
デ
ン
が
あ

っ
た
よ
。

　
　
す
っ
ご
い
、

き
れ
い
だ
っ
た
。

私
も
大
き
く
な

っ
た
ら
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
し
よ
う
。

　
　
新
し
い
農

道
か
ら
の
三
豊

平
野
の
眺
め
も
す
ば
ら
し
い
で
す
よ
。

　
さ
て
、
次
は
古
く
か
ら
こ
の
地
に
伝
わ
る
伝

統
工
芸
の
岡
本
焼
き
の
窯
元
「
七
宝
窯
」（
③
）

を
訪
ね
ま
し
た
。

　
　
岡
本
焼
き
は
、
明
治
か
ら
大
正
時
代
に

か
け
て
「
ほ
う
ろ
く
」
と
呼
ば
れ
た
う
す
赤

色
の
土
鍋
・
水
が
め
・
火
消
し
つ
ぼ
・
豆
い

り
瓦
な
ど
日
用
雑
器
を
主
に
製
造
し
て
い
た

ん
だ
よ
。
戦
後
は
、
美
術
工
芸
品
と
し
て
の

岡
本
焼
き
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
て
き

て
い
る
ん
だ
。

　
　
わ
た
し
は
、
か
わ
い
い
焼
物
が
並
ん
で

い
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
行
っ
た
よ
。

　
　
僕
は
、
窯
見
学
で
ど
う
や
っ
て
造
ら
れ

る
の
か
勉
強
し
た
よ
。

　
　
伝
統
工
芸
士
の
詫
間
さ
ん
が
窯
を
案
内

し
て
く
れ
ま
し
た
。
今
度
は
体
験
教
室
に
参

加
し
て
、
自
分
だ
け
の
作
品
を
造
っ
て
み
よ

う
。

　
　
岡
本
焼
き
の

“
は
し
置
き
”の
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
い
た
だ
い

た
よ
。

　
　
わ
た
し
も
。
大

切
に
使
っ
て
い
る
よ
。

　
　
次
は
、
鳩
八
幡

神
社
（
④
）
。
鳥
居
か

ら
社
ま
で
全
部
新
品
と
い
う
の
は
新
鮮
。
建

立
し
た
時
に
し
か
見
れ
な
い
風
景
だ
と
思
う

よ
ね
。
大
昔
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
気
分

を
味
わ
っ
た
ね
。

　
　
石
畳
ま
で
真
っ
さ
ら
！
そ
れ
に
し
て
も
、

鳩
八
幡
と
い
う
名
前
が
か
わ
い
い
。

　
　
次
は
不
動
の
滝
（
⑤
）
へ
。

　
　
す
ご
く
高
い
と
こ
ろ
か
ら
水
が
落
ち
て

い
た
ね
。

　
　
こ
の
滝
は
落
差
が
５５
メ
ー
ト
ル
も
あ
る

ん
だ
よ
。
音
と
水
し
ぶ
き
で
清
涼
感
抜
群
だ

ね
。
パ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
や
子
ど
も
が
遊
べ
る
遊

具
な
ど
も
あ
っ
て
、
家
族
連
れ
で
も
楽
し
め

そ
う
で
す
ね
。
ま
た
、
春
は
花
見
、
秋
は
紅

葉
の
名
所
と
し
て
も
有
名
で
す
よ
。
今
回
は
、

こ
こ
で
お
弁
当
に
し
ま
し
た
。　

　
お
弁
当
を
食

べ
た
あ
と
、
芝
広

場
（
⑥
）
で
遊
ん

だ
よ
。

　
　
お
弁
当
も
食

べ
て
、
後
半
の
部

を
ス
タ
ー
ト
。
次

は
、
不
動
の
滝
か

ら
少
し
下
っ
た
と

こ
ろ
の
集
落
、
岡

本
地
区
の
中
心
の

小
高
い
丘
に
あ
る
城
山
寺
へ
。

　
　
こ
の
辺
り
は
家
が
い
っ
ぱ
い
。

　
　
そ
う
な
ん
だ
。
そ
の
昔
、
戦
国
時
代
に

は
、こ
の
丘
に
岡
本
城
が
あ
っ
て
、
こ
の
集
落

は
城
下
町
と
し

て
街
が
形
成
さ

れ
た
と
こ
ろ
な

ん
だ
。

　
　
そ
う
な
ん

だ
。

　
　
次
は
、
そ

の
城
跡
に
あ
る

「
城
山
寺
」

を
見
学
。

　
　
ご
住
職
さ

ん
か
ら
お
寺
の
歴
史
や
岡
本
城
の
説
明
が
あ

っ
た
ね
。

　
　
腰
を
か
が
め
な
が
ら
、
笑
顔
で
説
明
し

て
く
れ
た
ね
。

　
　
本
堂
か
ら
眺
め
る
岡
本
の
集
落
も
、
先

生
の
お
気
に
入
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
こ
の
岡
本
の
集
落
を
抜
け
て
、
七
宝
山
脈

の
終
点
“か
な
隈
”
街
道
が
集
ま
る
要
所
で
、

昔
か
ら
商
売
を
し
て
い
る
名
物
「
か
な
く
ま

餅
」
を
頂
い
た
ね
。

　
　
塩
味
が
き
い
て
い
て
、
す
ご
く
お
い
し

か
っ
た
わ
。

　
　
う
ん
、
お
い
し
か
っ
た
。

　
　
歩
く
ん
は
、
も
ち
を
２
個
も
食
べ
て
元

気
モ
リ
モ
リ
。
財
田
川
に
沿
っ
て
一
気
に
琴

弾
公
園
ま
で
行
っ
た
ね
。

　
　
琴
弾
公
園
内
の
道
の
駅
「
こ
と
ひ
き
」

で
、
観
音
寺
路
地
裏
味
め
ぐ
り
チ
ケ
ッ
ト
を

購
入
し
て
、
い
り
こ
屋
や
て
ん
ぷ
ら
屋
、
え

び
せ
ん
屋
を
回
っ
て
食
べ
歩
き
を
楽
し
み
ま

し
た
。

　
　
途
中
、
観
音
寺
銘
菓
店
の
茶
房
が
あ
る

お
菓
子
屋
へ
立
ち
寄
っ
て
、
観
音
寺
駅
で
の

解
散
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
観
音
寺
駅
に
は
、
三
豊
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
バ
ス
の
停
留
所
が
あ
る
か
ら
、
三
豊
市
内

各
地
へ
の
帰
り
も
楽
チ
ン
で
す
よ
。

④鳩八幡神社

⑥不動の滝カントリーパークの芝広場

は
と

⑤不動の滝


