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宮
川
に
か
か
っ
て
い
る
常
盤
橋
を

東
に
渡
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
角
地
に

は
昔
を
し
の
ぶ
地
蔵
さ
ん
が
祭
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
打
出
商
店

街
ま
で
を
東
西
と
し
、
阪
神
電
鉄
と

国
道　

号
に
南
北
を
は
さ
ま
れ
た
地
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域
が
若
宮
町
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
の
町
名

改
正
以
前
に
は
、
三
反
田
・
若
宮
・
宮

川
の
三
つ
の
小
字
名
が
あ
り
ま
し
た
。

　

若
宮
は
、
昔
そ
こ
に
仁
徳
天
皇
を

ま
つ
る
若
宮
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
に

ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
神
社
は
、
春
日
町
に
あ
っ
た

春
日
神
社
な
ど
と
と
も
に
町
宮
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
、明
治
四
十
一
年（
一

九
〇
八
）に
打
出
天
神
社
で
一
緒
に
祭

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、今
は
宅
地
に

な
っ
て
い
ま
す
。
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画
整
理
事
業

に
よ
っ
て
鳴

尾
御
影
線
が

延
長
さ
れ
、旧

街
道
が
確
認

で
き
る
の
は

宮
塚
町
や
打
出
小
槌
町
と
春
日
町
の
一

部
だ
け
と
な
り
ま
し
た
。

　

春
日
町
に
は
、昔
を
し
の
ば
せ
る
道
し

る
べ
や
地
蔵
さ
ん
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
れ
ぐ
ら
い
の
人
々
が
こ
の
街
道
を

行
き
来
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
打
出
名
所
は
か
ず
か
ず
あ
れ
ど
わ

け
て
名
高
い
黄
金
塚
」と
う
た
わ
れ
た

金
津
山
古
墳
が
あ
る
春
日
町
は
、古

敷
・
寺
開
地
・
小
松
原
・
馬
場
な
ど
の
小

字
か
ら
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、寺
開
地

に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
春
日
神
社
が

そ
の
町
名
の
も
と
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

近
年
ま
で
西
国
街
道
の
お
も
か
げ

を
残
す
古
い
町
並
み
が
残
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
し
た
。昭
和
四
十
八
年（
一

九
七
三
）か
ら
始
ま
っ
た
春
日
土
地
区
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打
出
大
東
町
と
打
出
南
宮

町
の
一
部
が
、
打
出
町
と
な

り
ま
し
た
。
阪
神
打
出
駅
の

西
側
に
位
置
し
、
路
線
か
ら

は
南
側
、
国
道　

号
か
ら
は

43

北
側
の
細
長
い
地
域
で
す
。

　

そ
の
昔
、
西
国
街
道
を
旅

し
た
人
々
が
、
京
都
を
出
発

し
、
初
め
て
海
岸
に
打
ち
出

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
打
出

の
地
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
な
こ

と
か
ら
、
滋
賀
県

の
大
津
に
も
打
出
の
地
名
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
交

通
の
発
達
し
て
い
た
打
出
に

は
、
昔
か
ら
多
く
の
人
々
が

暮
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
町
内
に
は
阿
保
親
王

と
関
係
が
深
い
親
王
寺
が
あ

り
、
親
王
塚
か
ら
発
掘
さ
れ

た
古
墳
時
代
の
遺
物
や
、
古

い
記
録
が
な
ど
が
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
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宮
川
町
は
、
宮
川
に
沿
っ

て
国
道　

号
の
北
、
常
盤
橋

43

を
西
に
入
っ
た
あ
た
り
一
帯

で
す
。
市
の
北
部
剱
谷
か
ら

打
出
の
丘
陵
を
南
に
流
れ
て

海
に
注
い
で
い
ま
す
。
宮
川

は
打
出
川
・
都
川
と
呼
ば
れ

た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

の
下
流
に
金
刀
比
羅
神
社
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
宮
川
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

町
名
は
こ
の
川
の
名
前
に

よ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
兵

庫
県
文
化
の
父
と
い
わ
れ
、

『
ひ
こ
ば
え
の
う
た
』『
兵
庫

讃
歌
』『
歌
風
土
記
・
兵
庫
県
』

な
ど
、民
衆
派
詩
人
と
し
て

活
躍
し
た
富
田
砕
花
の
旧
居

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
旧
居
に
は
、文
豪
・
谷

崎
潤
一
郎
が
暮
ら
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
、

宮
川
町
の
あ
た
り
は
文
学
者

を
ひ
き
つ
け
る
雰
囲
気
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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※第２集「歴史さんぽ」・第３集「植物
のかんさつ」・第４集「小さな生きもの
たち」・第５集「文学さんぽ」と第９集
「写真で見る芦屋今むかし２」は各400
円。第６集「芦屋の地名をさぐる」・第
７集「写真で見る芦屋今むかし１」・第
８集「描かれた芦屋の風景」は各500円。
※第１集「伝記・物語」は完売しました。
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芦
屋
の
地
名
を
さ
ぐ
る


