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第
五
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
の
「
二
子
塚

古
墳
」
か
ら
ぶ
ら
り
旅
を
再
開
。

二
子
塚
古
墳
は
古
墳
時
代
中
期
後
半
の

前
方
後
円
墳
で
町
の
指
定
文
化
財
に
な
っ

て
い
る
。
本
格
的
な
発
掘
調
査
は
行
わ
れ

て
い
な
い
と
の
こ
と
。
こ
ん
も
り
と
盛
り

上
が
っ
た
二
つ
の
神
秘
的
な
丘
。
何
が

眠
っ
て
い
る
の
か
興
味
津
々
だ
。

第
六
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
の
「
宮
津
の

町
並
み
」
を
歩
く
。
狭
い
路
地
が
多
く
、

道
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
家
へ
と
続
く
。
昔
な

つ
か
し
い
板
塀
の
家
並
み
が
残
る
。
車
の

通
り
も
少
な
く
、
静
か
な
雰
囲
気
が
漂
う
。

首
輪
に
鈴
を
付
け
た
猫
な
ら
ぬ
犬
が
、
短

い
足
で
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
と
私
た
ち
の
前
を

横
切
っ
て
い
く
。
と
て
も
の
ど
か
だ
。

町
並
み
を
通
り
抜
け
、
東
へ
歩
く
と
常

夜
燈
を
発
見
。
そ
の
横
の
坂
道
は
第
七

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
「
秋
葉
神
社
」
へ
と

続
く
。
坂
道
の
石
段
を
数
え
な
が
ら
登
っ

て
い
く
。「
秋
葉
神
社
か
、
ア
キ
バ
系
で
す

よ
ね
」
途
中
で
友
人
が
つ
ま
ら
な
い
こ
と

を
い
う
の
で
、
数
え
た
石
段
の
数
を
忘
れ

て
し
ま
う
。

「
柳
審
城
」
と
呼
ば
れ
る
城
が
あ
っ
た

と
伝
承
が
残
る
地
に
秋
葉
神
社
は
建
つ
。

こ
こ
か
ら
西
側
を
望
む
と
阿
久
比
川
を
中

心
と
し
た
田
園
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
り
の
秋
。
稲
穂
を
付
け
た
田
は
黄
金
色

と
黄
緑
色
に
、
穂
が
こ
れ
か
ら
と
い
う
田

は
緑
色
と
三
つ
の
色
を
か
も
し
だ
す
田
園

は
今
の
時
期
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
一
望
で
き
る
景
色
も
素
晴
ら
し
い
が
、

自
然
が
作
り
出
す
色
も
見
事
だ
。「
ア
キ
バ

系
で
言
う
と
�
萌
え
�
か
な
あ
」
と
友
人

が
つ
ぶ
や
く
。（
漫
画
好
き
と
聞
い
て
は
い

た
が
友
人
は
以
外
と
�
オ
タ
ク
�
な
の
か

も
し
れ
な
い
）

第
八
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
「
萩
の
常
夜

燈
」
を
通
過
し
て
、
最
後
の
第
九
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
「 
萩  
大  
山  
車  
鞘  
蔵 
」
に
到
着
。

は
ぎ 
お
お 
や
ま 
し
ゃ 
さ
や 
ぐ
ら

流
れ
る
汗
を
タ
オ
ル
で
ぬ
ぐ
い
、
鞘
蔵
の

前
に
座
り
込
み
休
息
を
取
る
。

出
発
地
点
の
東
部
小
学
校
へ
と
向
か
う
。

キ
ン
モ
ク
セ
イ
の
木
が
民
家
の
庭
先
に
見

え
る
。
花
を
咲
か
せ
、
秋
風
と
と
も
に
、

甘
い
香
り
を
運
ぶ
の
も
、
間
も
な
く
の
こ

と
だ
ろ
う
。「
♪
晴
れ
わ
た
る　

空
は
青
空

夢
と
希
望
と　

白
雲
と
♪
」。友
人
が
歌
う
。

「
今
日
の
日
に
ぴ
っ
た
り
の
詞
だ
ね
え
。

そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
ど
こ
か
で
聞
い
た
よ
な

あ
」
と
私
が
聞
く
。「
我
が
母
校
、
東
部
小

校
歌
の
第
三
番
で
す
」。史
跡
め
ぐ
り
コ
ー

ス
は
友
人
の
歌
に
始
ま
り
、
歌
で
終
わ
っ

た
。

宮津の町並み

秋葉神社の参道入口に建つ常夜燈

宮津公民館 

蟹田川 

⑥宮津の町並み 

二子塚古墳 二子塚古墳 ⑤ 

⑦ 

　宮津公園 
秋葉神社 

③ 

② 

⑨ 

⑧ 

④ 

① 

熱田社 熱田社 

光西寺 
東
部
保
育
園 

東
部
小
学
校

東
部
小
学
校 

谷性寺 

東
部
小
学
校 

萩大山車鞘蔵 

萩の常夜灯 萩の常夜燈 

法久院 

大山祗神社 英
比
川 

阿
久
比
川 

大池脇池 

屋郷池 

史跡めぐりコース


