






















この日のガイドは、左から谷川木工芸の谷川清さん、三木町地域
活性課主事の永田大樹さん。

五分一池に緑を映す白山。
｢白山神社｣のご祭神は伊邪那美命（いざなみのみこと）。
総本宮は石川県白山市に鎮座する白山比咩（しらやまひ
め）神社です。

小鳥の声も心地よい緑のトンネル。
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香 川 の

三木のフットパスを探検してみよう！
三木町

　

こ
と
で
ん
白
山
駅
を
降
り
立
つ
と
、目
前
に
そ
び
え
て
い
る

の
が
讃
岐
七
富
士
の
一
つ
と
い
わ
れ
る｢

白
山｣

。美
し
い
小
山

の
麓
に
あ
る｢
白
山
神
社｣

か
ら
、三
木
町
の
フ
ッ
ト
パ
ス
探
検

が
始
ま
り
ま
す
。延
長
４（
９
２
６
）年
に
加
賀（
現
在
の
石
川

県
）の
人
が
白
山

妙
理
権
現
を
勧

請
し
た
と
い
う

｢

白
山
神
社｣

。

そ
れ
が
白
山
の

名
前
の
由
来
と

か
。標
高
２
０
３

ｍ
、神
社
に
向
か
っ

て
左
側
に
あ
る

登
山
口
か
ら
20

分
ほ
ど
で
山
頂

開
け
る
と
個
人
の
庭
先
に
出
た
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
ま
す

が
、ち
ゃ
ん
と
左
に
道
は
続
い
て
い
ま
す
。南
に
は
田
畑
や

三
木
の
町
並
み
、遠
く
に
讃
岐
山
脈
が
連
な
って
い
ま
す
。

　

次
に
山
手
に
上
が
れ
ば｢

勅
使
八
幡
宮｣

。上
が
り
口
付

近
に
あ
る
石
柱
は
地
元
で
は
水
の
神
様
と
呼
ば
れ
て
い
て
、

雨
乞
い
の
み
な
ら
ず
洪
水
よ
け
に
も
な
り
、ほ
ど
よ
い
水
の

恵
み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。八
幡
さ
ん
の
前
に

は
素
朴
な
木
の
鳥
居
。く
ぐ
れ
ば
、建
物
の
後
ろ
に
応
神
天
皇

を
祭
る
祠
が・・・。お
参
り
し
て
ふ
り
返
れ
ば
、素
晴
ら
し
い

眺
望
の
ご
褒
美
。晴
れ
渡
っ
た
日
に
は
、遠
く
剣
山
の
頂
き
も

望
め
ま
す
。

　

八
幡
さ
ん
の
山
道
を
下
り
て
、山
際
に
沿
っ
て
進
め
ば
、次

の
目
的
地｢

真
行
寺｣

が
あ
り
ま
す
。山
門
は
鐘
楼
門
。境
内

に
入
れ
ば
、町
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た｢

真
行
寺
の
板
碑｣

が
あ
り
、説
明
に
よ
る
と
室
町
時
代
初
期
の
も
の
で
讃
岐
で

は
珍
し
く
、阿
波
か
ら
来
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。山
手
に

は
足
利
十
代
将
軍
義
稙
の
墓
と
伝
わ
る｢

鎌
倉
塚｣

。足
利
家

と
の
つ
な
が
り
を
思
わ
せ
て
、本
堂
の
瓦
や
門
扉
に
は｢

足
利

二
つ
引｣

の
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

真
行
寺
を
後
に
し
て
、健
脚
の
人
は
鴨
部
川
の
ほ
と
り
に

向
か
い
川
沿
い
に
南
下
し
ま
す
。シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
を
す
る
な

ら
、そ
の
ま
ま
田
ん
ぼ
の
中
の
道
を
南
下
。ど
ち
ら
の
ル
ー
ト

も
立
ち
寄
り
ス
ポ
ッ
ト
の
お

勧
め
は
、こ
と
で
ん
井
戸
駅

の
近
く
に
あ
る｢

カ
フ
ェ 

ヴ
ィ
オ
レ
ッ
タ｣

。料
理
教
室

の
先
生
で
も
あ
る
オ
ー
ナ
ー

の
料
理
は
、味
も
栄
養
も

バ
ッ
チ
リ
。ラ
ン
チ
や
ド
リ
ン

ク
で
ほ
っ
と
し
た
後
は
、井
戸

駅
の
踏
切
を
渡
り
、長
尾
街

道
に
出
ま
し
ょ
う
。

　

街
道
を
南
に
渡
り
、住
宅

や
田
ん
ぼ
の
横
を
す
り
抜
け
、

最
後
の
見
ど
こ
ろ｢

谷
川
木

工
芸｣

に
到
着
し
ま
す
。昭
和

30
年
に
す
し
桶
製
造
所
と

し
て
始
ま
り
、今
で
は
、風
呂

桶
や
お
ひ
つ
、椅
子
も
製
造
、

時
に
は
足
湯
や
バ
ー
カ
ウ
ン

タ
ー
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
創
り

上
げ
て
い
る
そ
う
で
す
。谷
川

に
到
着
し
ま
す
。讃
岐
平
野
を
一
望
す
る
白
山
山
頂
は
、祝

日
に
日
の
丸
が
上
が
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
目
指
す
の
は
山
頂
で
は
な
く
、フ
ッ
ト
パ
ス
の
小
道
。

神
社
の
石
段
を
下
り
、線
路
を
渡
ら
ず
駅
前
を
左
に
折
れ
て

線
路
沿
い
に
進
み
、す
ぐ
に
山
手
の
道
に
曲
が
れ
ば
、先
に
緑

の
池
の
堤
が
見
え
て
き
ま
す
。白
山
の
東
南
の
麓
に
あ
る
た
め

池｢

五
分
一
池｣

。土
手
に

沿
っ
て
右
に
曲
が
れ
ば
、下

に
は
の
ど
か
な
田
園
風
景

が
広
が
り
ま
す
。池
に
沿
っ

て
左
に
曲
が
れ
ば
、梢
の

ト
ン
ネ
ル
。池
越
し
に
は
、

や
さ
し
い
曲
線
の
山
の
姿
。

先
で
道
は
右
に
曲
が
り
、

山
の
小
道
を
進
み
ま
す
。

さ
ん
の
仕
事
ぶ
り
を
見
学

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
は
、

少
し
シ
ャ
ー
プ
に
な
っ
た

白
山
を
目
指
し
て
出
発
点

に
戻
り
ま
す
。

　

フ
ッ
ト
パ
ス
ル
ー
ト
と

し
て
ガ
イ
ド
が
な
け
れ
ば
、

お
そ
ら
く
知
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
里
山
の
小
道
。地
元
の
人
々
の

暮
ら
し
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
る
感
激
が

あ
り
ま
し
た
。地
元
の
方
と
言
葉
を
交
わ
す

チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、さ
ら
に
デ
ィ
ー
プ
な

三
木
町
の
魅
力
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

で
し
ょ
う
。み
な
さ
ん
、マ
ナ
ー
を
守
っ
て
素
顔

の
三
木
を
探
検
し
ま
し
ょ
う
！

※

ル
ー
ト
に
は
未
舗
装
の
山
道
な
ど
も
あ
り
ま
す
。夏
は 

　
マ
ム
シ
や
ム
シ
な
ど
に
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

 三木町では、地域の方々や香川大学経済学部
のみなさんと連携して、県内初の｢フット

パス｣コースを設定しました。｢フットパス｣とは、
森林や田園地帯、古い町並みに設けられた歩行者用
の小道のこと。三木町の素顔が見えてくる小粋な
散策コースをご紹介します。

谷川木工芸

真行寺

勅使八幡宮
五分一池

鴨
部
川

緑のトンネル

琴電長尾線
カフェ 
ヴィオレッタ
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公文明駅井戸駅白山駅

白山

白山神社

長尾街道

し
ら
や
ま

し
ら
や
ま

し
ら
や
ま

は
く
さ
ん

み
ょ
う 

り   

ご
ん 

げ
ん

ご   

ぶ  

い
ち



今年創業65周年。直径15㎝から60㎝のさまざまな桶を
製造してきた谷川木工芸。木を扱う技は秀逸です。

おひつや愛らしい弁当箱｢讃岐弁｣
シリーズも一生ものの工芸品。

三木町地域活性課 ☎087‐891‐3320
｢三木のフットパス｣

問い合わせ先
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三木の田園地帯の向こうに嶽山（だけやま）などの三木町の山、その後ろに阿讃の山並みが連なります。

真言宗善通寺派の宝積山光正院
真行寺。天長7（830）年の開基と
伝わります。

三木フットパスのランチスポット｢カフェ 
ヴィオレッタ｣。“生姜とシナモンのチャイ”と
いったドリンクもおすすめ。

ち
ょ
く
し

し
ん
ぎ
ょ
う
じよ

し
た
ね

か　

 

べ
し
ょ
う
ろ
う








