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芦
屋
市
が
ま
だ
精
道
村
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
ろ
、現
在
の
三
条
町
と

三
条
南
町
は
、 大
字
名 
三
条
と
呼
ば

お
お
あ
ざ
な

れ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
十
九
年（
一
九
四
四
）の
町

名
改
正
の
と
き
に
、大
字
名
三
条
を

二
つ
に
分
け
、阪
急
神
戸
線
の
北
を

三
条
町
、南
を
三
条
南
町
と
し
ま
し

た
。旧
三
条
村
の
南
側
で
あ
る
こ
と

か
ら
、三
条
南
町
と
名
付
け
ら
れ
た

よ
う
で
す
。

　

三
条
南
町
に
は
町
名
が
改
正
さ

れ
る
以
前
、 為 
ノ 
前 
・ 
西
良
手 
・ 
小
寄 

た
め 

ま
え 

に
し
ら
て 

こ
よ
り

な
ど
の
小
字
名
が
あ
り
ま
し
た
。

　

西
良
手
に
は
、西
良
手
池
と
呼
ば

れ
る
た
め
池
が
あ
り
ま
し
た
。町
内

に
は
、縄
文
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま

で
続
く
寺
田
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

と
く
に
平
安
時
代
の
建
物
群
は
、

 
官
衙 （
役
所
）の
跡
で
は
な
い
か
と

か
ん
が

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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月
若
町
か
ら
西
芦
屋
町
・
三
条
町
の
地

域
は
、古
く
か
ら
開
発
さ
れ
た
古
墳
や
ム

ラ
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

月
若
遺
跡
は
古
墳
時
代
の
ム
ラ
の
跡

で
す
。

　
「
月
若
」は
父
の 
籐
左
衛
門
尉  
家
俊 
か

と
う
ざ
え
も
ん
の
じ
ょ
う 
い
え
と
し

ら
譲
ら
れ
た
領
地
や
本
家
の
地
位
を
叔

父
の 
籐
栄 
に
奪
わ
れ
て
い
ま
し
た
。運
よ

と
う
え
い

く
こ
の
地
方
に
回
っ
て
き
た
鎌
倉
幕
府

の
実
力
者
の 
北
条
時
頼 
の
助
け
を
受
け

ほ
う
じ
ょ
う
と
き
よ
り

て
、も
と
の
領
地
を
取
り
戻
し
た
と
い
う

謡
曲『
籐
栄
』の
主
人
公
で
す
。

　

月
若
橋
・
月
若
公
園
の
名
称
も
、こ
の

物
語
に
よ
り
ま
す
。

　

小
字
名
の『 
古  
屋  
敷 
』は
、家
俊
の
よ

ふ
る 
や 
し
き

う
な
有
力
な
武
士
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
地
名
で
す
。そ
し
て
、北
ノ
口
・

西
ノ
口
・
南
ノ
口
は
、こ
の
屋
敷
に
あ
っ

た
出
入
口
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
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小
字
名
の
『
寺
田
』
は
お
寺

の
と
こ
ろ
に
造
っ
た
田
と
い

う
意
味
で
す
。
そ
の
お
寺
と

は
、
寺
田
の
北
の
台
地
の
南
端

に
あ
っ
て
、 
塩
通
山
法
恩
寺 

え
ん
つ
う
ざ
ん
ほ
う
お
ん
じ

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現

在
は 
芦
屋
廃
寺 
と
呼
ば
れ
、
奈

あ
し
や
は
い
じ

良
時
代
に 
菟
原
郡 
に
造
ら
れ

う
は
ら
の
こ
ほ
り

た
お
寺
で
す
。

　

芦
屋
廃
寺
の
北
の
丘
に
は
、

巨
石
を
使
っ
た
古
墳
が
た
く

さ
ん
造
ら
れ
て
い
ま
す
。　
　

　

南
の
平
野
に
は
、
寺
田
遺
跡

か
ら
大
型
柱
の
倉
庫
、
月
若
遺

跡
か
ら
古
墳
時
代
の
集
落
が

発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
西
芦
屋
の

中
心
の
一
つ
で
し
た
。

　

小
字
名
の 
岸 
の 
下 
は
、
南
の

き
し 

し
た

も
う
一
段
低
い
土
地
を
開
墾

し
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
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三
条
と
い
う
名
前
は
、
京

都
の
三
条
か
ら
と
っ
た
（『
三

条
村
誌
』）
と
す
る
説
や
奈
良

時
代
の
耕
地
区
分
で
あ
る
条

里
制
に
基
づ
い
て
付
け
ら
れ

た
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。

　

小
字
名
に
は
屋
敷
地
を
示

す
よ
う
な 
畦
垣
内 
や

あ
ぜ
か
い
ち

 
南
垣
内 

み
な
み
か
き
う
ち

な
ど
も
み
ら
れ
、
江
戸
時

代
の
本
に
は
、
三
条
八
幡

神
社
の
北
側
に
三
条
村
が

あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
昭
和
十
九
年
（
一
九

四
四
）
の
町
名
改
正
の
と

き
に
は
、
こ
の
三
条
村
の

三
条
を
と
っ
て
町
名
が
付

け
ら
れ
ま
し
た
。
小
字
名

に
は
古
墳
が
多
く
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
塚
穴
や
、
水
車

の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に 
車
場 
な

く
る
ま
ば

ど
が
あ
り
ま
す
。
町
内
に
は
、

山
手
中
学
校
の
裏
山
に
あ
る

会
下
山
遺
跡
や
三
条
古
墳
群

な
ど
の
遺
跡
が
あ
り
、
古
い

歴
史
を
も
っ
た
町
と
い
え
ま

す
。
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芦
屋
の
地
名
を
さ
ぐ
る
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