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芦
屋
の
地
名
を
さ
ぐ
る

�
�
�
�
�
�
�
	
�

る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
芦
屋
市
」に
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
十
九
年
に
は
、旧
精
道
村
の
四

つ
の
大
字
と
二
百
余
り
の
小
字
名
が
町

名
に
変
更
さ
れ
、新
た
に
四
十
三
の
ま

ち
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
後
、昭
和
四
十

三
年
の
住
居
表
示
制
度
や
土
地
区
画
整

理
事
業
、芦
屋
浜
埋
め
立
て
工
事
に
と

も
な
っ
て
、町
名
が
改
正
し
た
り
し
て
、

新
し
い
町
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

は 
稲
荷
大
明
神 （
稲
荷
神
社
＝
森
北

い
な
り
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

町
）が
あ
っ
て
、大
切
な
こ
と
を
決
め
る

と
き
に
は
、村
人
が
集
ま
っ
て
話
し
合

い
を
し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、こ
の
四
カ
村

は
尼
崎
藩
の
領
地
と
な
り
ま
し
た
。一

六
九
九
年
に
四
カ
村
の
家
数
や
人
数
を

調
べ
た
も
の
に
よ
る
と
、芦
屋
村
は
九

十
七
軒
・
五
百
九
十
七
人
、打
出
村
は
八

十
八
軒
・
六
百
三
十
八
人
、三
条
村
は
三

十
二
軒
・
百
六
十
九
人
、津
知
村
は
十
一

軒
・
八
十
一
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
芦
屋
村
と
打
出

村
が
全
四
カ
村
人
口
の
八
割
を

占
め
て
い
ま
し
た
が
、一
七
六

九
年
に
は
こ
の
二
カ
村
が
天 
領

    て
ん
り
ょ
う

（
幕
府
の
領
地
）と
な
っ
て
、三

条
と
津
知
は
尼
崎
領
と
し
て
残

り
ま
し
た
。

　

村
で
は
庄
屋
や
年
寄
と
い
わ

れ
る
よ
う
な
農
民
の
代
表
者
に

よ
っ
て
、大
切
な
こ
と
が
話
し

合
わ
れ
、決
定
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
。村
の
暮
ら
し
に
は
水
や

山
の
資
源
は
、欠
か
す
こ
と
の
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戦
国
時
代
末
ご
ろ
の
芦
屋
に
は
、芦

屋
・
打
出
・
三
条
・
津
知
の
四
カ
村
が
ほ

ぼ
出
来
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
内
、

芦
屋
・
打
出
は
芦
屋
庄
と
い
い
、三
条
・

津
知
は
近
く
の
森
・
中
野
・
小
路
・
北
畑
・

田
辺
・
深
江
・ 
青
木 
と
と
も
に「
本
庄
九

お
お
ぎ

カ
村
」と
い
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
行
動
を
共

に
し
て
い
ま
し
た
。

　

芦
屋
庄
に
は
天
神
社（
現
芦
屋
神
社

＝
東
芦
屋
町
）が
あ
り
、本
庄
九
カ
村
に

語
か
ら
二
字
を
選
ん
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

精
道
村
は
、
国
鉄
･
阪
神
・

阪
急
そ
し
て
阪
神
国
道
電
車

な
ど
の
交
通
機
関
の
発
達
に

と
も
な
っ
て
、
住
宅
地
と
し

て
開
発
が
進
め
ら
れ
、
昭
和

初
期
に
か
け
て
生
活
環
境
の

整
備
も
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
昭
和
九
年
（
一
九

四
三
）・
十
三
年
に
阪
神
大
水

害
が
お
こ
り
、
多
く
の
被
害

を
受
け
ま
し
た
が
、
こ
れ
を

乗
り
越
え
、
市
制
施
行
を
目

指
し
て
準
備
が
進
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

村
の
人
々
の
長
年
の
望
み

で
あ
っ
た
市
制
の
実
施
は
、

昭
和
十
五
年
十
一
月
十
日
に
実
現
し
ま

し
た
。こ
の
と
き
の
人
口
は
四
万
一
千

九
百
二
十
五
人
、戸
数
八
千
百
四
十
七

戸
を
数
え
ま
し
た
。市
の
名
前
に
つ
い

て
は
、「
打
出
市
」に
し
た
ら
ど
う
か
と

い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が「
市
制
施

行
ニ
関
ス
ル
上
申
書
」に
よ
る
と
旧
四

カ
村
の
内
で
、芦
屋

村
が
面
積
・
戸
数
・
人

口
な
ど
が
一
番
多
い

こ
と
、芦
屋
の
名
前

が「
高
級
住
宅
地
」と

し
て
全
国
的
に
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
、精

道
村
に
あ
る
駅
・
警

察
署
・
郵
便
局
な
ど

の
施
設
の
名
称
が
す

べ
て「
芦
屋
」と
い
う

字
が
頭
に
つ
い
て
い
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明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）、町
村

制
が
実
施
さ
れ
、江
戸
時
代
の
打
出
・
芦

屋
・
三
条
・
津
知
の
四
つ
の
村
が
合
併
し

て
、精
道
村
が
で
き
ま
し
た
。精
道
村
の

「
精
道
」は
明
治
十
九
年
に
開
校
さ
れ
た

精
道
小
学
校
の
校
名
か
ら
と
ら
れ
ま
し

た
。こ
の
校
名
は
、西
宮
の
学
者

 
豊
田
政
苗 
が
書
い
た「
養
精
修
道
」の

と
よ
た
せ
い
び
ょ
う
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で
き
な
い
も
の
で
、そ
の
利
用
を
め

ぐ
っ
て
争
い
が
絶
え
ず
、十
分
な
話
し

合
い
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、こ
の
あ
た
り
は
京
都
や
大
阪

に
近
い
街
道
沿
い
で
あ
っ
た
た
め
経
済

の
発
展
も
早
く
、芦
屋
川
の
水
を
利
用

し
た
水
車
産
業
が
栄
え
、菜
種
油
絞
り
・

精
米
・
そ
う
め
ん
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

浜
辺
で
は
イ
ワ
シ
の
地
び
き
網
漁
が

行
わ
れ
る
な
ど
、地
理
的
な
特
徴
を
い

か
し
た
産
業
が
発
達
し
ま
し
た
。

　
「
あ
し
や
子

ど
も
風
土
記
伝

説
・
物
語
」に
芦

屋
沖
の 
竜
灯 
や

り
ゅ
う
と
う

水
車
小
屋
を
舞

台
に
と
し
た

『 
金
兵
衛
車 

や

き
ん
べ
え
ぐ
る
ま

け
車
』を
紹
介

し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
産
業

に
対
す
る
村
人

の
思
い
が
伝
説

と
な
っ
て
残
っ

た
と
思
わ
れ
ま

す
。
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　50年ぶりに会下山遺跡の再調査を行い、本遺跡の広がりや価値、高地性集落の
性格などについて、改めて知る機会となり
ました。この結果を公開するため、次のと
おり現地見学会を開催します。
���　10月31日（土）午後１時～３時〈時
間内随時〉※雨天時は、11月２日（月）に延期
���　会下山遺跡　�����　山手中
学校正門前で、調査地点地図・資料を配布
※現地には担当者が待機し、解説します。
※車での来場はご遠慮ください。


