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芦
屋
川
は
、
市
内
で
も
っ
と
も

大
き
い
川
で
、
長
さ
が
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
余
り
あ
り
ま
す
。

　

地
図
を
見
ま
す
と
、
そ
の
源
は
、

芦
屋
の
北
西
の
六
甲
山
地
で
、
西

宮
市
と
の
境
に
あ
る
白
山
石
宝
殿

あ
た
り
に
あ
っ
て
、
芦
屋
川
本
谷

を
南
に
流
れ
、
奥
山
の
石
仏
谷
や

黒
越
谷
な
ど
の
谷
水
を
合
わ
せ
、

水
車
谷
を
過
ぎ
、
高
座
川
と
合
流

し
て
川
幅
が
広
く
な
り
、
阪
急
芦

屋
川
駅
付
近
か
ら
ま
っ
す
ぐ
南
の

芦
屋
の
海
に
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
芦
屋
川
に
は
、
九
つ
の
橋
が

か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

芦
屋
川
は
、
む
か
し
か
ら
人
々

の
暮
ら
し
に
、
多
く
の
影
響
を
与

え
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
芦
屋

川
に
沿
っ
て
北
へ
た
ど
っ
て
行
き

ま
す
と
、
芦
屋
の
歴
史
や
伝
説
な

ど
の
跡
が
い
く
つ
も
残
っ
て
い
て
、

そ
の
こ
ろ
の
人
々
の
暮
ら
し
の
よ

う
す
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

歴
史
さ
ん
ぽ
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開
森
橋
の
東
、山
手
夢
保
育
園

の
北
側
に
、潮
見
桜
と
書
か
れ
た

木
の
柱
が
あ
り
、そ
ば
に「
し
だ
れ

桜
」が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。　　

　

初
代
は
在
原
業
平
が
植
え
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
潮
見
」と

い
う
の
は
、昔
、西
山
町
あ
た
り
か

ら
芦
屋
の
沖
を
見
る
と
、遠
く
東

の
和
歌
山
県
の
あ
た
り
か
ら
、暖

か
い
黒
潮
が
流
れ
て
く
る
の
が
見

え
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
代
目
潮
見
桜
は
前
田
町
に
、

三
代
目
は
西
山
町
付
近
に
植
え
ら

れ
、有
名
な
木
に
成
長
し
て
い
た

そ
う
で
す
。明
治
六
年
に
は
、開
森

橋
の
西
側
に
あ
っ
た
芦
屋
小
学
校

（
今
の
精
道
小
学
校
）の
校
庭
に
二

本
の
桜
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

京
都
の「
祇
園
桜
」の
よ
う
に
美
し

く
咲
き
、芦
屋
の
潮
見
桜
は
、そ
の

頃
の
新
聞
や
芦
屋
川
駅
の
案
内
に

も
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
の
潮
見
桜
は
、こ
の
よ
う
な

歴
史
の
あ
る
桜
を
育
て
る
た
め
に

植
え
継
が
れ
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、業
平
橋
か
ら
開
森
橋
上

流
ま
で
の
桜
並
木
は
、春
の
満
開

の
こ
ろ
に
は
、多
く
の
家
族
連
れ

で
に
ぎ
わ
い
ま
す
が
、こ
の
桜
は
、

昭
和
二
十
年
に
市
民
の
寄
付
で
植

え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
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芦
屋
川
と
高
座
川
の
間
に
あ
る
城

山（
鷹
尾
山
）は
、三
角
形
の
よ
う
に

整
っ
た
形
で
、高
さ
が
二
百
七
十
ｍ

あ
り
、ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

山
道
を
登
る
と
、色
々
な
植
物

や
鳥
の
さ
え
ず
り
も
聞
こ
え
て
き

ま
す
。山
頂
に
立
つ
と
、芦
屋
の
町

や
大
阪
湾
の
海
が
目
の
前
に
広
が

り
、
足
元
に
は
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン

の
珍
し
い
形
の
花
こ
う
岩
の
岩
な

ど
が
見
渡
せ
ま
す
。

　

鷹
尾
山
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の

は
、こ
こ
に
鷹
尾
城
と
い
う
城
が

あ
っ
て
、戦
国
時
代
に
激
し
い
戦

い
が
繰
り
返
さ
れ
た
所
で
す
。大

き
な
石
垣
を
築
い
た
城
と
違
っ
て
、

山
地
の
急
な
形
を
利
用
し
て
、堀

や
木
の
柵
な
ど
を
め
ぐ
ら
し
た
城

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
 
阪
急
芦
屋
川
駅
か
ら
水
道
筋

を
西
へ
三
百
ｍ
ほ
ど
い
く
と
、

「
芦
屋
廃
寺
跡
」と
刻
ま
れ
た
石

ぶ
み
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
前
に

建
っ
て
い
ま
す
。

　

昔
の
記
録
に
は
、「
塩
通
山
法

恩
寺
」と
い
う
寺
名
が
出
て
い
ま

す
が
、
こ
の
あ
た
り
に
奈
良
時

代
の
有
名
な
坊
さ
ん
で
行
基
と
い

う
人
が
寺
を
開
き
、
そ
の
後
、
平

安
時
代
の
歌
人
で
芦
屋
と
も
関

係
の
深
い
在
原
業
平
と
い
う
人

が
建
て
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
お
寺

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
お
寺
に
関
係
の

あ
る
も
の
と
し
て
お
寺
の
柱
の

下
に
置
く
石
の
一
部
や
、
古
い
瓦

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ

お
寺
の
建
物
の
跡
が
見
つ
か
ら

な
い
の
で
、「
ま
ぼ
ろ
し
の
芦
屋

廃
寺
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
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阪
急
芦
屋
川
駅
の
北
、開
森
橋

を
東
へ
渡
り
、し
ば
ら
く
行
く
と
、

大
き
な
石
灯
篭
が
あ
り
ま
す
。そ

の
右
の
道
を
行
く
と
、十
分
ほ
ど

で
神
社
に
つ
き
ま
す
。

　

芦
屋
神
社（
芦
屋
天
神
社
）の
名

は
、古
く
は
江
戸
時
代
の「
寺
社
御

改
委
細
帳
」（
一
六
九
二
年
）に
出
て

い
ま
す
。境
内
は
、赤
松
や
黒
松
、樫

な
ど
の
木
で
覆
わ
れ
、珍
し
い
木

や
石
で
作
っ
た
塔
な
ど
が
あ
り
ま

す
。春
に
は
花
ま
つ
り
や
舞
楽
が

あ
り
、秋
に
も
祭
り
が
あ
り
ま
す
。

神
社
の
建
て
物
は
、昭
和
五
年
に

作
り
変
え
ら
れ
ま
し
た
。
元
は
、

「
芦
屋
天
神
社
｣
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
が
、昭
和
二
十
一
年
に「
芦

屋
神
社
」と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

石
段
を
上
り
、左
の
方
へ
行
く

と「
水
神
社
」と
刻
ま
れ
た
石
碑
が

あ
り
ま
す
。そ
こ
は
小
山
の
よ
う

に
な
っ
て
い
て
、南
側
に
ト
ン
ネ

ル
の
よ
う
な
入
口
が
あ
っ
て
、石

組
み
に
な
り
、奥
の
石
の
部
屋
に

石
祠
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。こ

れ
は
、今
か
ら
千
四
百
年
ほ
ど
昔

の
古
墳（
お
墓
）で
す
。そ
の
こ
ろ
の

人
々
は
、人
が
亡
く
な
る
と
、石
で

造
っ
た
立
派
な
横
穴
の
墓
を
造
り
、

丁
寧
に
葬
り
ま
し
た
。芦
屋
の
山

麓
に
は
、こ
の
よ
う
な
古
墳
が
た

く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

　
「
水
神
社
」と
い

う
の
は
、芦
屋
川
の

北
の
方
に
、弁
天
岩

と
呼
ば
れ
る
大
き

な
岩
が
あ
っ
て
水

の
神
様
が
ま
つ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。そ

の
後
、芦
屋
神
社
に

移
さ
れ
、「
水
神
社
」

と
し
て
ま
つ
ら
れ

た
の
で
す
。
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