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阪
急
芦
屋
川
駅
の
北
側
、山
手
商
店

街
を
西
に
行
く
と
、道
路
に
面
し
て

「 
芦
屋
廃
寺 

あ
し
や
は
い
じ 
址 
」の

あ
と

 
碑 
が
立
っ
て
い
ま
す
。

ひ

　

こ
の
辺
り
は
、昔「 
塩
通
 

え
ん
つ
う 
山
法
恩
寺 
」

ざ
ん
ほ
う
お
ん
じ

と
呼
ば
れ
た
大
き
な
お
寺
が
あ
っ
て
、

奈
良
時
代
の
有
名
な
僧
で
あ
る 
行
基 
と

ぎ
ょ
う
き

い
う
人
が
、そ
の
大
寺
院
を
建
て
た
と

伝
え
て
い
ま
す
。

　

戦
火
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
後
に
薬
師
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九
ノ
坪 
を
通
っ
て
、芦
原
か
ら
南
に
流
れ
大

く
の
つ
ぼ

溝
川
と
な
り
、下
流
を
潤
し
て
い
ま
し
た
。

　

九
ノ
坪

は
、奈
良

時
代
に
作

ら
れ
た
耕

地
の
区
分

（
条
里
制
）

番
号
で
、

こ
こ
に
水

田
が
あ
っ

た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

小
字
名
の
船
戸
は
、古
代
に「
せ
ん

こ
」あ
る
い
は「 
船
守
子 
」と
い
わ
れ
た

ふ
な
も
り
こ

船
の
見
張
り
役
に
関
係
が
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 『
令
集
解
』 
と
い
う

り
ょ
う
の
し
ゅ
う
げ

古
い
書
物
に
百
戸
の
船
戸
が
置
か
れ

て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

芦
屋
に
も
そ
の
一
団
が
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。船
着
き
場
は
、ど
こ
に

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。船
戸
の
地
名

の
由
来
に
は
、別
の
説
も
あ
り
ま
す
。

　

南
東
部
の
小
字
名
の 
芦
原 
辺
り
は
、

あ
し
は
ら

低
地
で 
葦 
が
生
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

あ
し

松
ノ
内
か
ら
き
た
用
水
路
は
、船
戸
・

堂
が
建
ち
、潮
湯
が 
湧 
き
だ
し
た
こ
と

わ

か
ら
、有
馬
温
泉
の
湯
元
と
し
て「
湯

元
の
お
薬
師
さ
ん
」と
い
っ
て
親
し
ま

れ
ま
し
た
。昔
の
本
に
も
、森
の
中
に

立
派
な
お
堂
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
、発
掘
調
査
で
お
寺

の
瓦
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。小
字
名
の
西
ノ
坊
は
、お
寺
に
関

係
の
あ
る
地
名
で
、西
山
は
、昔
の
西
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城
山
に
接
し
、芦
屋
川
と
高

座
川
が
流
れ
下
る
丘
陵
地
の

山
芦
屋
町
は
、昔
の
芦
屋
村
で
、

農
地
と
し
て
開
け
た
と
こ
ろ

で
す
。

　

山
芦
屋
公
園
の
北
、民
家
の

石
垣
に
た
く
さ
ん
の
水
車
臼
が

あ
り
ま
す
が
、江
戸
時
代
か
ら

川
の
急
流
を
利
用
し
て
、精
米

や
油
し
ぼ
り
の
た
め
に
水
車
が

動
い
て
い
ま
し
た
。

　
「 
金
兵
衛
車 
や
け
車
」の
伝
説

き
ん
べ
え
ぐ
る
ま

は
、水
車
に
ま
つ
わ
る
若
者
た

ち
の
悲
し
い
物
語
で
す
。

　

小
字
名
の
北
溝
は
高
座
川
か

ら
田
畑
へ
水
を
引
い
た
と
こ
ろ

で
、 大
僧 
と

だ
い
そ
う
 
法
泉
寺 
は
、寺
が

ほ
う
せ
ん
じ

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

町
名
は
、山
芦
屋
の
地
名
に

よ
り
ま
す
。　

　

山
芦
屋
町
は
、大
正
時
代
か

ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
、交

通
の
発
達
に
よ
っ
て
、広
い
庭

の
あ
る
和
風
や
洋
風
の
住
宅
地

の
造
成
が
進
め
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
す
。
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の
端
や
終
点
を
意
味
し
ま

す
か
ら
、芦
屋
川
の
伏
流

水
の
出
る
末
端
を
示
し
て

い
ま
す
。

　

古
い
地
図
に
は
、池
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

町
の
西
側
の
小
字
名
の
松
ノ
内
・
中

ノ
内
は
、昔
に
松
が
生
い
茂
り
、そ
の
中

に
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る

地
名
で
す
。

　

芦
屋
川
沿
い
で
、水
田
耕
作
の
用
水

が
豊
富
な
と
こ
ろ
で
、縄
文
時
代
の
石

器
が
出
土
す
る
な
ど
、こ
の
辺
り

は
古
く
か
ら
人
々
が
住
ん
で
い
た

よ
う
で
す
。在
原
業
平
が
住
ん
だ

の
も
こ
の
辺
り
で
は
な
い
か
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。江
戸
時
代
、東
芦

屋
の
集
落
は
小
字
名
・
松
ノ
内
と

小
字
船
戸
に
あ
り
ま
し
た
。

　

東
南
の
小
字
名
の
井
の
尻
は
、

井
は
水
の
あ
る
こ
と
、シ
リ
は
そ

芦
屋
の
山

手
に
あ
た

る
と
こ
ろ

か
ら
、
付

け
ら
れ
た

地
名
で
す
。
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芦
屋
の
地
名
を
さ
ぐ
る
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