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町
並
み
な
ど
の
見
ど
こ
ろ
だ
け
で
な
く
、

当
然
、食
べ
ど
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
伊
藤
製
パ
ン
所
の
白
あ
ん
が
入
っ
た
珍

し
い
メ
ロ
ン
パ
ン
。
軽
く
温
め
て
食
べ
る
の

が
通
の
食
べ
方
。�

�

　
揚
げ
た
て
ア
ツ
ア
ツ
の
さ
る
し
や
の
天

ぷ
ら
は
、ふ
っ
く
ら
し
た
ま
ま
を
か
ぶ
り
つ

く
と
身
も
心
も
ホ
ク
ホ
ク
に
な
り
ま
す
。�

　
最
も
古
い
町
並
み
が
残
る『
な
か
ん
ち
ょ
』

に
は
、懐
か
し
い
味
の
中
華
そ
ば
が
楽
し
め

る
お
店
が
2
軒
。
い
り
こ
の
甘
い
風
味
が

お
い
し
い
あ
っ
さ
り
タ
イ
プ
が
お
好
み
な
ら

ふ
た
ば
。
創
業
70
年
以
上
の
老
舗
の
う
ど

ん
・
中
華
そ
ば
屋
の
長
兵
衛
は
、い
り
こ
と

鶏
の
コ
ク
の
あ
る
ス
ー
プ
が
楽
し
め
ま
す
。�

　
植
村
屋
の
和
三
盆
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
は
、

店
主
が
素
材
に
こ
だ
わ
っ
て
作
っ
た
一
品
。

甘
さ
控
え
め
の
や
さ
し
い
味
が
疲
れ
を
癒

や
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。�

�

　
ま
た
、中
橋
造
酢
で
は
、風
味
豊
か
な
り

ん
ご
酢
や
び
わ
酢（
試
作
品
）が
参
加
者
限

定
で
ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。�

形
と
ひ
な
人
形
が
一
緒
に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

�

　ガ
イ
ド
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
歩
け
ば
、新

し
い
発
見
に
出
会
え
ま
す
。�

�

　
お
徒
歩
は
、
昔
の
よ
み
が
な
で
す
が
、

意
味
は
今
も
同
じ
で
「
乗
り
物
を
使
わ
ず

歩
く
こ
と
」
。
仁
尾
は
、昔
な
が
ら
の
た

た
ず
ま
い
の
家
々
や
細
い
路
地
が
多
く
、

ゆ
っ
く
り
め
ぐ
り
歩
く
の
が
似
合
い
ま
す
。�

�

　
ガ
イ
ド
さ
ん
の
案
内
で
、港
町
、商
人
の

ま
ち
と
し
て
栄
え
た
仁
尾
の
歴
史
を
感
じ

な
が
ら
、う
ま
い
も
ん
を
食
べ
歩
き
。
昔
な

が
ら
の
町
並
み
は
、ま
る
で
時
間
が
止
ま
っ

た
か
の
よ
う
な
懐
か
し
さ
さ
え
感
じ
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。�

　
ま
た
、仁
尾
に
は
数
多
く
の
言
い
伝
え
が

あ
り
、そ
れ
を
守
り
伝
え
現
在
ま
で
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。�

�

　
例
え
ば
、仁
尾
で
は
3
月
3
日
に
ひ
な

祭
り
を
行
わ
な
い
こ
と
を
、皆
さ
ん
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。
戦
国
時
代
、仁
尾
城
主
の
細

川
土
佐
守
頼
弘
公
が
、長
宗
我
部
元
親
に

攻
め
ら
れ
、落
城
し
た
日
が
陰
暦
3
月
3

日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、仁
尾
で
は
、ひ
な

祭
り
は
行
わ
れ
ず
、八
朔
の
日
に
八
朔
人

か
わ
と
さ
の
か
み
よ
り
ひ
ろ
こ
う�

ほ
そ�
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実施日時　毎週土曜日午前11時～��
　　　　　（所要時間　約2時間30分）��
　　　　　※8月、9月はお休み��
利用人数　2～10人��
料　　金　大人（中学生以上）2,000円��
　　　　　小学生　　　　　　1,000円��
　　　　　※食事代、ガイド料を含む。(当日集金）��
集合場所　仁尾町文化会館��
申し込み　実施日の前々日（木曜日）午後5時まで�
　　　　　に三豊市観光協会へ予約してください。��
　問い合わせ　三豊市観光協会　☎ 56ー9121

▲家族で参加した三野さん家族（豊中町）��
「ガイドさんの説明がわかりやすくてよかったです。
アツアツの天ぷらや昔ながらの中華そばも、とても
おいしかった。また、家族で来たいです」�

▲友だちで参加した杉本さん（善通寺）、綾さん（山本町）、
　吉田さん（兵庫県）��
「こんなにたくさんの歴史があるとは知らなかった。
時間を忘れて、ゆっくりのんびりできてよかった」�

参 加 し て み て �

まちかどにある守り
神。屋根の上には
猿や竜などの動物
が飾られています。

江戸時代に商家が多かった
仁尾は、○○屋と、今でも
屋号で呼ぶ習慣があります。�

覚
城
院

�
�
�

　
仁
尾
城
跡
に
建
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
覚
城
院
は
高
台
に
あ
る
の
で
、

こ
こ
か
ら
は
仁
尾
の
ま
ち
を
一
望
で
き

ま
す
。
海
ま
で
見
渡
せ
る
の
で
い
い
な

が
め
で
す
。�

�

　
重
要
文
化
財
の
鐘
楼
が
有
名
で
す
が

本
堂
の
中
庭
の
ツ
ツ
ジ
が
本
当
に
き
れ

い
で
す
。�

吉田 希代子さん�

鴨田 昭代さん�

吉
祥
院�

�

　
た
ぬ
き
に
化
か
さ
れ
た
話
な
ど
が
数

多
く
残
っ
て
い
る
場
所
。
秋
祭
り
に
御

神
船
を
引
く
時
も
、
昔
か
ら
吉
祥
院
前

だ
け
は
、
走
っ
て
船
を
引
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
あ
る
仁
王
さ
ん
に
敬
意
を
払
っ

て
急
い
で
通
り
過
ぎ
る
た
め
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
。�

塩田 健治さん�

中
村
恭
安
の
碑�

�

　
中
村
恭
安
は
、
江
戸
時
代
、
緒
方
洪

庵
の
適
塾
で
福
沢
諭
吉
や
手
塚
良
庵

（
手
塚
治
虫
の
曾
祖
父
）と
と
も
に
蘭
学

を
学
び
、
日
本
で
初
め
て
ア
ン
モ
ニ
ア

を
作
っ
た
人
で
す
。
明
治
の
初
め
に
仁

尾
に
移
住
し
て
地
域
医
療
に
尽
く
し
、

当
時
流
行
し
た
コ
レ
ラ
の
予
防
に
も
尽

力
さ
れ
ま
し
た
。�

鴨田 英作さん�

賀
茂
神
社�

�

　
神
社
の
入
り
口
に
あ
る
高
さ
約
7
メ

ー
ル
の
注
連
石
は
圧
巻
で
す
。
明
治
43

年
に
詫
間
の
鴨
ノ
越
か
ら
運
ん
で
き
た

そ
う
で
す
。
ま
た
、
本
殿
の
さ
い
銭
箱

に
双
葉
葵
の
紋
が
あ
り
ま
す
が
、
徳
川

家
の
三
つ
葉
葵
の
紋
の
ル
ー
ツ
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。�

河田 典子さん�

　
田
野
屋
の
屋
号
で
知
ら
れ
、
江
戸
時

代
中
期
に
讃
岐
で
初
め
て
米
酢
醸
造
を

始
め
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら

杉
樽
に
こ
だ
わ
っ
て
お
酢
を
作
り
続
け

て
い
る
の
で
、
味
が
ま
ろ
や
か
で
風
味

が
ほ
ん
と
う
に
い
い
で
す
。
皆
さ
ん
に

ぜ
ひ
こ
の
お
酢
を
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
。�

藤田 チヱ子さん�

さ
る
し
や�

�

　
瀬
戸
内
海
の
魚
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ

た
手
づ
く
り
の
天
ぷ
ら
は
絶
品
！！
そ
の

日
に
仕
入
れ
た
エ
ビ
や
魚
の
種
類
に
よ

っ
て
、
で
き
あ
が
り
の
味
や
色
合
い
が

微
妙
に
変
わ
る
の
も
フ
ァ
ン
を
飽
き
さ

せ
な
い
ポ
イ
ン
ト
。
お
昼
の
2
時
間
限

定
で
す
が
、
揚
げ
た
て
は
、
ま
た
格
別

で
す
。�

田中 実さん�

し
め
い
し�

永
　
屋�

�

　
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
同
じ
場
所
で

同
じ
商
い
を
続
け
て
い
る
薬
問
屋
（
現

在
は
薬
局
）。昔
の
ま
ま
の
つ
く
り
の
家

な
の
で
、
こ
こ
を
見
て
昔
の
家
並
み
が

続
い
て
い
た
仁
尾
銀
座
「
な
か
ん
ち
ょ
」

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
ほ
し
い
で
す
。�

仁
尾
酢
（
中
橋
造
酢
）�

か　　ち�

し
ょ
う
ろ
う�


