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５
月
18
日
、
史
跡
芥
川
城

跡
に
「
三
好
芥
川
城
の
会
」

の
方
３
名
に
案
内
し
て
頂
き

見
学
・
散
策
に
行
っ
て
き
ま

し
た
。 

二
つ
の
疑
問
点
が
あ
り
、

解
明
し
た
い
と
思
い
「
高
槻

市
文
化
財
課
」
に
問
い
合
わ

せ
し
、
回
答
を
得
ま
し
た
の

で
公
開
し
ま
す
。 

ひ
と
つ
め 

史
跡
芥
川
城
跡
は
、
山
城

で
細
い
山
道
を
登
り
ま
す
。

途
中
の
古
井
戸
ま
で
は
狭
い

山
道
で
す
。
こ
の
古
井
戸
か

ら
絶
景
が
見
え
る
休
憩
ス
ポ

ッ
ト
更
に
山
頂
へ
の
道
は
狭

く
て
急
な
登
山
道
で
す
。 

「
武
士
は
、
細
狭
く
て
急
な

山
道
の
上
り
下
り
は
出
来
る

と
し
て
も
、
お
姫
さ
ん
達
は

ど
の
様
に
し
て
、
お
城
迄
の

行
き
来
を
し
た
の
だ
ろ
う
か

と
疑
問
を
持
ち
ま
し
た
」 

解
答 山

城
な
の
で
基
本
的
に
は

徒
歩
で
登
城
し
、
上
級
者

（
お
姫
さ
ん
含
む
）
で
あ
れ

ば
可
能
な
と
こ
ろ
は
駕
籠
や

輿
、
あ
る
い
は
馬
に
乗
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら

く
毎
日
上
り
下
り
を
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
不
便
な

が
ら
山
上
で
生
活
し
て
い
ま

し
た
。 

    

ふ
た
つ
め 

 
VG
槻
輪
は
、
平
成
１８
年

１２
月
、
わ
が
ま
ち
紹
介
活
動

で
高
槻
西
国
街
道
を
散
策
し

芥
川
町
を
訪
問
し
ま
し
た
。 

「
高
槻
市
殿
町
８
に
芥
川
城

跡
地
が
あ
り
ま
す
。 

         

こ
の
三
好
山
の
史
跡
芥
川
城

跡
と
二
つ
の
城
跡
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
二
つ
の
城
は
実
質

ど
の
よ
う
な
使
い
方
を
さ
れ

て
い
た
か
」
知
り
た
い
。 

解
答 殿

町
の
芥
川
城
跡
で
す

が
、
か
つ
て
芥
川
に
所
在
す

る
「
殿
ノ
内
」
と
い
う
地
名

か
ら
三
好
長
慶
ら
の
城
は
こ

こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。 

一
方
で
、
三
好
山
の
芥
川

山
城
（
の
ち
の
史
跡
芥
川
城

跡
）
の
調
査
研
究
が
進
む
中

で
、
平
時
は
殿
町
（
平

城
）
、
戦
時
は
三
好
山
（
山

城
）
を
使
っ
た
と
い
う
よ
う

な
想
定
も
あ
り
ま
し
た
。 

近
年
の
国
史
跡
指
定
に
先

立
つ
総
合
調
査
の
結
果
、
文

献
史
料
に
記
さ
れ
る
「
芥
川

城
跡
」
が
、
西
国
街
道
の
芥

川
宿
に
隣
接
す
る
殿
町
で
は

な
く
三
好
山
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
戦

国
時
代
の
史
料
に
は
天
神
馬 

場
か
ら
芥
川
城
ま
で
が
一
～

二
里
（
約
4
～
8
㎞
）
と
記

さ
れ
て
お
り
、
殿
町
で
は
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
ま

た
、
殿
町
の
芥
川
城
跡
に
関

す
る
記
載
も
江
戸
時
代
の
後

半
ま
で
し
か
遡
ら
な
い
こ
と

が
確
認
で
き
ま
し
た
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
殿
町
の

芥
川
城
跡
地
は
三
好
長
慶
と

は
ほ
ぼ
関
係
が
な
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。 

た
だ
し
、
殿
町
周
辺
に
地

名
を
冠
す
る
芥
川
氏
の
な
ん

ら
か
の
施
設
が
あ
っ
た
可
能

性
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
も
そ
の
施
設
は
当
時
の

史
料
上
に
頻
出
す
る
芥
川
城

跡
と
は
別
の
も
の
で
あ
っ
た

と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

   

三
好
山
山
頂
の 

史
跡
芥
川
城
跡
に
登
る
！！ 

５
月
中
旬
だ
と
い
う
の
に

30
度
ご
え
の
猛
暑
日
を
記
録

し
、
３
月
下
旬
か
ら
宮
城
県

沖
の
地
震
や
５
月
に
入
り
能

登
半
島
沖
を
震
源
と
す
る
地

震
が
お
こ
つ
た
り
し
て
い
ま

し
た
。 

VG
槻
輪
「
わ
が
ま
ち
紹
介
」

活
動
で
、
５
月
18
日
高
槻
市

営
バ
ス
で
、
上
ノ
口
バ
ス
停

に
降
り
立
ち
ま
し
た
。 

標
高
１
８
２
ｍ
の
三
好
山

に
あ
る
「
史
跡
芥
川
城
跡
」

に
登
り
ま
し
た
。
い
つ
も
の

散
策
と
は
こ
と
な
り
山
道
の

ハ
イ
キ
ン
グ
で
す
。
私
は
、

家
を
出
る
と
き
か
ら
気
合
を

入
れ
て
歩
き
ま
し
た
。 

里
山
の
野
草
や
可
憐
な
花

を
見
て
芥
川
の
水
音
を
感
じ

三
好
山
を
登
り
始
め
ま
し
た
。 

道
は
狭
く
、
く
ね
く
ね
と

曲
が
り
足
に
小
石
や
枯
葉
、

竹
の
根
が
引
っ
掛
か
り
ま
す
。 

新
緑
が
茂
り
木
陰
道
で
す
。 

坂
道
に
な
る
と
会
話
が
途

絶
え
が
ち
で
す
。 

で
も
、
山
の
木
々
の
新
緑

は
、
日
陰
を
作
り
、
爽
や
か

な
５
月
の
風
が
、
体
を
守
っ

て
汗
は
で
ま
せ
ん
。 

山
頂
に
ち
か
づ
く
と
、
途

中
山
城
跡
が
見
え
隠
れ
し
、

陽
が
差
し
明
る
く
な
っ
て
元

気
が
出
て
き
ま
し
た
。 

摂
津
の
国
最
大
の
山
城
で

す
。
（
１
５
０
０
年
代
）
天

下
人
三
好
長
慶
の
城
で
し
た
。 

晴
れ
た
山
頂
か
ら
は
市
内

は
勿
論
大
阪
市
ま
で
一
望
で

き
ま
し
た
。 

          

塚
脇
ル
ー
ト
の
下
山
道
は
、

５
月
７
日
の
記
録
的
大
雨
の

後
で
注
意
力
が
い
り
ま
し
た
。 

無
事
、
全
員
下
山
出
来
ま

し
た
。 

私
達
の
前
後
を
「
三
好
芥

川
城
の
会
」
の
お
三
方
が
見

守
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
説

明
も
し
て
頂
き
ま
し
た
。 

有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。 

お
昼
は
、
祥
風
苑
で
昼
食

で
し
た
。
そ
の
美
味
し
か
っ

た
こ
と
！！ 

ま
た
一
つ
わ
が
高
槻
の
知

識
が
増
え
ま
し
た
。 

記
：
宝
角
弘
枝 

家
族
誌 

「
う
か
ら
や
か
ら
」 

第
13
号
発
行
！！ 

VG
槻
輪
の
OG
、
上
村
サ
ト

子
さ
ん
か
ら
、
５
月
20
日
発

行
の
家
族
誌
（
A4
判
16
頁
製

本
）
「
う
か
ら
や
か
ら
」
を

郵
送
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。 

「
う
か
ら
や
か
ら
」
と
は
、

ご
主
人
の
祖
父
の
短
歌
の
中

の
「
う
か
ら
や
か
ら
：
一
族

郎
党
の
意
味
」
か
ら
家
族
誌

の
名
前
を
と
ら
れ
ま
し
た
。 

      

家
族
誌
「
う
か
ら
や
か
ら
」

は
、
直
系
の
お
子
さ
ん
や
お

孫
さ
ん
は
勿
論
、
ご
主
人
の

親
戚
関
係
と
サ
ト
子
さ
ん
の

親
戚
関
係
を
含
め
た
「
う
か

ら
や
か
ら
」
家
族
に
原
稿
を

依
頼
さ
れ
、
そ
れ
を
纏
め
ら

れ
て
い
る
家
族
誌
で
す
。 

「
う
か
ら
や
か
ら
」
を
読

ま
し
て
い
た
だ
く
と
、
各
家

族
は
こ
の
家
族
誌
を
楽
し
み

に
し
て
お
ら
れ
る
の
が
よ
く

わ
か
り
ま
す
。 

彼
女
の
努
力
に
エ
ー
ル
を

送
り
ま
す
。
家
族
誌
作
り
を

継
続
し
て
下
さ
い
。 記

：
編
集
部 

わ
が
ま
ち
紹
介 

活
動
疑
問
を 

解
明
す
る 

 

山道に使用した 

「山駕籠」 
芥川城跡地の碑 

西国街道芥川宿の北側 

絶景が味わえる休憩スポット 
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