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坂部城跡から 下る坂道

城山公園入口

　

今
回
か
ら
阿
久
比
の
史
跡
を
巡
る
こ
と

に
す
る
。
町
立
図
書
館
隣
に
あ
る
坂
部
城

跡
（
現
在
城
山
公
園
）
を
訪
れ
た
。

　

師
走
に
入
り
、
気
温
も
ぐ
っ
と
下
が
り

顔
に
当
た
る
北
風
が
と
て
も
冷
た
い
。
気

が
付
く
と
背
中
が
丸
く
な
っ
て
い
る
。
そ

ん
な
寒
風
が
吹
く
中
、
城
山
公
園
入
口
か

ら
坂
部
城
跡
に
続
く
細
い
坂
道
を
登
っ
て

行
く
。

　

坂
道
に
は
、
赤
や
黄
に
色
付
い
た
落
葉

樹
の
葉
が
落
ち
、
風
が
吹
く
た
び
に
舞
い

上
が
り
、
こ
ろ
こ
ろ
と
ど
ん
ぐ
り
が
転
が

り
落
ち
て
く
る
。

　

徳
川
家
康
の
生
母
於
大
の
方
は
、
家
康

を
生
ん
だ
後
、
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）

坂
部
城
主
久
松
俊
勝
と
再
婚
し
、
織
田
家

や
今
川
家
の
人
質
と
な
っ
た
幼
い
息
子
と

離
れ
ば
な
れ
に
な
る
。
桶
狭
間
の
戦
い
を

控
え
た
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
家
康
は

阿
久
比
の
地
で
暮
ら
す
母
に
会
う
た
め
坂

部
城
に
立
ち
寄
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

　

現
在
坂
部
城
跡
に
は
、
城
が
建
っ
て
い

た
と
思
わ
せ
る
形
跡
は
何
も
な
く
、
唯
一

「
阿
久
比
古
城
趾
ノ
碑
」
と
記
さ
れ
た
石

碑
が
公
園
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
。
し
か

し
、
今
私
た
ち
が
訪
れ
、
立
っ
て
い
る
こ

の
場
所
は
戦
国
時
代
、
生
き
残
れ
る
か
分

か
ら
な
い
戦
を
控
え
て
、
徳
川
家
康
と
母

於
大
の
方
が
再
会
を
果
た
し
た
ド
ラ
マ

チ
ッ
ク
な
場
所
で
あ
る
。

　

図
書
館
の
本
を
借
り
て
き
た
母
と
子
が

公
園
を
通
り
抜
け
て
私
た
ち
が
登
っ
て
き

た
坂
道
を
下
っ
て
い
く
。
い
つ
の
時
代
も

母
は
子
ど
も
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。

「
走
る
と
転
ぶ
わ
よ
」
と
母
親
は
幼
い
子

ど
も
に
声
を
掛
け
る
。
子
ど
も
は
つ
ま
ず

い
て
転
び
泣
き
べ
そ
を
か
い
て
い
る
。
親

子
は
手
を
つ
な
い
で
歩
き
始
め
た
。
そ
の

後
ろ
姿
を
し
ば
ら
く
眺
め
る
。
母
の
手
の

温
も
り
を
思
い
出
し
、
一
瞬
寒
さ
を
忘
れ

る
。
現
実
に
戻
る
と
木
に
一
羽
の
カ
ラ
ス

が
止
ま
り
、
口
を
開
け
て
同
じ
方
角
を
眺

め
て
い
た
。

Ｎ  

坂
部
駅 
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草
木
地
区
に
あ
る
正
盛
院
の
仁
王
像
を

見
に
出
か
け
た
。

　

こ
の
寺
に
あ
る
仁
王
門
（
一
七
五
二
年

建
立
）
は
昭
和
五
十
五
年
、
仁
王
像
（
室

町
時
代
初
期
の
作
と
推
定
）
は
昭
和
五
十

六
年
に
町
指
定
の
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

　

石
畳
を
登
り
き
っ
た
場
所
に
仁
王
門
が

ど
っ
し
り
と
か
ま
え
て
い
る
。
両
脇
に
太

い
柱
が
骨
組
み
さ
れ
、
柵
の
向
こ
う
に
二

体
の
仁
王
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

仁
王
門
を
の
ぞ
き
こ
む
と
明
か
り
が
な

く
薄
暗
い
中
で
、
大
き
く
目
を
見
開
い
た

仁
王
像
が
、
一
方
は
大
き
く
口
を
開
き
、

も
う
一
方
は
口
を
固
く
結
ん
で
い
る
。
表

情
か
ら
う
か
が
え
る
迫
力
は
、
ま
さ
に
阿

吽
（
あ
う
ん
）
の
呼
吸
で
門
番
を
務
め
上

げ
て
い
る
と
い
う
言
葉
が
よ
く
似
合
う
。

　

普
段
、
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
つ
も
り

は
な
い
が
、
思
わ
ず
「
ご
め
ん
な
さ
い
」

と
手
を
合
わ
せ
て
一
礼
し
て
し
ま
っ
た
。

　

「
昔
、
寺
は
子
ど
も
の
遊
び
場
だ
っ
た
よ
。

親
も
子
ど
も
が
い
た
ず
ら
を
す
る
と
、
仁

王
さ
ん
の
前
に
連
れ
て
い
く
ぞ
と
言
え
ば
、

泣
い
て
謝
っ
た
も
の
だ
よ
。
今
は
子
ど
も

も
あ
ま
り
遊
び
に
来
な
く
な
っ
た
し
、
仁

王
さ
ん
と
言
っ
て
も
、
多
分
知
ら
な
い
だ

ろ
う
な
」
と
笑
い
な
が
ら
住
職
が
話
し
て

く
れ
た
。

　

最
近
、
幼
い
子
ど
も
が
犠
牲
に
な
る
事

件
が
相
次
ぎ
、
子
を
持
つ
親
と
し
て
大
変

心
が
痛
む
。
仁
王
像
は
「
悪
を
退
治
し
て
、

善
を
取
り
入
れ
る
」
い
わ
れ
が
あ
る
そ
う

だ
。
時
に
仁
王
門
か
ら
飛
び
出
し
、
子
ど

も
た
ち
に
近
づ
く
悪
を
退
治
し
て
も
ら
い

た
い
も
の
だ
。

　

寺
の
境
内
に
は
、
釣
り
鐘
が
あ
る
。
毎

年
、
大
晦
日
の
午
後
十
一
時
四
十
五
分
こ

ろ
か
ら
除
夜
の
鐘
を
つ
く
そ
う
だ
。「
煩
悩

の
数
、
百
八
回
つ
く
の
が
本
当
で
す
が
、

並
ん
で
く
れ
た
皆
さ
ん
全
員
に
鐘
は
つ
い

て
も
ら
い
ま
す
よ
。
あ
な
た
た
ち
も
大
晦

日
に
来
て
鐘
を
つ
い
て
く
だ
さ
い
よ
」
と

住
職
か
ら
誘
い
を
受
け
た
。
二
〇
〇
五
年

の
反
省
を
す
る
意
味
も
込
め
て
、
鐘
を
つ

き
に
出
か
け
て
み
よ
う
か
と
思
う
。（
毎
年
、

そ
の
時
間
は
こ
た
つ
の
中
で
う
た
た
寝
を

し
て
い
び
き
が
う
る
さ
く
、
妻
に
鼻
を
つ

ま
ま
れ
る
私
。
多
分
今
年
も
・
・
・
。
）

Ｎ 

正盛院 

草木 
公民館 
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二つの丘のよう に盛り 上がっ た二子塚古墳

　

宮
津
地
区
に
あ
る
二
子
塚
古
墳
に
出
か

け
た
。

　

こ
の
古
墳
は
、
知
多
半
島
で
唯
一
の
古

墳
時
代
の
中
期
前
方
後
円
墳
と
さ
れ
町
指

定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

　

鉛
色
の
厚
い
雲
が
空
に
広
が
り
、
枯
れ

草
が
古
墳
全
体
を
覆
っ
て
い
た
。
前
方
後

円
墳
と
い
っ
て
も
見
た
目
に
は
、
円
形
の

丘
が
二
つ
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
下
に
誰
が
眠
り
、
ど
ん
な
秘
宝
が
隠

れ
て
い
る
か
は
謎
で
あ
る
。

　

小
学
校
五
年
生
の
時
、
歴
史
ク
ラ
ブ
に

所
属
し
て
遺
跡
や
史
跡
を
ま
わ
っ
て
古
代

ロ
マ
ン
を
追
い
求
め
た
私
と
し
て
は
、
古

墳
を
目
の
前
に
し
て
胸
が
高
鳴
り
、
想
像

力
を
か
き
立
て
る
。

　

古
墳
イ
コ
ー
ル
権
力
者
の
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
。
も
し
か
す
る
と
知
多
半
島
で
唯
一

残
る
前
方
後
円
墳
と
い
う
こ
と
は
、
半
島

を
支
配
し
て
い
た
有
力
な
権
力
者
が
こ
の

阿
久
比
の
地
に
住
み
、
阿
久
比
は
当
時
、

政
治
や
生
活
の
中
心
的
な
場
所
だ
っ
た
の

で
は
と
、
勝
手
な
想
像
を
し
て
し
ま
う
。

　

古
墳
の
周
り
は
堀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
毎

年
七
月
に
な
る
と
、
東
部
小
学
校
の
児
童

た
ち
が
、
ホ
タ
ル
の
幼
虫
を
放
流
す
る
場

所
で
も
あ
る
。
昨
年
私
も
こ
こ
で
ホ
タ
ル

が
、
淡
い
光
を
放
ち
な
が
ら
飛
び
か
う
姿

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
は
静
か

な
こ
の
場
所
に
、
次
世
代
の
ホ
タ
ル
の
子

ど
も
た
ち
が
、
時
の
権
力
者
と
一
緒
に
冬

眠
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ち
ょ
う
ど
私
た
ち
が
訪
れ
た
こ
の
日
に

は
、「
町
民
凧
あ
げ
大
会
」
に
向
け
て
隣
に

あ
る
宮
津
公
民
館
で
子
ど
も
た
ち
が
た
こ

作
り
を
し
て
い
た
。
出
来
上
が
っ
た
、
た

こ
に
糸
を
つ
け
て
思
い
思
い
に
た
こ
揚
げ

の
練
習
を
し
て
い
た
。
糸
の
結
び
方
が
甘

か
っ
た
の
か
一
人
の
子
の
た
こ
糸
が
ほ
ど

け
て
古
墳
の
方
に
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
っ

た
。
た
こ
を
取
り
に
行
き
戻
っ
て
来
た
子

ど
も
に
「
今
、
登
っ
て
行
っ
た
丘
の
下
に

は
す
ご
い
宝
物
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、

古
墳
と
い
う
場
所
だ
け
ど
知
っ
て
る
か

い
」
と
尋
ね
る
と
、「
う
そ
ー
。
そ
ん
な
の

知
ら
な
い
よ
」
と
全
く
興
味
が
無
さ
そ
う

に
、
走
り
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
北
風
が
冷

た
く
横
切
っ
た
。 Ｎ  

椋
岡
駅 

阿
久
比
駅 

阿
久
比
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たこ 揚げをする子ども 宮津公民館から 見た二子塚古墳
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横
松
遺
跡
を
訪
れ
た
。
昭
和
六
十
年
か

ら
数
回
に
わ
た
る
調
査
で
縄
文
土
器
や
矢

じ
り
が
見
つ
か
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
町
内

唯
一
の
縄
文
遺
跡
で
あ
る
。

　

町
誌
の
資
料
で
場
所
を
確
認
し
、
遺
跡

は
横
松
の
神
明
社
東
側
一
帯
に
存
在
す
る

こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
ま
ず
は
神
明
社

に
向
か
っ
た
。

　

新
し
い
年
と
な
っ
て
二
週
間
が
過
ぎ
る
。

神
社
境
内
の
拝
殿
正
面
に
は
、
し
め
縄
が

飾
ら
れ
、
正
月
の
名
残
り
は
あ
る
が
、
人

影
は
な
く
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
。
目
印

と
な
る
看
板
も
な
く
、
現
地
は
遺
跡
と
い

う
感
じ
は
全
く
な
い
。

　

あ
わ
よ
く
ば
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
の
牙
の
化

石
で
も
見
つ
け
考
古
学
の
定
説
を
打
ち
破

る
よ
う
な
大
発
見
を
と
、
ひ
そ
か
な
夢
を

抱
き
つ
つ
周
辺
を
歩
い
た
。

　

自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
男
性
に
出
会
う
。

「
こ
の
辺
り
に
縄
文
遺
跡
が
あ
る
こ
と
を

ご
存
知
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
「
詳
し
い

こ
と
は
知
ら
な
い
け
ど
、
ず
い
ぶ
ん
前
に

あ
の
畑
の
辺
を
発
掘
し
て
た
か
な
あ
」
と

民
家
の
裏
側
の
畑
を
指
さ
し
て
教
え
て
く

れ
た
。
う
れ
し
い
こ
と
に
、
男
性
の
自
転

車
の
か
ご
の
中
に
は
私
が
作
っ
た
広
報
あ

ぐ
い
が
入
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
配
っ

て
く
れ
て
い
る
途
中
だ
と
分
か
り
「
実
は

こ
の
広
報
、
僕
が
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
読
ん
で
く
だ
さ
い
ね
」
と
宣
伝
を
し

て
男
性
と
別
れ
る
。

　

畑
の
方
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

畑
に
は
民
家
の
敷
地
を
通
ら
な
け
れ
ば
行

け
な
い
の
で
、
住
人
の
方
（
気
さ
く
な
夫

婦
）
に
許
し
を
得
て
中
へ
入
れ
て
も
ら
う
。

「
何
か
掘
っ
て
た
み
た
い
だ
け
ど
、
あ
ま

り
珍
し
い
も
の
は
出
て
こ
な
か
っ
た
み
た

い
だ
よ
」
と
夫
婦
は
笑
い
な
が
ら
話
し
て

く
れ
た
。

　

畑
で
白
色
に
風
化
し
た
貝
を
見
つ
け
る
。

も
し
か
し
て
縄
文
人
が
食
べ
た
貝
で
は
な

い
か
と
思
い
、
手
に
取
っ
て
眺
め
て
い
る

と
「
そ
れ
は
、
食
べ
た
貝
を
肥
料
に
す
る

た
め
に
何
年
か
前
に
そ
こ
に
捨
て
た
も
の

だ
よ
」
と
縁
側
で
日
な
た
ぼ
っ
こ
を
し
て

い
る
夫
婦
に
言
わ
れ
た
。
や
は
り
大
発
見

は
、
専
門
家
に
よ
る
ち
密
な
調
査
に
委
ね

る
こ
と
に
す
る
。

　

「
史
跡
を
巡
る
」
の
連
載
は
今
回
で
終
了

し
ま
す
。
次
回
か
ら
は
「
阿
久
比
の
村
絵

図
を
歩
く
」
を
連
載
し
ま
す
。 Ｎ  

横松 
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神明社神明社 神明社 

横松遺跡 

縄文遺跡のある神明社境内

以前に発掘が行われた畑

発掘調査で出土し た矢じ り や土器

（ 中央公民館本館展示）


