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芦
屋
に
伝
わ
る
伝
説
は
、
当
時
の
人
々
が
生
活
の
中
で
経
験
し
た
不
思
議

な
こ
と
や
悲
し
か
っ
た
こ
と
、
嬉
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
そ
の
土
地
の
山

や
水
・
塚
・
人
物
な
ど
に
結
び
付
け
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
歴
史
上
の
事

実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
代
の
背
景
と
と
も
に
事
実
の
よ
う
な
話
と

な
っ
て
、
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

伝
説
の
中
に
、
語
り
継
が
れ
た
昔
の
人
々
の
願
い
や
物
の
考
え
方
が
よ
く

出
て
い
る
の
で
、
現
在
の
人
々
に
も
共
感
を
呼
ぶ
も
の
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
塚
は
、 金
津
山 
・ 
黄
金
塚 
・ 
金
塚 
な

か
な
つ
や
ま 
こ
が
ね
づ
か 
か
な
づ
か

ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、百
九
十
年
ほ

ど
昔
の
絵
図
を
見
ま
す
と
、街
道
の
す
ぐ

北
の
田
ん
ぼ
の
中
に
大
き
な
塚
が
あ
っ

て
、そ
の
周
り
に
道
が
作
ら
れ
、大
き
な

松
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
打
出
名
所
は
、数
々
あ
れ
ど
、わ
け
て

名
高
い
黄
金
塚
」と
打
出
の 
神
輿 
か
き
音

み
こ
し

頭
に
も
歌
わ
れ
、街
道
を
行
く
人
々
が
お

参
り
す
る
名
所
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
も
金
津
山
は
、阪
神
電
車「
打
出
駅
」

の
少
し
北
に
あ
り
ま
す
。民
家
に
囲
ま
れ

た
小
高
い
塚
は
、「
金
津
山
古
墳
」と
呼
ば

れ
、大
切
に
守
ら
れ
、昔
の
打
出
の
風
景

を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

昔
、芦
屋
地
方
を
治
め
て
い
た
阿

保
親
王
は
、打
出
の
地
に
別
荘
を
建

て
て
村
人
た
ち
を
愛
し
、親
し
み
を

も
っ
て
接
し
て
い
ま
し
た
。

　

村
人
た
ち
も
親
王
さ
ん
と
い
っ
て
、

た
い
そ
う
敬
っ
て
い
ま
し
た
。

　

親
王
は
、村
人
た
ち
に「
も
し
、自

然
の
災
害
な
ど
で
困
っ
た
と
き
に
は
、

こ
の
塚
を
掘
っ
て
役
立
て
る
よ
う

に
」と
、塚
に
宝
物
を
埋
め
た
と
い
わ

れ
て
お
り
、次
の
よ
う
な
歌
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　　

朝
日
さ
す
入
日
輝
く
こ
の
下
に

　
　
　
　
　

金
千
枚　

瓦
万
枚

か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
昔
、
都
で
仕
え
て

い
た
時
に
、
手
柄
を
立
て
た
ご 
褒
美 
に
も

ほ
う
び

ら
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
小
槌
は
、
こ
の
上
な
い
宝
物
で
し

た
が
、
た
だ
一
つ
困
っ
た
こ
と
に
、
鐘
の

音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
、
そ
れ
ま
で
打
ち

出
し
た
宝
物
の
全
て
を
失
っ
て
し
ま
う

そ
う
で
す
。

　

昔
、打
出
村
に
お
金
持
ち
の
長
者
が

住
ん
で
い
ま
し
た
。

　

長
者
は
、一
つ
の
宝
の
小
さ
な
槌
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
小
槌
を
打
ち

振
る
と
、何
で
も
願
い
事
が
か
な
え
ら

れ
る
と
い
う
宝
物
で
し
た
。

　

こ
の
小
槌
は
、元
は
打
出
の
沖
に

住
ん
で
い
た
竜
の
神
様
が
持
っ
て
い

た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
、竜
の
神
様
が

人
間
の
姿
に
な
っ
て
、朝
廷
に
さ
し
上

げ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。ど

の
よ
う
に
し
て
長
者
手
に
入
っ
た
の
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矢
を
持
ち
、川
面
に
浮
か
ん
で
い
る

水
鳥
を
狙
い
ま
し
た
。

　

娘
も
両
親
も
見
物
の
人
々
も
、

じ
っ
と
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。放
た

れ
た
二
本
の
矢
は
、あ
っ
と
い
う
間

に
、見
事
に
水
鳥
の
頭
と
尾
に
突
き

刺
さ
り
ま
し
た
。　

　

こ
れ
を
見
た
娘
は
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
ず
悲
し
み
、岸
辺
へ
歩
い

て
い
く
と
、い
き
な
り
川
の
中
へ
身

を
躍
ら
せ
ま
し
た
。続
い
て
二
人
の

青
年
も
、娘
の
後
を
追
っ
て
川
に
飛

び
込
み
、三
人
の
姿
は
海
の
方
へ
流

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

娘
の
両
親
や
青
年
の
家
族
は
、た

い
そ
う
悲
し
み
、や
が
て
三
つ
の
塚

を
作
り
ま
し
た
。

　

娘
は
、二
人
の
青
年
を
好
き
に
な
り
、

一
人
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
に
悩
み
ま

し
た
。

　
 
菟
原 
男
が
六
甲
山
で
美
し
い
鳥
を

う
な
ひ

獲
っ
て
く
れ
ば
、 茅
渟 
男
は
和
泉
の
海
で

ち
ぬ

見
事
な
魚
を
釣
っ
て
、娘
に
贈
り
ま
し
た
。

　

日
を
重
ね
る
ほ
ど
、二
人
の
競
争
も
激

し
く
な
り
、娘
の
心
は
、た
だ
乱
れ
る
ば

か
り
で
し
た
。こ
の
様
子
を
見
て
心
配
し

た
母
親
は
、優
し
く
娘
を
慰
め
、父
親
は

二
人
の
青
年
に
次
の
よ
う
に
言
い
ま
し

た
。

　
「
お
二
人
の
、娘
を
思
う
気
持
ち
は
、た

い
そ
う
あ
り
が
た
い
。し
か
し
、こ
の
ま

ま
で
は
、ど
ち
ら
に
娘
を
さ
し
上
げ
た
ら

良
い
の
か
、決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。そ
れ
で

考
え
た
の
で
す
が
、こ
の
あ
た
り
の
生
田

川
に
、水
鳥
が
浮
か
ん
で
い
ま
す
。そ
れ

を
見
事
に
射
当
て
た
か
た
に
、娘
を
さ
し

上
げ
た
い
と
思
う
が
、い
か
が
で
す
か
。」

　

二
人
の
青
年
は
、父
の
願
い
を
聞
い
て
、

良
い
日
を
選
び
、射
合
せ
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。こ
れ
を
知
っ
た
近
く
に

住
ん
で
い
る
人
々
は
、こ
の
様
子
を
見
よ

う
と
、そ
の
日
に
な
る
と
た
く
さ
ん
の
人

が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

着
飾
っ
た
二
人
の
青
年
は
、立
派
な
弓

　

昔
、六
甲
山
の 
麓 
、 葦 
が
生
い
茂
る
芦

ふ
も
と 
あ
し

屋
の
里
に
、と
て
も
美
し
い
乙
女
が
住
ん

で
い
ま
し
た
。名
は
、
�
う
な
ひ�
と
い
い
、

優
し
く
て
近
所
で
も
評
判
の
娘
で
し
た
。

　

家
の
前
を
通
る
人
で
、娘
を
見
よ
う
と

思
わ
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

特
に
、妻
に
し
た
い
と
願
う
立
派
な
青
年

が
二
人
現
れ
ま
し
た
。一
人
は
、芦
屋
の

里
に
住
む
若
者
で
、 菟
原 
男
と
い
い
、も

う
な
ひ

う
一
人
は
、和
泉
の
国（
大
阪
府
南
部
）の

 
茅
渟 
男
で
し
た
。
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や
ま
し
た 

せ
い
ほ
う
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