
表
紙
の
イ
ラ
ス
ト 

／ 

青
雲
橋

「
四
国
遍
路
八
十
八
ヶ
所 

香
川
・
徳
島
〜
弘
法
大
師
空
海
の

故
郷
を
訪
ね
て
」
で
訪
ね
た
、
吉
野
川
に
か
か
る
青
雲
橋
を

イ
ラ
ス
ト
に
描
い
た
も
の
で
す
。
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▲ 第八十八番・大窪寺の弘法大師像と大師堂
長い四国遍路の旅の締めくくりとなる結願寺（けちがんじ）。
境内の大師堂の隣には巨大な大師像がそびえる。無事に巡礼
を終えたお遍路たちの金剛杖が数多く奉納されている。
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弘法大師空海の故郷を訪ねて

働く女性が語る

金沢大学 土木材料学研究室

四国遍路八十八ヶ所
香川・徳島

PC業界の今日、そしてこれから

［特別企画］

♯003 p.16福岡市動植物園センターゾーン
エントランス複合施設

［こんなところに PCが！］

仕事場拝見

［研究・教育の現場から］

♯004 p.18沖縄都市モノレール
浦添延長区間の開業について

［明日を築くプロジェクトの風景］

♯007 p.27

♯008 p.28

［お天気雑記帳］ 時の言葉

PCニュース～北から南から～

弘
法
大
師
号
を
賜
与
さ
れ
て
か
ら
１
１
０

０
年
の
記
念
の
年
。四
国
遍
路
は
、弘
法
大

師
が
開
設
し
た
と
言
わ
れ
る
四
国
88
ヶ
所

の
霊
場
を
す
べ
て
巡
る
こ
と
を
特
に
遍
路

と
呼
び
、本
来
は
追
善
供
養
・
予
修
供
養
・

修
行
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、さ
ら
に
う
る

う
年
に
は
一
番
札
所
、二
番
札
所
と
順
番

に
回
る「
順
打
ち
」で
は
な
く
、第
八
十
八

番
か
ら
一
番
札
所
へ
と
逆
回
り
に
巡
礼
す

る「
逆
打
ち
」を
す
る
と
ご
利
益
は
三
倍
に

な
る
。ち
な
み
に「
打
つ
」と
は
札
所
を
巡

拝
す
る
こ
と
。昔
は
納
め
札
を
本
堂
の
柱

な
ど
に
打
ち
つ
け
て
い
た
こ
と
に
由
来
。

札
所
は
お
札
を
納
め
る
寺
を
指
す
。

　

四
国
遍
路
と
い
え
ば
、白
衣
と
菅
笠
、金

剛
杖
な
ど
の
身
支
度
を
整
え
、寺
か
ら
寺
へ

と
歩
い
て
お
経
を
唱
え
る
修
行
の
イ
メ
ー
ジ
。

何
ヵ
月
も
か
け
て
全
行
程
を
巡
る
の
は
難

し
い
と
思
っ
て
い
た
が
、２
泊
や
３
泊
で
巡

る
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
に

驚
く
。ど
こ
か
ら
始
め
て
も
、ど
こ
で
終
え

て
も
問
題
は
な
く
、バ
ス
や
電
車
、車
を
使

い
、自
分
の
体
力
や
都
合
に
合
わ
せ
て
自
由

に
設
定
し
て
も
い
い
そ
う
だ
。そ
れ
な
ら
週

末
を
利
用
し
て
行
け
る
か
も
。香
川
県
第
八

十
八
番
札
所
か
ら
逆
回
り
を
し
、途
中
で
本

場
の
う
ど
ん
を
食
べ
、翌
日
に
は
徳
島
県
の

札
所
を
巡
る
ル
ー
ト
を
思
い
描
く
。週
末
に

大
自
然
の
中
で
心
身
を
磨
き
、自
分
を
見
つ

め
直
す
旅
へ
と
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
。

弘
法
大
師
号
を
賜
与
さ
れ
て
か
ら
１
１
０

０
年
の
記
念
の
年
。四
国
遍
路
は
、弘
法
大

師
が
開
設
し
た
と
言
わ
れ
る
四
国
88
ヶ
所

の
霊
場
を
す
べ
て
巡
る
こ
と
を
特
に
遍
路

と
呼
び
、本
来
は
追
善
供
養
・
予
修
供
養
・

修
行
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、さ
ら
に
う
る

う
年
に
は
一
番
札
所
、二
番
札
所
と
順
番

に
回
る「
順
打
ち
」で
は
な
く
、第
八
十
八

番
か
ら
一
番
札
所
へ
と
逆
回
り
に
巡
礼
す

る「
逆
打
ち
」を
す
る
と
ご
利
益
は
三
倍
に

な
る
。ち
な
み
に「
打
つ
」と
は
札
所
を
巡

拝
す
る
こ
と
。昔
は
納
め
札
を
本
堂
の
柱

な
ど
に
打
ち
つ
け
て
い
た
こ
と
に
由
来
。

札
所
は
お
札
を
納
め
る
寺
を
指
す
。

　

四
国
遍
路
と
い
え
ば
、白
衣
と
菅
笠
、金

剛
杖
な
ど
の
身
支
度
を
整
え
、寺
か
ら
寺
へ

と
歩
い
て
お
経
を
唱
え
る
修
行
の
イ
メ
ー
ジ
。

何
ヵ
月
も
か
け
て
全
行
程
を
巡
る
の
は
難

し
い
と
思
っ
て
い
た
が
、２
泊
や
３
泊
で
巡

る
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
に

驚
く
。ど
こ
か
ら
始
め
て
も
、ど
こ
で
終
え

て
も
問
題
は
な
く
、バ
ス
や
電
車
、車
を
使

い
、自
分
の
体
力
や
都
合
に
合
わ
せ
て
自
由

に
設
定
し
て
も
い
い
そ
う
だ
。そ
れ
な
ら
週

末
を
利
用
し
て
行
け
る
か
も
。香
川
県
第
八

十
八
番
札
所
か
ら
逆
回
り
を
し
、途
中
で
本

場
の
う
ど
ん
を
食
べ
、翌
日
に
は
徳
島
県
の

札
所
を
巡
る
ル
ー
ト
を
思
い
描
く
。週
末
に

大
自
然
の
中
で
心
身
を
磨
き
、自
分
を
見
つ

め
直
す
旅
へ
と
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
。

ご
う  

づ
え

こ
ん

す
げ  

が
さ

び
ゃ
く  

え

　

皇
が
空
海
に

ろ
と

　

今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、あ
ら
ゆ
る

情
報
を
収
集
で
き
る
時
代
。そ
れ
で
も
旅

行
代
理
店
に
足
を
運
ぶ
の
は
、新
し
い
旅

先
や
情
報
を
見
つ
け
る
た
め
。国
内
外
の

い
ろ
ん
な
ツ
ア
ー
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
チ

ラ
シ
は
、旅
行
を
計
画
す
る
ヒ
ン
ト
に
な

る
。昼
休
み
に
近
く
の
店
舗
に
立
ち
寄
っ

て
み
る
と
、多
く
の
人
た
ち
で
賑
わ
っ
て

い
た
。面
白
そ
う
な
旅
は
な
い
か
と
探
し

て
い
た
と
こ
ろ
、隣
か
ら「
四
国
遍
路
は
、

う
る
う
年
に
逆
打
ち
す
る
と
い
い
」と
声

が
聞
こ
え
て
き
た
。気
に
な
っ
て
調
べ
て

み
る
と
四
国
遍
路
の
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と

分
か
っ
て
き
た
。

　

２
０
２
０
年
は
、醍
醐
天
皇
が
空
海
に



01  　PCプレス　2020 ／ May ／ Vol.022

PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION

四国遍路八十八ヶ所四国遍路八十八ヶ所



で
は
車
で
約
30
分
。山
道
を
下
り
、
市
街
地

を
通
っ
た
先
の
住
宅
街
に
そ
び
え
る
。こ
の

地
を
訪
れ
た
行
基
が
開
創
し
、弘
法
大
師
が

入
唐
前
に
年
頭
七
夜
の
護
摩
祈
祷
を
行
い
、

帰
国
後
に
は
大
願
成
就
を
感
謝
し
て「
大
日

経
」
を
一石
に一
字
ず
つ
書
写
し
た
供
養
塔
を

建
立
し
た
と
伝
わ
る
。こ
の
祈
願
に
由
来
す

る
お
祭
り
や
盆
踊
り
、
餅
つ
き
な
ど
が
行
わ

れ
、
地
域
の
人
た
ち
の
憩
い
の
場
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
そ
う
。ち
な
み
に
静
御
前
が

出
家
し
た
寺
と
し
て
も
有
名
で
、
静
御
前
剃

髪
塚
に
も
そ
っ
と
手
を
合
わ
せ
た
。

　
そ
こ
か
ら
瀬
戸
内
海
方
面
へ
と
北
上
す

る
こ
と
15
分
。第
八
十
六
番
・
志
度
寺
の
大

き
な
五
重
塔
が
見
え
て
き
た
。車
を
降
り
る

と
目
の
前
に
は
海
が
広
が
り
、屋
島
や
五
剣

山
を
臨
む
。

　

創
建
は
６
２
５
年
の
古
刹
だ
け
あ
り
、

境
内
に
は
仁
王
門
や
本
堂
、大
師
堂
、五
重

塔
な
ど
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
建
物
が
点
在

す
る
。な
か
で
も
、
昭
和
の
名
庭
家
・
重
森

三
玲
が
手
掛
け
た
枯
山
水
の
無
染
庭
が
お

勧
め
と
聞
い
た
。よ
う
や
く
書
院
の
裏
側
に

見
つ
け
た
庭
は
、京
都
の
龍
安
寺
を
思
わ
せ

る
美
し
さ
と
静
寂
さ
に
包
ま
れ
て
い
た
。

　

駐
車
場
に
戻
る
と
、
白
衣
に
身
を
包
み
、

本
堂
で
熱
心
に
お
経
を
唱
え
て
い
た
お

遍
路
さ
ん
の
団
体
と
出
会
っ
た
。「
こ
れ

で
10
回
目
。何
度
来
て
も
気
持
ち
が
い
い

で
す
よ
」
と
楽
し
そ
う
に
笑
顔
で
答
え
る

姿
を
見
て
、
い
い
意
味
で
四
国
遍
路
の
イ

メ
ー
ジ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
覚
え
た
。
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▲  四国遍路八十八ヶ所
お遍路の始まりの地である阿波（徳島県）は「発心の道場」、続く土佐（高知県）は「修行の道場」、伊予（愛
媛県）は極楽浄土へと至る「菩提の道場」、讃岐（香川県）は結願で悟りの境地を開く「涅槃の道場」と呼
ばれる。

❶ 第一番札所 霊山寺
❷ 第二番札所 極楽寺
❸ 第三番札所 金泉寺
❹ 第八十六番札所 志度寺
❺ 第八十七番札所 長尾寺

❻ 第八十三番札所 一宮寺
❼ 第八十八番札所 大窪寺
❽ 第七十五番札所 善通寺
❾ 第六十六番札所 雲辺寺

▼ 第八十八番・大窪寺
香川県と徳島県の県境に近い矢筈山の中腹に建つ札所。本尊である薬師如来像は、左手に薬壺ではなくホラ貝を
持ち、人々の願いを聞いてくれると伝わる。

唐
で
学
ん
だ
真
言
密
教
を

日
本
に
広
め
た
弘
法
大
師
空
海

　

金
曜
日
の
夜
に
羽
田
空
港
か
ら
高
松
空

港
行
き
の
飛
行
機
に
乗
り
、
高
松
駅
近
く

の
ホ
テ
ル
に
宿
泊
。翌
日
は
晴
天
の
な
か
、

早
朝
か
ら
旅
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
ま
ず
向
か
っ
た
の
は
、さ
ぬ
き
市
の『
お
へん

ろ
交
流
サ
ロ
ン
』。第
八
十
八
番
・
大
窪
寺
と

第
八
十
七
番
・
長
尾
寺
の
間
に
位
置
す
る

施
設
は
、江
戸
時
代
の
紀
行
本
や
古
地
図
な

ど
を
揃
え
た
資
料
展
示
室
、
そ
し
て
お
遍
路

に
訪
れ
た
人
が
気
軽
に
立
ち
寄
る
交
流
ス

ペー
ス
が
あ
り
、資
料
も
豊
富
に
閲
覧
で
き
た
。

　

弘
法
大
師
空
海（
以
下
、
弘
法
大
師
）は
、

今
か
ら
約
１
２
５
０
年
前
、
現
在
の
香
川

県
善
通
寺
市
に
て
誕
生
。18
歳
で
大
学
に

入
学
し
、
こ
の
頃
誕
生
の
地
で
あ
る
四
国

の
阿
波
国
大
瀧
ガ
嶽
や
土
佐
国
室
戸
崎
な

ど
で
厳
し
い
修
行
を
重
ね
た
。

　

31
歳
で
出
家
得
度
を
す
る
と
と
も
に
、

理
由
は
不
明
で
あ
る
が
そ
の
年
の
遣
唐
使

に
最
澄
と
と
も
に
留
学
僧
と
し
て
随
行
し
、

入
唐
後
、
長
安
・
青
龍
寺
の
恵
果
和
尚
か

ら
真
言
密
教
の
す
べ
て
を
学
び
、
帰
国
後

に
真
言
密
教
と
い
う
新
し
い
仏
教
の
教
え

を
広
め
、
密
教
の
奥
義
に
つ
い
て
は
最
澄

も
空
海
に
教
え
を
受
け
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
嵯
峨
天
皇
の
勅
許
を
得
て
和
歌

山
県
高
野
山
に
金
剛
峯
寺
を
開
き
、
最
澄

が
開
い
た
比
叡
山
延
暦
寺
と
と
も
に
密
教

の
大
本
山
と
な
る
。

　

四
国
遍
路
は
、
弘
法
大
師
が
四
国
各
地

で
布
教
を
し
な
が
ら
42
歳
の
と
き
開
創
し

た
88
寺
を
巡
礼
す
る
こ
と
が
始
ま
り
と
伝

わ
っ
て
い
る
が
、
室
町
時
代
末
期
に
今
の

形
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。江
戸
時

代
に
な
る
と
、
修
行
者
だ
け
で
な
く
庶
民

の
間
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

四
国
遍
路
の
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い

る
の
が
、「
衛
門
三
郎
伝
説
」だ
。伊
予
国
の

有
力
豪
族
の
一
族
に
衛
門
三
郎
と
い
う
長

者
が
い
た
が
、
強
欲
で
人
々
に
嫌
わ
れ
て

い
た
。あ
る
日
衛
門
三
郎
の
と
こ
ろ
を
訪

れ
た
托
鉢
僧
を
何
度
と
な
く
追
い
返
し
鉢

を
叩
き
割
っ
た
。そ
の
後
、息
子
が
次
々
と

亡
く
な
る
と
い
う
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
が
、

托
鉢
僧
が
弘
法
大
師
と
知
り
懺
悔
の
思
い

に
駆
ら
れ
す
べ
て
を
捨
て
て
四
国
巡
礼
に

出
た
が
大
師
に
会
う
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ

た
。そ
こ
で
21
回
目
か
ら
逆
順
に
巡
礼
す

る
と
大
師
に
よ
う
や
く
会
う
こ
と
が
で
き

て
過
去
の
非
を
心
か
ら
詫
び
た
。

　

こ
の
言
い
伝
え
が
四
国
遍
路
の
始
ま
り

で
、
こ
の
年
が
う
る
う
年
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
逆
打
ち
が
う
る
う
年
に
行
わ
れ
る
所

以
で
あ
る
。

　

交
流
サ
ロ
ン
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
を
見
る

と
た
く
さ
ん
の
お
菓
子
が
置
い
て
あ
り
、

四
国
に
は
お
遍
路
さ
ん
に
茶
菓
や
食
事
、

宿
を
無
償
で
提
供
す
る「
お
接
待
」と
い
う

文
化
が
根
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

地
元
の
人
に
と
っ
て
お
遍
路
さ
ん
は
弘
法

お
お 

く
ぼ 

じ

な
が　

お　

  

じ

た
い
り
ゅ
う 

が   

た
け

む
ろ  

と
の
さ
き

こ
ん  

ご
う    

ぶ    

じ

け
い 

か

大
師
と
同
じ
で
あ
り
、
お
接
待
は
功
徳
を

得
る
と
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、「
自
分
の
代

わ
り
に
遍
路
を
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
想

い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。そ
ん
な
お
も
て

な
し
文
化
の
一
端
を
感
じ
な
が
ら
第
八
十

八
番
札
所
へ
と
向
か
っ
た
。

巨
大
な
大
師
像
が
見
守
る

結
願
寺
に
相
応
し
い
大
窪
寺

　
さ
ぬ
き
市
に
は
、
第
八
十
八
番
か
ら
第
八

十
六
番
ま
で
の
３
つ
の
札
所
が
あ
る
。『
お
へん

ろ
交
流
サ
ロ
ン
』か
ら
、
険
し
い
山
道
を
登
る

こ
と
15
分
。四
国
遍
路
の
終
着
点
、
第
八
十

八
番
・
大
窪
寺
に
到
着
し
た
。「
八
十
八
番
結

願
所
」と
書
か
れ
た
大
き
な
石
碑
。そ
し
て
木

造
の
二
天
門
へ
と
続
く
数
十
段
の
石
段
の
周

り
に
は
木
立
が
生
い
茂
り
、
長
年
の
歴
史
と

結
願
寺
な
ら
で
は
の
風
貌
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

大
窪
寺
は
奈
良
時
代
に
行
基
が
草
庵
を

建
て
た
の
が
始
ま
り
。そ
の
後
、
唐
か
ら

戻
っ
た
弘
法
大
師
が
、
薬
師
如
来
像
を
刻

ん
で
本
尊
に
し
た
と
伝
わ
る
。

　

ま
ず
は
心
を
整
え
て
か
ら
一
礼
。門
を
く

ぐ
り
、手
水
場
で
手
と
口
を
清
め
、鐘
楼
の

鐘
を
撞
く
。仏
様
に
到
着
を
知
ら
せ
る
鐘
の

音
は
、静
寂
に
包
ま
れ
た
境
内
に
響
き
わ
た

る
。線
香
の
香
り
に
包
ま
れ
た
本
堂
へ
と
歩

み
、
ま
ず
は
納
め
札
を
奉
納
。賽
銭
を
供
え
、

合
掌
し
た
後
、
経
本
を
見
な
が
ら
読
経
し
、

同
じ
手
順
で
大
師
堂
も
お
参
り
を
す
る
。慣

れ
な
い
作
法
に
緊
張
し
な
が
ら
も
ひ
と
通

り
参
拝
が
終
わ
り
、ほ
っ
と
し
て
隣
を
見
る

と
巨
大
な
弘
法
大
師
像
が
。今
ま
で
の
行
動

を
見
ら
れ
て
い
た
気
が
し
て
、恥
ず
か
し
く

な
っ
た
。逆
打
ち
な
の
で「
い
っ
て
き
ま
す
」

と
挨
拶
を
し
、札
所
を
後
に
し
た
。

地
元
に
親
し
ま
れ
る
長
尾
寺

見
ど
こ
ろ
満
載
の
志
度
寺
へ

　

大
窪
寺
か
ら
第
八
十
七
番
・
長
尾
寺
ま
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で
は
車
で
約
30
分
。山
道
を
下
り
、
市
街
地

を
通
っ
た
先
の
住
宅
街
に
そ
び
え
る
。こ
の

地
を
訪
れ
た
行
基
が
開
創
し
、弘
法
大
師
が

入
唐
前
に
年
頭
七
夜
の
護
摩
祈
祷
を
行
い
、

帰
国
後
に
は
大
願
成
就
を
感
謝
し
て「
大
日

経
」
を
一石
に一
字
ず
つ
書
写
し
た
供
養
塔
を

建
立
し
た
と
伝
わ
る
。こ
の
祈
願
に
由
来
す

る
お
祭
り
や
盆
踊
り
、
餅
つ
き
な
ど
が
行
わ

れ
、
地
域
の
人
た
ち
の
憩
い
の
場
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
そ
う
。ち
な
み
に
静
御
前
が

出
家
し
た
寺
と
し
て
も
有
名
で
、
静
御
前
剃

髪
塚
に
も
そ
っ
と
手
を
合
わ
せ
た
。

　
そ
こ
か
ら
瀬
戸
内
海
方
面
へ
と
北
上
す

る
こ
と
15
分
。第
八
十
六
番
・
志
度
寺
の
大

き
な
五
重
塔
が
見
え
て
き
た
。車
を
降
り
る

と
目
の
前
に
は
海
が
広
が
り
、屋
島
や
五
剣

山
を
臨
む
。

　

創
建
は
６
２
５
年
の
古
刹
だ
け
あ
り
、

境
内
に
は
仁
王
門
や
本
堂
、大
師
堂
、五
重

塔
な
ど
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
建
物
が
点
在

す
る
。な
か
で
も
、
昭
和
の
名
庭
家
・
重
森

三
玲
が
手
掛
け
た
枯
山
水
の
無
染
庭
が
お

勧
め
と
聞
い
た
。よ
う
や
く
書
院
の
裏
側
に

見
つ
け
た
庭
は
、京
都
の
龍
安
寺
を
思
わ
せ

る
美
し
さ
と
静
寂
さ
に
包
ま
れ
て
い
た
。

　

駐
車
場
に
戻
る
と
、
白
衣
に
身
を
包
み
、

本
堂
で
熱
心
に
お
経
を
唱
え
て
い
た
お

遍
路
さ
ん
の
団
体
と
出
会
っ
た
。「
こ
れ

で
10
回
目
。何
度
来
て
も
気
持
ち
が
い
い

で
す
よ
」
と
楽
し
そ
う
に
笑
顔
で
答
え
る

姿
を
見
て
、
い
い
意
味
で
四
国
遍
路
の
イ

メ
ー
ジ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
覚
え
た
。
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▲  第八十七番・長尾寺
高松藩主・松平頼重によって建てられた本堂。本尊の聖観世音菩薩は、度重なる火災で
も不思議と無事に残り、秘仏として祀られている。讃岐国七観音随一のもの。

唐
で
学
ん
だ
真
言
密
教
を

日
本
に
広
め
た
弘
法
大
師
空
海

　

金
曜
日
の
夜
に
羽
田
空
港
か
ら
高
松
空

港
行
き
の
飛
行
機
に
乗
り
、
高
松
駅
近
く

の
ホ
テ
ル
に
宿
泊
。翌
日
は
晴
天
の
な
か
、

早
朝
か
ら
旅
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
ま
ず
向
か
っ
た
の
は
、さ
ぬ
き
市
の『
お
へん

ろ
交
流
サ
ロ
ン
』。第
八
十
八
番
・
大
窪
寺
と

第
八
十
七
番
・
長
尾
寺
の
間
に
位
置
す
る

施
設
は
、江
戸
時
代
の
紀
行
本
や
古
地
図
な

ど
を
揃
え
た
資
料
展
示
室
、
そ
し
て
お
遍
路

に
訪
れ
た
人
が
気
軽
に
立
ち
寄
る
交
流
ス

ペー
ス
が
あ
り
、資
料
も
豊
富
に
閲
覧
で
き
た
。

　

弘
法
大
師
空
海（
以
下
、
弘
法
大
師
）は
、

今
か
ら
約
１
２
５
０
年
前
、
現
在
の
香
川

県
善
通
寺
市
に
て
誕
生
。18
歳
で
大
学
に

入
学
し
、
こ
の
頃
誕
生
の
地
で
あ
る
四
国

の
阿
波
国
大
瀧
ガ
嶽
や
土
佐
国
室
戸
崎
な

ど
で
厳
し
い
修
行
を
重
ね
た
。

　

31
歳
で
出
家
得
度
を
す
る
と
と
も
に
、

理
由
は
不
明
で
あ
る
が
そ
の
年
の
遣
唐
使

に
最
澄
と
と
も
に
留
学
僧
と
し
て
随
行
し
、

入
唐
後
、
長
安
・
青
龍
寺
の
恵
果
和
尚
か

ら
真
言
密
教
の
す
べ
て
を
学
び
、
帰
国
後

に
真
言
密
教
と
い
う
新
し
い
仏
教
の
教
え

を
広
め
、
密
教
の
奥
義
に
つ
い
て
は
最
澄

も
空
海
に
教
え
を
受
け
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
嵯
峨
天
皇
の
勅
許
を
得
て
和
歌

山
県
高
野
山
に
金
剛
峯
寺
を
開
き
、
最
澄

が
開
い
た
比
叡
山
延
暦
寺
と
と
も
に
密
教

の
大
本
山
と
な
る
。

　

四
国
遍
路
は
、
弘
法
大
師
が
四
国
各
地

で
布
教
を
し
な
が
ら
42
歳
の
と
き
開
創
し

た
88
寺
を
巡
礼
す
る
こ
と
が
始
ま
り
と
伝

わ
っ
て
い
る
が
、
室
町
時
代
末
期
に
今
の

形
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。江
戸
時

代
に
な
る
と
、
修
行
者
だ
け
で
な
く
庶
民

の
間
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

四
国
遍
路
の
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い

る
の
が
、「
衛
門
三
郎
伝
説
」だ
。伊
予
国
の

有
力
豪
族
の
一
族
に
衛
門
三
郎
と
い
う
長

者
が
い
た
が
、
強
欲
で
人
々
に
嫌
わ
れ
て

い
た
。あ
る
日
衛
門
三
郎
の
と
こ
ろ
を
訪

れ
た
托
鉢
僧
を
何
度
と
な
く
追
い
返
し
鉢

を
叩
き
割
っ
た
。そ
の
後
、息
子
が
次
々
と

亡
く
な
る
と
い
う
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
が
、

托
鉢
僧
が
弘
法
大
師
と
知
り
懺
悔
の
思
い

に
駆
ら
れ
す
べ
て
を
捨
て
て
四
国
巡
礼
に

出
た
が
大
師
に
会
う
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ

た
。そ
こ
で
21
回
目
か
ら
逆
順
に
巡
礼
す

る
と
大
師
に
よ
う
や
く
会
う
こ
と
が
で
き

て
過
去
の
非
を
心
か
ら
詫
び
た
。

　

こ
の
言
い
伝
え
が
四
国
遍
路
の
始
ま
り

で
、
こ
の
年
が
う
る
う
年
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
逆
打
ち
が
う
る
う
年
に
行
わ
れ
る
所

以
で
あ
る
。

　

交
流
サ
ロ
ン
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
を
見
る

と
た
く
さ
ん
の
お
菓
子
が
置
い
て
あ
り
、

四
国
に
は
お
遍
路
さ
ん
に
茶
菓
や
食
事
、

宿
を
無
償
で
提
供
す
る「
お
接
待
」と
い
う

文
化
が
根
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

地
元
の
人
に
と
っ
て
お
遍
路
さ
ん
は
弘
法

PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION

▲  第八十六番・志度寺
竜神に奪われた宝珠を取り返すため、志度寺に訪れた藤原不比等に代わって竜神と戦い、
命を落とした『海女の玉取り伝説』が残る。海女の墓など、伝説にまつわる建物が建つ。

し　

  

ど　

  

じ　
し
げ　
も
り

み    

れ
い

む    

ぜ
ん  

て
い

大
師
と
同
じ
で
あ
り
、
お
接
待
は
功
徳
を

得
る
と
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、「
自
分
の
代

わ
り
に
遍
路
を
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
想

い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。そ
ん
な
お
も
て

な
し
文
化
の
一
端
を
感
じ
な
が
ら
第
八
十

八
番
札
所
へ
と
向
か
っ
た
。

巨
大
な
大
師
像
が
見
守
る

結
願
寺
に
相
応
し
い
大
窪
寺

　
さ
ぬ
き
市
に
は
、
第
八
十
八
番
か
ら
第
八

十
六
番
ま
で
の
３
つ
の
札
所
が
あ
る
。『
お
へん

ろ
交
流
サ
ロ
ン
』か
ら
、
険
し
い
山
道
を
登
る

こ
と
15
分
。四
国
遍
路
の
終
着
点
、
第
八
十

八
番
・
大
窪
寺
に
到
着
し
た
。「
八
十
八
番
結

願
所
」と
書
か
れ
た
大
き
な
石
碑
。そ
し
て
木

造
の
二
天
門
へ
と
続
く
数
十
段
の
石
段
の
周

り
に
は
木
立
が
生
い
茂
り
、
長
年
の
歴
史
と

結
願
寺
な
ら
で
は
の
風
貌
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

大
窪
寺
は
奈
良
時
代
に
行
基
が
草
庵
を

建
て
た
の
が
始
ま
り
。そ
の
後
、
唐
か
ら

戻
っ
た
弘
法
大
師
が
、
薬
師
如
来
像
を
刻

ん
で
本
尊
に
し
た
と
伝
わ
る
。

　

ま
ず
は
心
を
整
え
て
か
ら
一
礼
。門
を
く

ぐ
り
、手
水
場
で
手
と
口
を
清
め
、鐘
楼
の

鐘
を
撞
く
。仏
様
に
到
着
を
知
ら
せ
る
鐘
の

音
は
、静
寂
に
包
ま
れ
た
境
内
に
響
き
わ
た

る
。線
香
の
香
り
に
包
ま
れ
た
本
堂
へ
と
歩

み
、
ま
ず
は
納
め
札
を
奉
納
。賽
銭
を
供
え
、

合
掌
し
た
後
、
経
本
を
見
な
が
ら
読
経
し
、

同
じ
手
順
で
大
師
堂
も
お
参
り
を
す
る
。慣

れ
な
い
作
法
に
緊
張
し
な
が
ら
も
ひ
と
通

り
参
拝
が
終
わ
り
、ほ
っ
と
し
て
隣
を
見
る

と
巨
大
な
弘
法
大
師
像
が
。今
ま
で
の
行
動

を
見
ら
れ
て
い
た
気
が
し
て
、恥
ず
か
し
く

な
っ
た
。逆
打
ち
な
の
で「
い
っ
て
き
ま
す
」

と
挨
拶
を
し
、札
所
を
後
に
し
た
。

地
元
に
親
し
ま
れ
る
長
尾
寺

見
ど
こ
ろ
満
載
の
志
度
寺
へ

　

大
窪
寺
か
ら
第
八
十
七
番
・
長
尾
寺
ま
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香
川
の
う
ど
ん
屋
さ
ん
の
常
識

味
噌
つ
き
お
で
ん
は
人
気
メ
ニ
ュ
ー

　
３
つ
の
札
所
を
逆
打
ち
で
巡
っ
た
と
こ
ろ

で
、高
松
市
に
向
か
う
こ
と
に
し
た
。目
的
地

は
満
濃
池
だ
が
讃
岐
名
物
の
う
ど
ん
が
食
べ

た
く
て
、車
を
走
ら
せ
た
。

　

市
街
地
に
入
っ
て
い
く
と
、
船
の
形
を
し

た
巨
大
オ
ブ
ジ
ェ
を
発
見
し
た
。な
ん
と
こ
の

建
物
は
旧
体
育
館
。戦
後
か
ら
高
度
成
長

期
に
か
け
て
多
く
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

手
が
け
た
建
築
家
・
丹
下
健
三
の
作
品
で
、

同
時
に
設
計
さ
れ
た
国
立
代
々
木
競
技
場

と
同
じ
吊
り
屋
根
構
造
を
用
い
て
い
る
。船

の
突
き
出
た
部
分
の
強
度
不
足
を
補
う
た

め
に
Ｐ
Ｃ（
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
）
技
術
を
使
い
、
実
現
に
至
っ
た
。し
か
し
、

老
朽
化
に
伴
い
、２
０
１
４
年
に
閉
館
し
た
。

　
も
う
お
昼
過
ぎ
。本
場
の
う
ど
ん
を
食
べ

る
た
め
、地
元
の
店
に
立
ち
寄
っ
た
。セ
ル
フ
式

で
メ
ニュ
ー
は
釜
揚
げ
、
カ
レ
ー
に
肉
う
ど
ん

▲ 第八十三番・一宮寺
大宝年間（701～704年）に奈良仏教の礎を築いた義淵
が創建した大宝院が前身。後に讃岐一の宮・田村神社
が建てられ、神社の別当寺として一宮寺に改名された。

▲  讃岐うどんとおでん
讃岐うどんは弘法大師が唐から小麦の栽培方法と
製麺技術を伝えたのが始まりと言われている。おで
んには味噌をつけて食べるのが香川風。

た
文
献
に
よ
り
社
会
の
た
め
に
才
能
を
発

揮
し
た
。道
を
開
き
、橋
を
架
け
、井
戸
を
掘

り
、
温
泉
の
効
用
を
教
え
、
漢
方
医
学
の
知

識
を
授
け
た
な
ど
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

香
川
県
琴
平
町
に
あ
る
灌
漑
用
た
め
池

と
し
て
国
内
最
大
級
の
満
濃
池
が
初
め
て

造
成
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
１
３
０
０
年
以

上
も
前
。豪
雨
に
よ
る
決
壊
の
被
害
に
遭
い
、

何
度
も
復
旧
を
繰
り
返
す
な
か
、嵯
峨
天
皇

の
時
代
に
修
築
工
事
に
起
用
さ
れ
た
の
が
弘

法
大
師
。大
師
の
下
に
集
ま
っ
た
大
勢
の
人

の
協
力
を
得
て
唐
で
学
ん
だ
知
識
・
技
術
に

よ
り
水
圧
に
対
し
て
有
効
な
ア
ー
チ
型
の
堤

防
を
築
く
な
ど
技
術
指
導
を
し
、
わ
ず
か

３
ヵ
月
で
工
事
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
。

　
満
濃
池
は
と
に
か
く
大
き
い
。手
を
広
げ

た
よ
う
な
形
の
池
の
周
囲
は
約
20
㎞
。展
望

台
か
ら
は
穏
や
か
な
池
の
水
面
と
澄
み
渡
る

青
空
、緑
豊
か
な
山
々
の
雄
大
な
風
景
を一望

で
き
る
。そ
こ
か
ら
池
の
ほ
と
り
に
降
り
て
み

る
と
、水
辺
に
松
の
木
が
そ
び
え
、風
光
明
媚

な
景
色
が
広
が
っ
て
い
た
。満
濃
池
は
、
見
る

場
所
に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
景
色
が
楽
し
め
る
。

特
に
お
す
す
め
は
、池
の
近
く
の
高
台
に
あ
る

神
野
神
社
か
ら
の
絶
景
。池
全
体
を
見
下
ろ

し
な
が
ら
、弘
法
大
師
の
偉
業
を
実
感
し
た
。

弘
法
大
師
生
誕
の
地
・
善
通
寺

札
所
の
最
高
峰
に
あ
る
雲
辺
寺
へ

　

満
濃
池
か
ら
全
国
で
も
有
名
な
観
光
地

で
あ
る
金
刀
比
羅
宮
を
通
っ
て
車
で
約
30
分
。

善
通
寺
市
は
、
弘
法
大
師
が
生
ま
れ
育
っ
た

地
だ
。第
七
十
五
番
・
善
通
寺
は
、
和
歌
山

の
高
野
山
、京
都
の
東
寺
と
並
ぶ
大
師
三
大

霊
跡
路
の
ひ
と
つ
で
参
拝
客
が
絶
え
な
い
。

　

境
内
は
西
院
と
東
院
の
２
つ
に
分
か
れ

る
。御
影
堂
を
中
心
と
す
る
西
院
は
、弘
法

大
師
が
生
ま
れ
た
佐
伯
家
の
邸
宅
跡
に
建

て
ら
れ
た
「
誕
生
院
」。も
う
一
方
の
金
堂

や
五
重
塔
が
建
ち
並
ぶ
東
院
は「
伽
藍
」と

呼
ば
れ
る
。広
大
な
境
内
に
は
、歴
史
的
な

木
造
建
築
か
ら
昭
和
や
平
成
時
代
に
造
ら

れ
た
新
し
い
建
築
物
ま
で
が
点
在
し
、
ま

る
で
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
に
広
い
。

　

早
速
、
生
誕
の
地
と
言
わ
れ
る
御
影
堂
へ

と
向
か
う
。建
物
の
正
面
に
下
が
っ
て
い
た
５

色
の
御
手
綱
に
つ
い
て
質
問
し
、「
こ
れ
は
大

と
豊
富
で
、
か
け
う
ど
ん
は
１
９
０
円
。そ
し

て
な
ぜ
か
お
で
ん
鍋
が
あ
る
。「
う
ど
ん
屋
さ

ん
に
お
で
ん
」
は
地
元
の
常
識
の
よ
う
だ
。讃

岐
う
ど
ん
は
コ
シ
が
強
く
、風
味
豊
か
な
だ
し

と
一
緒
に
の
ど
越
し
で
味
わ
う
。薄
味
の
お
で

ん
も
美
味
し
く
、こ
れ
が
ワ
ン
コ
イ
ン
で
食
べら

れ
る
と
思
う
と
得
し
た
気
分
に
な
っ
た
。

地
域
に
伝
わ
る
地
獄
の
釜
の
伝
説
と

讃
岐
七
富
士

　
こ
の
お
店
で
、
第
八
十
三
番
・
一
宮
寺
に

は
地
獄
の
釜
の
伝
説
が
あ
る
と
聞
い
た
の
で

寄
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。訪
れ
て
み
る
と
、

頭
を
入
れ
る
と
境
地
が
開
け
る
と
い
う
小

さ
な
薬
師
如
来
を
祀
る
祠
が
あ
り
、「
地
獄

の
釜
」と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。言
い
伝
え

で
は
、
近
所
の
意
地
悪
な
ば
あ
さ
ん
が
試
し

た
と
こ
ろ
、扉
が
閉
ま
り
、ゴ
ォ
ー
ッ
と
い
う

地
獄
の
釜
が
煮
え
た
ぎ
る
音
が
聞
こ
え
、頭

が
抜
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。怖
く
な
っ

い
ち
の
み
や 
じ

ほ
こ
ら

▲  旧香川県立体育館
1964年、元塩田の埋め立て地に建てられた体育館
は、1300人収容のアリーナとして様々なスポーツ
に利用されてきた。吊り構造の独創的な形状とその
スケールに圧倒される。

▲  満濃池
貯水量は1,540万㎥。本格的な田植えシーズン到来を告げるイベントとし
て、毎年６月中旬に「満濃池のゆる抜き」を実施。残したい日本の音風景100
選にも選定されている。

た
ば
あ
さ
ん
が
、
今
ま
で
の
悪
事
を
謝
る
と

扉
は
す
っ
と
開
き
、
そ
れ
か
ら
は
近
所
の
人

と
も
仲
良
く
暮
ら
し
た
そ
う
。恐
る
恐
る

私
も
試
し
て
み
る
と…

す
る
り
と
抜
け
ま

し
た
。め
で
た
し
、め
で
た
し（
笑
）。

　

一
宮
寺
を
で
て
、
弘
法
大
師
の
業
績
と

し
て
有
名
な
満
濃
池
に
向
か
う
た
め
に
国

道
を
走
る
こ
と
に
し
た
。北
に
瀬
戸
内
海
、

南
に
四
国
山
地
を
臨
む
壮
大
な
景
色
が
広

が
る
。爽
快
に
車
を
走
ら
せ
て
い
る
と
、三

角
お
に
ぎ
り
の
よ
う
な
小
さ
な
山
々
が
目

に
留
ま
っ
た
。後
に
調
べ
て
み
る
と
飯
野

山
を
代
表
と
す
る
７
つ
の
山
は
、
讃
岐
七

富
士
と
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う
。

日
本
最
大
級
の
規
模
を
誇
る

満
濃
池
で
多
彩
な
絶
景
を
楽
し
む

　

唐
に
渡
っ
た
弘
法
大
師
は
、
仏
教
を
学
ぶ

だ
け
で
な
く
、土
木
や
建
築
、医
学
、文
学
な

ど
学
ん
だ
最
先
端
の
知
識
・
技
術
や
集
め

師
さ
ま
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
教
え
て

も
ら
う
。お
堂
の
奥
殿
に
秘
蔵
さ
れ
る
瞬
目

大
師
像
は
、
弘
法
大
師
が
入
唐
す
る
際
、
母

親
の
た
め
に
池
に
映
る
姿
を
描
い
た
自
画
像

だ
と
伝
わ
る
。御
手
綱
を
力
強
く
握
る
と
、

母
想
い
の
優
し
い
弘
法
大
師
の
心
に
触
れ
た

よ
う
な
気
が
し
た
。

　

善
通
寺
市
か
ら
観
音
寺
市
ま
で
は
車
で

約
40
分
。何
と
か
雲
辺
寺
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

の
最
終
便
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
。四
国

山
脈
と
瀬
戸
内
海
を
見
下
ろ
す
絶
景
は
、

旅
気
分
を
盛
り
上
げ
る
。

　

ガ
ク
ン
と
い
う
大
き
な
振
動
と
と
も
に

山
頂
駅
に
到
着
。そ
こ
か
ら
続
く
参
道
は
、

杉
の
木
が
林
立
す
る
起
伏
の
あ
る
山
道
で
、

お
釈
迦
様
の
弟
子
と
言
わ
れ
る
等
身
大
の

五
百
羅
漢
像
が
建
ち
並
ん
で
い
た
。名
前

の
と
お
り
、そ
の
数
は
５
０
０
体
。そ
の
表

情
や
仕
草
は
一
つ
ひ
と
つ
異
な
り
、
泣
い

た
り
、怒
っ
た
り
、驚
い
た
り
と
、そ
の
豊

か
で
コ
ミ
カ
ル
な
姿
が
微
笑
ま
し
い
。

　

境
内
に
も
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
を
見
つ
け

た
。本
堂
の
横
に
は
、な
す
の
ヘ
タ
ま
で
リ

ア
ル
に
表
現
し
た
石「
お
た
の
み
な
す
」と

「
く
ぐ
っ
て
腰
掛
け
れ
ば
、
ご
利
益
倍
増
」

の
看
板
が
。お
た
の
み
な
す
の
前
に
は
、大

量
の「
ね
が
い
ご
と
札
」が
貼
ら
れ
た
石
の

輪
が
建
っ
て
い
た
。た
く
さ
ん
の
ご
利
益

を
願
い
、
山
頂
駅
に
向
か
う
と
雲
辺
寺
の

隣
に
あ
る
ゲ
レ
ン
デ
で
ボ
ー
ド
を
楽
し
ん

だ
若
者
た
ち
に
遭
遇
。最
後
ま
で
発
見
の

多
い
札
所
だ
っ
た
。
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香
川
の
う
ど
ん
屋
さ
ん
の
常
識

味
噌
つ
き
お
で
ん
は
人
気
メ
ニ
ュ
ー

　
３
つ
の
札
所
を
逆
打
ち
で
巡
っ
た
と
こ
ろ

で
、高
松
市
に
向
か
う
こ
と
に
し
た
。目
的
地

は
満
濃
池
だ
が
讃
岐
名
物
の
う
ど
ん
が
食
べ

た
く
て
、車
を
走
ら
せ
た
。

　

市
街
地
に
入
っ
て
い
く
と
、
船
の
形
を
し

た
巨
大
オ
ブ
ジ
ェ
を
発
見
し
た
。な
ん
と
こ
の

建
物
は
旧
体
育
館
。戦
後
か
ら
高
度
成
長

期
に
か
け
て
多
く
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

手
が
け
た
建
築
家
・
丹
下
健
三
の
作
品
で
、

同
時
に
設
計
さ
れ
た
国
立
代
々
木
競
技
場

と
同
じ
吊
り
屋
根
構
造
を
用
い
て
い
る
。船

の
突
き
出
た
部
分
の
強
度
不
足
を
補
う
た

め
に
Ｐ
Ｃ（
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
）
技
術
を
使
い
、
実
現
に
至
っ
た
。し
か
し
、

老
朽
化
に
伴
い
、２
０
１
４
年
に
閉
館
し
た
。

　
も
う
お
昼
過
ぎ
。本
場
の
う
ど
ん
を
食
べ

る
た
め
、地
元
の
店
に
立
ち
寄
っ
た
。セ
ル
フ
式

で
メ
ニュ
ー
は
釜
揚
げ
、
カ
レ
ー
に
肉
う
ど
ん

た
文
献
に
よ
り
社
会
の
た
め
に
才
能
を
発

揮
し
た
。道
を
開
き
、橋
を
架
け
、井
戸
を
掘

り
、
温
泉
の
効
用
を
教
え
、
漢
方
医
学
の
知

識
を
授
け
た
な
ど
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

香
川
県
琴
平
町
に
あ
る
灌
漑
用
た
め
池

と
し
て
国
内
最
大
級
の
満
濃
池
が
初
め
て

造
成
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
１
３
０
０
年
以

上
も
前
。豪
雨
に
よ
る
決
壊
の
被
害
に
遭
い
、

何
度
も
復
旧
を
繰
り
返
す
な
か
、嵯
峨
天
皇

の
時
代
に
修
築
工
事
に
起
用
さ
れ
た
の
が
弘

法
大
師
。大
師
の
下
に
集
ま
っ
た
大
勢
の
人

の
協
力
を
得
て
唐
で
学
ん
だ
知
識
・
技
術
に

よ
り
水
圧
に
対
し
て
有
効
な
ア
ー
チ
型
の
堤

防
を
築
く
な
ど
技
術
指
導
を
し
、
わ
ず
か

３
ヵ
月
で
工
事
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
。

　
満
濃
池
は
と
に
か
く
大
き
い
。手
を
広
げ

た
よ
う
な
形
の
池
の
周
囲
は
約
20
㎞
。展
望

台
か
ら
は
穏
や
か
な
池
の
水
面
と
澄
み
渡
る

青
空
、緑
豊
か
な
山
々
の
雄
大
な
風
景
を一望

で
き
る
。そ
こ
か
ら
池
の
ほ
と
り
に
降
り
て
み

る
と
、水
辺
に
松
の
木
が
そ
び
え
、風
光
明
媚

な
景
色
が
広
が
っ
て
い
た
。満
濃
池
は
、
見
る

場
所
に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
景
色
が
楽
し
め
る
。

特
に
お
す
す
め
は
、池
の
近
く
の
高
台
に
あ
る

神
野
神
社
か
ら
の
絶
景
。池
全
体
を
見
下
ろ

し
な
が
ら
、弘
法
大
師
の
偉
業
を
実
感
し
た
。

弘
法
大
師
生
誕
の
地
・
善
通
寺

札
所
の
最
高
峰
に
あ
る
雲
辺
寺
へ

　

満
濃
池
か
ら
全
国
で
も
有
名
な
観
光
地

で
あ
る
金
刀
比
羅
宮
を
通
っ
て
車
で
約
30
分
。

善
通
寺
市
は
、
弘
法
大
師
が
生
ま
れ
育
っ
た

地
だ
。第
七
十
五
番
・
善
通
寺
は
、
和
歌
山

の
高
野
山
、京
都
の
東
寺
と
並
ぶ
大
師
三
大

霊
跡
路
の
ひ
と
つ
で
参
拝
客
が
絶
え
な
い
。

　

境
内
は
西
院
と
東
院
の
２
つ
に
分
か
れ

る
。御
影
堂
を
中
心
と
す
る
西
院
は
、弘
法

大
師
が
生
ま
れ
た
佐
伯
家
の
邸
宅
跡
に
建

て
ら
れ
た
「
誕
生
院
」。も
う
一
方
の
金
堂

や
五
重
塔
が
建
ち
並
ぶ
東
院
は「
伽
藍
」と

呼
ば
れ
る
。広
大
な
境
内
に
は
、歴
史
的
な

木
造
建
築
か
ら
昭
和
や
平
成
時
代
に
造
ら

れ
た
新
し
い
建
築
物
ま
で
が
点
在
し
、
ま

る
で
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
に
広
い
。

　

早
速
、
生
誕
の
地
と
言
わ
れ
る
御
影
堂
へ

と
向
か
う
。建
物
の
正
面
に
下
が
っ
て
い
た
５

色
の
御
手
綱
に
つ
い
て
質
問
し
、「
こ
れ
は
大

と
豊
富
で
、
か
け
う
ど
ん
は
１
９
０
円
。そ
し

て
な
ぜ
か
お
で
ん
鍋
が
あ
る
。「
う
ど
ん
屋
さ

ん
に
お
で
ん
」
は
地
元
の
常
識
の
よ
う
だ
。讃

岐
う
ど
ん
は
コ
シ
が
強
く
、風
味
豊
か
な
だ
し

と
一
緒
に
の
ど
越
し
で
味
わ
う
。薄
味
の
お
で

ん
も
美
味
し
く
、こ
れ
が
ワ
ン
コ
イ
ン
で
食
べら

れ
る
と
思
う
と
得
し
た
気
分
に
な
っ
た
。

地
域
に
伝
わ
る
地
獄
の
釜
の
伝
説
と

讃
岐
七
富
士

　
こ
の
お
店
で
、
第
八
十
三
番
・
一
宮
寺
に

は
地
獄
の
釜
の
伝
説
が
あ
る
と
聞
い
た
の
で

寄
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。訪
れ
て
み
る
と
、

頭
を
入
れ
る
と
境
地
が
開
け
る
と
い
う
小

さ
な
薬
師
如
来
を
祀
る
祠
が
あ
り
、「
地
獄

の
釜
」と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。言
い
伝
え

で
は
、
近
所
の
意
地
悪
な
ば
あ
さ
ん
が
試
し

た
と
こ
ろ
、扉
が
閉
ま
り
、ゴ
ォ
ー
ッ
と
い
う

地
獄
の
釜
が
煮
え
た
ぎ
る
音
が
聞
こ
え
、頭

が
抜
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。怖
く
な
っ

こ　

  

と 　 

ひ     

ら    

ぐ
う

み    

え    

ど
う

お     

て    

づ
な

う
ん  

ぺ
ん   

じ

ご
ひ
ゃ
く   

ら   

か
ん  

ぞ
う

ぜ
ん 

つ
う  

じ     

し

ぜ
ん  

つ
う  

じ

▲  第七十五番・善通寺
弘法大師の生誕の地。日本に戻って
きた後に、父・佐伯善通より荘田を
貰い受け、唐の青龍寺を模して建設
し、父の名をとって善通寺とした。

◀▲ 雲辺寺ロープウェイと第六十六番・雲辺寺
ロープウェイは全長約2600ｍ。かつて「遍路ころがし」と呼ばれていた標高差657ｍの
急こう配を時速36kmで運転する。雲辺寺は、789年に弘法大師が善通寺の建立のた
め、木材を求めて山に登ったとき、深遠な霊山に心を打たれてお堂を造ったのが起源。

た
ば
あ
さ
ん
が
、
今
ま
で
の
悪
事
を
謝
る
と

扉
は
す
っ
と
開
き
、
そ
れ
か
ら
は
近
所
の
人

と
も
仲
良
く
暮
ら
し
た
そ
う
。恐
る
恐
る

私
も
試
し
て
み
る
と…

す
る
り
と
抜
け
ま

し
た
。め
で
た
し
、め
で
た
し（
笑
）。

　

一
宮
寺
を
で
て
、
弘
法
大
師
の
業
績
と

し
て
有
名
な
満
濃
池
に
向
か
う
た
め
に
国

道
を
走
る
こ
と
に
し
た
。北
に
瀬
戸
内
海
、

南
に
四
国
山
地
を
臨
む
壮
大
な
景
色
が
広

が
る
。爽
快
に
車
を
走
ら
せ
て
い
る
と
、三

角
お
に
ぎ
り
の
よ
う
な
小
さ
な
山
々
が
目

に
留
ま
っ
た
。後
に
調
べ
て
み
る
と
飯
野

山
を
代
表
と
す
る
７
つ
の
山
は
、
讃
岐
七

富
士
と
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う
。

日
本
最
大
級
の
規
模
を
誇
る

満
濃
池
で
多
彩
な
絶
景
を
楽
し
む

　

唐
に
渡
っ
た
弘
法
大
師
は
、
仏
教
を
学
ぶ

だ
け
で
な
く
、土
木
や
建
築
、医
学
、文
学
な

ど
学
ん
だ
最
先
端
の
知
識
・
技
術
や
集
め

師
さ
ま
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
教
え
て

も
ら
う
。お
堂
の
奥
殿
に
秘
蔵
さ
れ
る
瞬
目

大
師
像
は
、
弘
法
大
師
が
入
唐
す
る
際
、
母

親
の
た
め
に
池
に
映
る
姿
を
描
い
た
自
画
像

だ
と
伝
わ
る
。御
手
綱
を
力
強
く
握
る
と
、

母
想
い
の
優
し
い
弘
法
大
師
の
心
に
触
れ
た

よ
う
な
気
が
し
た
。

　

善
通
寺
市
か
ら
観
音
寺
市
ま
で
は
車
で

約
40
分
。何
と
か
雲
辺
寺
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

の
最
終
便
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
。四
国

山
脈
と
瀬
戸
内
海
を
見
下
ろ
す
絶
景
は
、

旅
気
分
を
盛
り
上
げ
る
。

　

ガ
ク
ン
と
い
う
大
き
な
振
動
と
と
も
に

山
頂
駅
に
到
着
。そ
こ
か
ら
続
く
参
道
は
、

杉
の
木
が
林
立
す
る
起
伏
の
あ
る
山
道
で
、

お
釈
迦
様
の
弟
子
と
言
わ
れ
る
等
身
大
の

五
百
羅
漢
像
が
建
ち
並
ん
で
い
た
。名
前

の
と
お
り
、そ
の
数
は
５
０
０
体
。そ
の
表

情
や
仕
草
は
一
つ
ひ
と
つ
異
な
り
、
泣
い

た
り
、怒
っ
た
り
、驚
い
た
り
と
、そ
の
豊

か
で
コ
ミ
カ
ル
な
姿
が
微
笑
ま
し
い
。

　

境
内
に
も
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
を
見
つ
け

た
。本
堂
の
横
に
は
、な
す
の
ヘ
タ
ま
で
リ

ア
ル
に
表
現
し
た
石「
お
た
の
み
な
す
」と

「
く
ぐ
っ
て
腰
掛
け
れ
ば
、
ご
利
益
倍
増
」

の
看
板
が
。お
た
の
み
な
す
の
前
に
は
、大

量
の「
ね
が
い
ご
と
札
」が
貼
ら
れ
た
石
の

輪
が
建
っ
て
い
た
。た
く
さ
ん
の
ご
利
益

を
願
い
、
山
頂
駅
に
向
か
う
と
雲
辺
寺
の

隣
に
あ
る
ゲ
レ
ン
デ
で
ボ
ー
ド
を
楽
し
ん

だ
若
者
た
ち
に
遭
遇
。最
後
ま
で
発
見
の

多
い
札
所
だ
っ
た
。

め
ひ
き

だ
い 

し  

ぞ
う
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ス
リ
ル
満
点
の
か
ず
ら
橋

断
崖
絶
壁
に
建
つ
小
便
小
僧

　

雲
辺
寺
か
ら
南
下
し
て
徳
島
県
三
次
市

に
入
り
、山
々
に
囲
ま
れ
た
秘
境
・
大
歩
危

に
宿
泊
、２
日
目
の
朝
も
快
晴
に
恵
ま
れ
た
。

吉
野
川
に
沿
っ
て
広
が
る
約
８
㎞
の
大
渓

谷
は
、
２
億
年
の
歳
月
が
つ
く
り
あ
げ
た
ジ

オ
ア
ー
ト
で
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。さ
ら
に
、
車
で
十
数
分
先
の
祖

谷
エ
リ
ア
も
祖
谷
渓
と
祖
谷
川
の
大
自
然

を
臨
む
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
。な
か
で
も
有
名
な

か
ず
ら
橋
は
、
平
家
の
落
人
が
追
っ
手
か
ら

逃
れ
る
た
め
、
い
つ
で
も
切
り
落
と
せ
る
よ

う
に
、
か
ず
ら
と
い
う
植
物
で
架
け
た
橋
だ

と
伝
わ
る
。そ
の
構
造
は
明
石
海
峡
大
橋
と

同
じ
吊
り
橋
構
造
で
、そ
の
原
型
が
数
百
年

前
に
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
く
。

　

ど
っ
し
り
と
構
え
た
橋
は
、
一
見
危
険

そ
う
に
は
感
じ
な
い
が
、
実
際
に
渡
っ
て

み
る
と
、
橋
床
の
木
と
木
の
間
隔
が
広
く

て
谷
底
が
丸
見
え
！ 

手
す
り
に
つ
か
ま

り
、
橋
が
揺
れ
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
歩
く
。

写
真
を
撮
る
余
裕
は
な
く
、
ス
リ
ル
と
吹

き
つ
く
風
に
凍
え
、
宿
で
も
ら
っ
た
カ
イ

ロ
の
温
か
さ
が
体
に
し
み
た
。

　

祖
谷
に
は
も
う
ひ
と
つ
、話
題
の
ス
ポ
ッ
ト

が
あ
る
。か
ず
ら
橋
か
ら
祖
谷
渓
沿
い
の
狭
い

山
道
を
走
り
続
け
る
と
、断
崖
絶
壁
に
小
便

小
僧
を
見
つ
け
た
。ど
う
し
た
ら
イ
ン
ス
タ
映

え
す
る
の
か
、い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
体
を
乗
り

出
し
て
撮
影
。熱
中
す
る
あ
ま
り
、「
忘
れ
物

で
す
よ
」と
バッ
グ
を
手
渡
さ
れ
た（
笑
）。

多
彩
な
橋
が
架
か
る
吉
野
川
は

全
国
有
数
の「
橋
の
博
物
館
」

　

高
知
県
と
徳
島
県
を
流
れ
る
延
長
１
９

４
㎞
の
吉
野
川
は
、
川
の
長
さ
こ
そ
四
万
十

川
よ
り
わ
ず
か
に
短
い
が
実
質
的
に
四
国
随

一の
大
河
。昔
か
ら
水
害
の
多
い
日
本
三
大
暴

れ
川
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、
坂
東
太
郎（
利

根
川
）、
筑
紫
二
郎
（
筑
後
川
）、
四
国
三
郎

（
吉
野
川
）
の
三
兄
弟
の
愛
称
で
呼
ば
れ
て
い

る
。さ
ら
に
橋
が
多
い
こ
と
で
も
有
名
で
、
徳

島
県
で
は
昭
和
初
期
か
ら
約
90
年
の
間
に
46

も
の
橋
が
架
け
ら
れ
た
。当
時
の
最
新
工
法

を
活
用
し
た
多
種
多
様
な
橋
を
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、「
橋
の
博
物
館
」と
い
う
異
名
が
つ

い
て
い
る
。

　
オ
レ
ン
ジ
色
の
鋼
材
が
目
を
引
く
青
雲
橋

は
国
際
的
な
賞
（
f
i
b
賞
）
の
最
優
秀
賞

を
ア
ジ
ア
で
初
め
て
受
賞
し
た
。急
峻
な
渓

谷
に
架
か
る
た
め
、
下
か
ら
支
え
る
よ
う
な

支
保
工
は
組
み
立
て
ら
れ
ず
、P
C
ケ
ー
ブ
ル

を
張
り
渡
し
、そ
の
上
に
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
部
材

に
よ
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
載
せ
て
橋
を
つ
く
っ
て

い
っ
た
と
い
う
珍
し
い
構
造
だ
と
い
う
。こ
れ

ま
で
歩
道
は
あ
っ
た
が
、
車
道
の
橋
は
世
界

初
の
よ
う
だ
。

　

徳
島
自
動
車
道
の
池
田
へ
そ
っ
湖
大
橋

は
、
土
木
学
会
の
田
中
賞
や
デ
ザ
イ
ン
賞

優
秀
賞
な
ど
の
受
賞
歴
を
持
つ
。最
大
支

間
は
２
０
０
ｍ
。逆
ラ
ン
ガ
ー
形
式
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ア
ー
チ
橋
と
し
て
は
、
日
本

で
最
も
長
い
そ
う
だ
。大
き
な
弧
を
描
く

ア
ー
チ
が
優
美
な
作
品
は
、
地
域
の
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
と
し
て
の
存
在
感
を
放
つ
。ま

た
、
橋
の
下
に
は
吉
野
川（
池
田
湖
）と
Ｊ

Ｒ
土
讃
線
、
国
道
32
号
が
通
過
す
る
た
め
、

川
の
区
間
は
ア
ー
チ
状
の
Ｐ
Ｃ
逆
ラ
ン

ガ
ー
、
国
道
と
Ｊ
Ｒ
の
区
間
は
シ
ン
プ
ル

な
Ｐ
Ｃ
箱
桁
ラ
ー
メ
ン
構
造
と
い
う
異
な

る
構
造
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ

を
感
じ
さ
せ
な
い
一
体
感
が
あ
る
。

　

最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、脇
町
潜
水
橋

だ
。川
面
か
ら
わ
ず
か
１
〜
２
ｍ
に
架
け
ら

れ
た
橋
は
、
高
欄
が
な
く
、
増
水
時
に
は
水

が
橋
の
上
を
流
れ
、
橋
が
沈
ん
で
し
ま
う
。

交
互
通
行
で
車
一
台
し
か
通
れ
な
い
ほ
ど
車

道
の
狭
い
素
朴
な
橋
は
、の
ど
か
な
自
然
風

景
に
程
よ
く
馴
染
む
。吉
野
川
は
全
国
的
に

も
珍
し
い
夕
日
が
沈
む
川
で
、
夕
日
の
名
所

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
こ
の
潜
水
橋
の
あ
る
美
馬
市
脇
町
は
、
江

戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
藍
の
集
積
地
と

し
て
栄
え
た
エ
リ
ア
。商
家
に
は「
う
だ
つ
」と

呼
ば
れ
る
防
護
壁
が
造
ら
れ
、
そ
の
風
情
あ

る
町
並
み
は
今
も
残
っ
て
い
る
。う
だ
つ
が
上

が
る
出
世
街
道
を
散
策
し
、
お
昼
を
取
っ
て

か
ら
再
び
、四
国
遍
路
の
札
所
へと
向
か
っ
た
。

お
お 

ぼ    

け

▲ 祖谷のかずら橋
日本三奇橋のひとつ、国の指定重要有形民俗文化財。平家伝説ゆかりの橋は長
さ45ｍ・幅２ｍ・水面からの高さ14ｍ。３年毎に架け替えが行われている。

▼ 祖谷渓の小便小僧
強風が吹きつける高さ約200ｍの断崖に、その昔、子ど
もたちや旅人が度胸試しをしたという逸話を由来に、
1968年に銅像が造られた。紅葉の名所としても有名。

◀ 大歩危峡
大股で歩いても危険という意味から地名がついたと伝わる。大渓谷は、およ
そ２億年前に海底の奥深くにつくられた地層が、隆起と吉野川の浸食で地表
に姿を現したもの。

▲ 青雲橋
単径間ＰＣ複合トラス橋、橋長97.0m、2004年竣工。

い

や
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ス
リ
ル
満
点
の
か
ず
ら
橋

断
崖
絶
壁
に
建
つ
小
便
小
僧

　

雲
辺
寺
か
ら
南
下
し
て
徳
島
県
三
次
市

に
入
り
、山
々
に
囲
ま
れ
た
秘
境
・
大
歩
危

に
宿
泊
、２
日
目
の
朝
も
快
晴
に
恵
ま
れ
た
。

吉
野
川
に
沿
っ
て
広
が
る
約
８
㎞
の
大
渓

谷
は
、
２
億
年
の
歳
月
が
つ
く
り
あ
げ
た
ジ

オ
ア
ー
ト
で
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。さ
ら
に
、
車
で
十
数
分
先
の
祖

谷
エ
リ
ア
も
祖
谷
渓
と
祖
谷
川
の
大
自
然

を
臨
む
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
。な
か
で
も
有
名
な

か
ず
ら
橋
は
、
平
家
の
落
人
が
追
っ
手
か
ら

逃
れ
る
た
め
、
い
つ
で
も
切
り
落
と
せ
る
よ

う
に
、
か
ず
ら
と
い
う
植
物
で
架
け
た
橋
だ

と
伝
わ
る
。そ
の
構
造
は
明
石
海
峡
大
橋
と

同
じ
吊
り
橋
構
造
で
、そ
の
原
型
が
数
百
年

前
に
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
く
。

　

ど
っ
し
り
と
構
え
た
橋
は
、
一
見
危
険

そ
う
に
は
感
じ
な
い
が
、
実
際
に
渡
っ
て

み
る
と
、
橋
床
の
木
と
木
の
間
隔
が
広
く

て
谷
底
が
丸
見
え
！ 

手
す
り
に
つ
か
ま

り
、
橋
が
揺
れ
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
歩
く
。

写
真
を
撮
る
余
裕
は
な
く
、
ス
リ
ル
と
吹

き
つ
く
風
に
凍
え
、
宿
で
も
ら
っ
た
カ
イ

ロ
の
温
か
さ
が
体
に
し
み
た
。

　

祖
谷
に
は
も
う
ひ
と
つ
、話
題
の
ス
ポ
ッ
ト

が
あ
る
。か
ず
ら
橋
か
ら
祖
谷
渓
沿
い
の
狭
い

山
道
を
走
り
続
け
る
と
、断
崖
絶
壁
に
小
便

小
僧
を
見
つ
け
た
。ど
う
し
た
ら
イ
ン
ス
タ
映

え
す
る
の
か
、い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
体
を
乗
り

出
し
て
撮
影
。熱
中
す
る
あ
ま
り
、「
忘
れ
物

で
す
よ
」と
バッ
グ
を
手
渡
さ
れ
た（
笑
）。

多
彩
な
橋
が
架
か
る
吉
野
川
は

全
国
有
数
の「
橋
の
博
物
館
」

　

高
知
県
と
徳
島
県
を
流
れ
る
延
長
１
９

４
㎞
の
吉
野
川
は
、
川
の
長
さ
こ
そ
四
万
十

川
よ
り
わ
ず
か
に
短
い
が
実
質
的
に
四
国
随

一の
大
河
。昔
か
ら
水
害
の
多
い
日
本
三
大
暴

れ
川
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、
坂
東
太
郎（
利

根
川
）、
筑
紫
二
郎
（
筑
後
川
）、
四
国
三
郎

（
吉
野
川
）
の
三
兄
弟
の
愛
称
で
呼
ば
れ
て
い

る
。さ
ら
に
橋
が
多
い
こ
と
で
も
有
名
で
、
徳

島
県
で
は
昭
和
初
期
か
ら
約
90
年
の
間
に
46

も
の
橋
が
架
け
ら
れ
た
。当
時
の
最
新
工
法

を
活
用
し
た
多
種
多
様
な
橋
を
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、「
橋
の
博
物
館
」と
い
う
異
名
が
つ

い
て
い
る
。

　
オ
レ
ン
ジ
色
の
鋼
材
が
目
を
引
く
青
雲
橋

は
国
際
的
な
賞
（
f
i
b
賞
）
の
最
優
秀
賞

を
ア
ジ
ア
で
初
め
て
受
賞
し
た
。急
峻
な
渓

谷
に
架
か
る
た
め
、
下
か
ら
支
え
る
よ
う
な

支
保
工
は
組
み
立
て
ら
れ
ず
、P
C
ケ
ー
ブ
ル

を
張
り
渡
し
、そ
の
上
に
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
部
材

に
よ
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
載
せ
て
橋
を
つ
く
っ
て

い
っ
た
と
い
う
珍
し
い
構
造
だ
と
い
う
。こ
れ

ま
で
歩
道
は
あ
っ
た
が
、
車
道
の
橋
は
世
界

初
の
よ
う
だ
。

　

徳
島
自
動
車
道
の
池
田
へ
そ
っ
湖
大
橋

は
、
土
木
学
会
の
田
中
賞
や
デ
ザ
イ
ン
賞

優
秀
賞
な
ど
の
受
賞
歴
を
持
つ
。最
大
支

間
は
２
０
０
ｍ
。逆
ラ
ン
ガ
ー
形
式
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ア
ー
チ
橋
と
し
て
は
、
日
本

で
最
も
長
い
そ
う
だ
。大
き
な
弧
を
描
く

ア
ー
チ
が
優
美
な
作
品
は
、
地
域
の
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
と
し
て
の
存
在
感
を
放
つ
。ま

た
、
橋
の
下
に
は
吉
野
川（
池
田
湖
）と
Ｊ

Ｒ
土
讃
線
、
国
道
32
号
が
通
過
す
る
た
め
、

川
の
区
間
は
ア
ー
チ
状
の
Ｐ
Ｃ
逆
ラ
ン

ガ
ー
、
国
道
と
Ｊ
Ｒ
の
区
間
は
シ
ン
プ
ル

な
Ｐ
Ｃ
箱
桁
ラ
ー
メ
ン
構
造
と
い
う
異
な

る
構
造
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ

を
感
じ
さ
せ
な
い
一
体
感
が
あ
る
。

　

最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、脇
町
潜
水
橋

だ
。川
面
か
ら
わ
ず
か
１
〜
２
ｍ
に
架
け
ら

れ
た
橋
は
、
高
欄
が
な
く
、
増
水
時
に
は
水

が
橋
の
上
を
流
れ
、
橋
が
沈
ん
で
し
ま
う
。

交
互
通
行
で
車
一
台
し
か
通
れ
な
い
ほ
ど
車

道
の
狭
い
素
朴
な
橋
は
、の
ど
か
な
自
然
風

景
に
程
よ
く
馴
染
む
。吉
野
川
は
全
国
的
に

も
珍
し
い
夕
日
が
沈
む
川
で
、
夕
日
の
名
所

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
こ
の
潜
水
橋
の
あ
る
美
馬
市
脇
町
は
、
江

戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
藍
の
集
積
地
と

し
て
栄
え
た
エ
リ
ア
。商
家
に
は「
う
だ
つ
」と

呼
ば
れ
る
防
護
壁
が
造
ら
れ
、
そ
の
風
情
あ

る
町
並
み
は
今
も
残
っ
て
い
る
。う
だ
つ
が
上

が
る
出
世
街
道
を
散
策
し
、
お
昼
を
取
っ
て

か
ら
再
び
、四
国
遍
路
の
札
所
へと
向
か
っ
た
。

み

 

ま

 

し

▲ 池田へそっ湖大橋
５径間連続バランスドアーチ橋、橋長705.0m、幅員10.4m、1994年竣
工。土木学会 田中賞・デザイン賞優秀賞、プレストレストコンクリート技
術協会賞の受賞歴を持つ。

▲ 脇町うだつの町並み
吉野川の水運に恵まれ。栄えた地。長さ400ｍのメイン通り
には、歴史的建築物が84軒残り、当時の歴史や文化を今に伝
える。藍をはじめとする土産店や飲食店も軒を連ねる。

▼ 脇町潜水橋
長さ207ｍ・幅3.6ｍと狭いが、1961年に建設されて以来、地元の人た
ちの通勤や通学、買い物に利用されてきた生活橋。風情ある情景として
親しまれる写真愛好家の人気スポット。
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発
願
寺
で
あ
る
霊
山
寺
で

「
同
行
二
人
」の
精
神
に
触
れ
る

　

第
三
番
・
金
泉
寺
ま
で
は
徳
島
自
動
車

道
を
利
用
し
た
。美
馬
Ｉ
Ｃ
か
ら
藍
住
Ｉ

Ｃ
を
経
由
し
て
車
で
約
40
分
。の
ど
か
な

町
並
み
に
あ
り
、第
二
番
・
第
一
番
札
所
は
、

車
で
十
数
分
圏
内
に
位
置
す
る
。

　

色
鮮
や
か
な
朱
塗
り
の
仁
王
門
が
印
象

的
な
金
泉
寺
は
、
行
基
が
寺
塔
を
建
立
し

て「
金
光
明
寺
」と
命
名
。そ
の
後
、弘
法
大

師
が
水
不
足
に
苦
し
む
人
々
の
た
め
に
黄

金
の
霊
水
の
湧
く
井
戸
を
掘
り
あ
て
た
こ

と
か
ら
、現
在
の
寺
名
に
な
っ
た
。そ
の
井

戸
は
今
も
残
り
、
顔
を
覗
き
込
ん
で
水
面

に
は
っ
き
り
と
映
れ
ば
長
寿
、
ぼ
や
け
て

い
る
と
短
命
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

　

長
寿
を
確
信
し
た
と
こ
ろ
で
、第
二
番
・

極
楽
寺
。境
内
に
は
松
な
ど
の
樹
木
を
絶

妙
に
配
し
た
極
楽
浄
土
を
思
わ
せ
る
美
し

い
日
本
庭
園
が
広
が
る
。さ
ら
に
奥
へ
と

足
を
運
ぶ
と
、
弘
法
大
師
が
お
手
植
え
し

た
と
伝
わ
る
樹
齢
１
２
０
０
年
の
長
寿
杉

が
そ
び
え
て
い
た
。高
さ
約
31
ｍ
、周
囲
は

約
６
ｍ
。大
地
に
し
っ
か
り
と
根
を
張
り
、

風
雪
に
耐
え
て
き
た
生
命
力
は
逞
し
く
、

無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
し
て
い
る
。そ

の
巨
木
に
結
ば
れ
た
紅
白
の
紐
を
握
る
と

霊
気
を
受
け
ら
れ
る
と
知
り
、「
家
族
や
友

人
も
健
康
で
長
生
き
で
き
ま
す
よ
う
に
」

と
願
い
を
込
め
た
。

　
そ
し
て
、
今
回
の
旅
の
最
後
と
な
る
第
一

番
・
霊
山
寺
。地
域
の
人
た
ち
に「
一
番
さ
ん
」

と
呼
び
親
し
ま
れ
る
寺
の
界
隈
は
、お
遍
路

さ
ん
や
参
拝
客
で
賑
わ
っ
て
い
た
。「
四
国
第

一
番
霊
場
」
と
書
か
れ
た
仁
王
門
を
は
じ
め
、

本
堂
や
大
師
堂
、
多
宝
塔
な
ど
の
木
造
建

築
物
は
、
長
い
歴
史
と
風
格
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

門
を
く
ぐ
る
と
境
内
は
想
像
以
上
に
広

い
。池
を
中
心
と
し
た
自
然
美
溢
れ
る
池

泉
庭
園
に
は
、
門
か
ら
真
っ
す
ぐ
に
延
び

る
橋
が
架
か
り
、
そ
の
先
に
本
堂
が
そ
び

え
る
。天
井
に
描
か
れ
た
龍
の
姿
と
無
数

の
提
灯
の
灯
り
が
幻
想
的
な
堂
内
で
、
姿

勢
を
正
し
て
最
後
の
お
経
を
読
ん
だ
。四

国
遍
路
の
旅
は
、「
同
行
二
人
」と
言
わ
れ
、

一
人
で
あ
っ
て
も
常
に
弘
法
大
師
が
、
一

緒
に
歩
ん
で
く
れ
る
と
い
う
。今
ま
さ
に

向
き
合
い
、話
し
か
け
て
み
る
と
、弘
法
大

師
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

真
言
密
教
の
中
で
弘
法
大
師
が
生
涯
を

掛
け
て
伝
え
て
き
た
「
即
身
成
仏
」。す
べ

て
の
人
間
の
中
に
は
仏
と
同
じ
資
質
が
あ

り
、
修
行
に
よ
っ
て
本
来
の
姿
に
立
ち
返

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
教
え
を
説
き
、

一
人
ひ
と
り
が
努
力
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。

他
力
本
願
で
は
な
く
、
強
い
意
志
と
目
的

を
持
っ
て
行
動
し
、
多
く
の
人
た
ち
の
幸

せ
に
繋
げ
た
い
。そ
し
て
、い
つ
か
四
国
遍

路
八
十
八
ヶ
所
を
制
覇
し
た
い
と
思
っ
た
。

こ
ん 

せ
ん   

じ

ご
く  

ら
く   

じ

り
ょ
う
ぜ
ん  

じ

ど
う
ぎ
ょ
う 

に   

に
ん

▲ 第三番・金泉寺
源平合戦のとき、源義経が寺に立ち寄り、戦勝開運の祈願をしたと伝わる。境内
には、義経が弁慶の力試しに持ち上げさせたと伝わる弁慶石が祀られている。

▲ 第二番・極楽寺
37日間の修法をした弘法大師が、発願の日に現れた阿弥陀如来を彫像して本
尊とした。その像の発する光は、鳴門の長原沖まで達したという故事から「日照
山・極楽寺」と命名。

▲ 第一番・霊山寺
仏教を説く老師を多くの僧侶が囲んで熱心に聞く光景が、天竺（インド）の霊山
で釈迦が説法する光景に似ていたことから、弘法大師が「竺和山・霊山寺」と名
付け、発願寺とした。
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PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION

旅MAP

弘法大師空海の
故郷を訪ねて

香川・徳島

美馬中央橋 高瀬橋

名田橋脇町潜水橋

青雲橋

ふれあい橋

池田へそっ湖大橋

高松

徳島

瀬戸大橋

吉野川

志度坂出
丸亀

▲飯野山
（讃岐富士）

善通寺

雲辺寺

満濃池

祖谷渓

大
歩
危
峡

祖谷の
かずら橋

一宮寺

旧香川県立体育館
志度寺

長尾寺

大窪寺
おへんろ交流サロン

脇町うだつの
町並み

金泉寺

霊
山
寺

極
楽
寺

多度津

✈

✈

さぬき豊中 IC

三豊鳥坂 IC

善通寺 IC

坂出 IC
高松西 IC

高松中央 IC
志度 IC

津田寒川 IC

白鳥大内 IC
引田 IC

鳴門 IC

鳴門北 IC

松茂
スマート IC

徳島 IC

藍住 IC土成 IC

脇町 IC

美馬 IC

井川池田 IC

吉野川
スマートIC

府中湖
スマート IC

11

319

32

32

319

439

438

32

438

438

438

11

11

11

55

318
192

192

193

193

492

318

377

377

377

377

高 松
車 道動自高 松
車 道動自

徳 島
車 道動自徳 島
車 道動自


