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あ
の
こ
ろ
、
打
出
浜
に 「
三
宜
荘
」 と
い
う
、
外

さ
ん
ぎ
そ
う

国
人
た
ち
の
住
ん
で
い
る
一
区
画
が
あ
っ
た
ん
だ
。

　

ち
ょ
う
ど
浜
町
の
、
埋
め
立
て
以
前
の
海
岸
べ

り（
現
在
の「
臨
港
線
」の
す
ぐ
北
側
）に
沿
っ
た
と

こ
ろ
で
、当
時
そ
の
す
ぐ
裏
手
に
は
、お
じ
い
さ
ん

た
ち
の
格
好
な
遊
び
場
だ
っ
た
松
並
木
の
原
っ
ぱ

や
、白
い
砂
浜
が
広
が
っ
て
い
た
よ
。

　

外
国
人
、そ
れ
も
白
人
家
族
の
居
住
地
だ
け
に
、

広
々
と
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
通
路
を
十
文
字
に

め
ぐ
ら
せ
、手
入
れ
の
行
き
届
い
た
芝
生
に
囲
ま

れ
て
建
て
ら
れ
た
バ
ン
ガ
ロ
ー
風
の
し
ゃ
れ
た
白

い
洋
館
、そ
れ
に
色
と
り
ど
り
の
季
節
の
花
が
年

中
植
わ
っ
た
小
ぎ
れ
い
な
庭
園
と
い
う
取
り
合
わ

せ
は
異
国
情
緒
た
っ
ぷ
り
で
、打
出
の
界
隈
で
は

別
世
界
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
さ
。

　

こ
こ
に
住
む
外
国
人
た
ち
が
、果
た
し
て
ど
こ

の
国
の
人
た
ち
か
、お
じ
い
さ
ん
た
ち
は
知
ら
な

か
っ
た
が
、全
部
で
十
四
、五
戸
ぐ
ら
い
数
え
ら
れ

た
か
な
。〈「
遊
べ
、あ
そ
べ
！
」よ
り
抜
粋
〉

上
げ
る
役
目
だ
よ
。
引
き
上
げ
る
寸
前
の

網
は
、
獲
物
の
重
み
で
半
ば
水
面
下
に
沈

み
、
そ
の
中
で
跳
ね
る
魚
群
の
水
し
ぶ
き

が
、
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
降
り
か
か
る
ん

だ
。
漁
師
さ
ん
た
ち
の
か
け
声
も
、
一
段

と
テ
ン
ポ
を
速
め
、「
ほ
い
、
ほ
い
、
ほ
い
、

ほ
い
…
」
と
、
軽
や
か
な
調
子
に
変
わ
っ

て
い
る
ん
だ
。
獲
物
は
、
手
さ
ば
き
よ
く

伝
馬
船
へ
収
め
ら
れ
、
こ
れ
で
朝
の
一
番

漁
は
終
わ
る
ん
だ
よ
。

　

気
の
早
い
漁
師
さ
ん
の
中
に
は
、
獲
れ

た
ば
か
り
の
魚
を
手
づ
か
み
に
し
て
、
そ

の
場
で
器
用
に
臓
物
を
取
り
除
き
、
澄
み

切
っ
た
海
水
で
さ
っ
と
洗
っ
て
は
、
さ
も

う
ま
そ
う
に
ほ
お
ば
り
、
海
の
幸
に
舌
鼓

を
打
つ
ん
だ
よ
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
漁
師
さ
ん
は
大
き
な

手
網
に
獲
物
を
す
く
い
、「
そ
ら
っ
」
と
、

お
じ
い
さ
ん
た
ち
の
前
の
浜
辺
に
ぶ
ん
投

げ
て
く
れ
る
ん
だ
。
そ
の
ぴ
ん
ぴ
ん
跳
ね

回
る
魚
を
、
お
じ
い
さ
ん
た
ち
は
お
賽
銭

で
も
拾
う
よ
う
に
捕
ま
え
て
、
喜
々
と
し

て
家
へ
持
ち
帰
る
ん
だ
よ
。

　

こ
れ
が
、
現
在
の
臨
港
線
に
沿
っ
た
、

す
ぐ
そ
ば
の
浜
辺
の
出
来
事
だ
よ
。
お
じ

い
さ
ん
た
ち
ご
ん
た
坊
主
の
、
夏
の
朝
の

楽
し
い
日
課
だ
っ
た
さ
。
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く
。
お
じ
い
さ
ん
は
、
こ
の
ポ
ン
、
ポ
ン

で
い
っ
た
ん
眠
り
か
ら
覚
め
、『
あ
あ
、
も

う
朝
だ
な
あ
―
』
と
、
半
ば
夢
う
つ
つ
に

感
じ
な
が
ら
、
ま
た
う
と
う
と
と
寝
入
る

ん
だ
。
ふ
た
た
び
六
時
前
、
網
入
れ
を
終

え
た
帰
り
の
船
の
ふ
か
す
蒸
気
音
に
、
今

度
こ
そ
ぱ
っ
ち
り
と
目
が
覚
め
る
。
も
う

お
日
さ
ん
は
高
く
昇
り
、
気
の
早
い
ク
マ

ゼ
ミ
が
し
き
り
に
鳴
い
て
い
る
。
漁
師
さ

ん
の
網
引
き
が
始
ま
る
の
は
七
時
ご
ろ
だ
。

お
じ
い
さ
ん
た
ち
は
日
課
の
ラ
ジ
オ
体
操

を
学
校
で
済
ま
せ
、
家
へ
帰
る
や
否
や
、

弟
や
近
所
の
子
ど
も
た
ち
と
連
れ
立
っ
て
、

浜
辺
へ
と
駆
け
つ
け
る
。
網
引
き
の
ま
ね

ご
と
手
伝
い
を
し
て
、
獲
れ
た
小
魚
の
お

流
れ
頂
戴
と
い
う
魂
胆
な
の
さ
。

　

浜
辺
で
は
、
赤
銅
色
の
漁
師
さ
ん
た
ち

が
三
十
人
あ
ま
り
、
二
、
三
カ
所
に
分
か

れ
て
地
引
網
の
元
綱
を
握
り
、
い
ま
や
網

引
き
に
か
か
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
だ
。
お

じ
い
さ
ん
た
ち
は
、
漁
師
さ
ん
た
ち
の
一

番
後
ろ
に
く
っ
つ
い
て
、
網
の
端
に
手
を

か
け
る
。
お
じ
い
さ
ん
た
ち
も
、
漁
師
さ

ん
の
塩
辛
声
に
合
わ
せ
、
黄
色
い
声
を
精

一
杯
張
り
上
げ
る
。
網
が
だ
ん
だ
ん
と
た

ぐ
り
寄
せ
ら
れ
、
波
の
ま
に
ま
に
獲
物
を

は
ら
ん
だ
網
が
見
え
隠
れ
し
始
め
た
。

　
「
え
ん
や
ァ
、お
ん
や
ァ
…
」か
け
声
に

一
段
と
力
が
こ
も
る
。
網
が
近
寄
る
に
つ

れ
て
、
網
が
今
ま
で
よ
り
も
重
く
感
じ
ら

れ
る
。
も
う
あ
と
一
息
、
網
は
つ
い
そ
こ

ま
で
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
、
中
の
獲
物
が
さ

か
ん
に
跳
ね
て
い
る
。

　

親
方
の
合
図
で
、
網
を
た
ぐ
る
手
の
動

き
も
急
ピ
ッ
チ
に
上
が
る
。
い
つ
の
間
に

か
、
網
の
周
り
に
は
、
数
杯
の
伝
馬
船
が

取
り
囲
ん
で
い
る
。
網
の
獲
物
を
す
く
い
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お
じ
い
さ
ん
た
ち
が
学
ん
だ
宮
川
小
学

校
の「
運
動
歌
」第
二
節
に
、�
打
出
あ
し

や
の
浜
ゆ
た
か�
と
い
う
句
が
あ
っ
た
の

を
今
で
も
覚
え
て
い
る
が
、
あ
の
当
時
は

景
色
と
い
い
、
海
の
幸
と
い
い
、
ま
っ
た

く
そ
の
通
り
だ
っ
た
よ
。

　

あ
の
こ
ろ
、
松
林
と
白
砂
の
続
く
海
岸

に
は
、
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
し
て
漁
師
さ

ん
た
ち
の
苫
家
が
軒
を
連
ね
て
い
た
ん
だ
。

　

こ
こ
ら
で
獲
れ
る
魚
と
い
え
ば
、
イ
ワ

シ
や
小
ア
ジ
な
ど
の
小
物
だ
っ
た
が
、
漁

獲
量
も
そ
こ
そ
こ
あ
っ
た
ら
し
く
、
だ
し

じ
ゃ
こ
作
り
で
生
計
も
成
り
立
っ
た
よ
う

だ
。
こ
こ
で
は
特
に
夏
季
が
収
穫
の
シ
ー

ズ
ン
だ
っ
た
。
獲
れ
た
て
の
ピ
チ
ピ
チ
し

た
小
魚
は
、
漁
師
小
屋
の
大
釜
で
さ
っ
と

ゆ
で
た
あ
と
、
海
岸
の
砂
浜
や
防
潮
堤
の

石
だ
た
み
に
敷
き
つ
め
た
粗
む
し
ろ
に
並

べ
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
り
一
面
に
ぶ
ち
ま

け
ら
れ
る
ん
だ
。
い
わ
ゆ
る
天
日
干
し
―

太
陽
の
熱
で
乾
燥
さ
せ
る
ん
だ
な
。

　

さ
て
、
お
じ
い
さ
ん
の
印
象
に
残
る
夏

の
打
出
浜
は
、
ま
ず
沖
合
い
へ
網
入
れ
す

る
小
型
蒸
気
船
の
、
ポ
ン
、
ポ
ン
と
い
う

音
か
ら
夜
が
明
け
る
ん
だ
。

　

日
の
出
前
、
よ
う
や
く
薄
明
か
り
が
漂

い
始
め
る
四
時
過
ぎ
に
は
、
先
発
の
一
番

漁
船
が
、
朝
も
や
を
つ
い
て
出
発
し
て
行
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宮
川
町
の
富
田
砕
花
旧
居
は
、
奇
し

く
も
谷
崎
潤
一
郎
も
住
ん
だ
ゆ
か
り
の

地
と
し
て
、
往
時
の
面
影
を
伝
え
て
い

ま
す
。

����	
�
� � � � �

�打出浜（浜町）には、昭和
６年、滞米生活を経験して
帰国した施主の自邸と洋風
貸別荘を兼ねた「三宜荘」が
作られた。「三宜荘」は、約千
坪の敷地に11棟の洋風小住
宅が並んだもので、地元の
大工棟梁による造作は素朴
な味わいをもっていた。
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 ������　仲ノ池緑地

 � � � � �　芦屋美術博物館　七夕の催し

�������　「学校園花いっぱい活動」写真展

��������　本が大好き  読みたいな  おはなしノート

�� � � ��阪急芦屋川駅南月若自転車駐車場オープン

�������　低公害車導入補助制度の申請受け付け

�������　写真で振り返る「芦屋市の70年」
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① 8 :30

②12:00
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芦
屋
市
が

市
制
を
施
行

し
た
昭
和
十

五
年
前
後
は
、

世
界
や
日
本

に
と
っ
て
も
、

ま
さ
に
激
動

の
時
代
そ
の

も
の
で
し
た
。

　

精
道
村
の
発
展
は
、
交
通
機
関
の
発
達

に
と
も
な
っ
て
住
宅
開
発
が
進
め
ら
れ
、

明
治
・
大
正
年
間
か
ら
す
で
に
生
活
環
境

の
整
備
も
整
い
、
文
化
住
宅
都
市
の
基
盤

が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
大
正
十
二
年
、
当
時
日
本
一
と
い

わ
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
の
村

役
場
竣
工
。
昭
和
四
年
、
株
式
会
社
六
麓

荘
が
国
有
林
の
払
い
下
げ
を
受
け
、�
東

洋
一
の
健
康
地�
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

に
開
発
を
始
め
た
住
宅
地
は
、
昭
和
六
年

に
竣
工
し
て
い
ま
す
。
こ
の
六
麓
荘
に
は
、

昭
和
十
二
年
に「
国
際
ホ
テ
ル
」（
現
・
芦
屋

大
学
）も
建
設
さ
れ
、
外
国
人
や
一
流
財
界

人
が
泊
ま
る
ホ
テ
ル
と
し
て
有
名
で
し
た
。

　

精
道
村
時
代
、
精
道
・
宮
川
・
山
手
・

岩
園
の
小
学
校
の
ほ
か
、
中
等
教
育
機
関

と
し
て
、
昭
和
十
一
年
十
月
六
麓
荘
に
、

私
立
芦
屋
高
等
女
学
校
が
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
同
十
五
年
に
は
村
民
の
懸
案

で
あ
っ
た
県
立
中
学
校（
現
・
県
立
芦
屋
高

等
学
校
の
前
身
）が
設
立
さ
れ
、精
道
村
の

中
等
教
育
は
い
っ
そ
う
充
実
し

ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、新
教
育
を
目
指

し
た
私
立
児
童
の
村
小
学
校
が

�
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全
国
屈
指
の
富
豪
村
と
し
て
発
展
し
て

き
た
精
道
村
は
、
昭
和
十
五
年
十
一
月
六

日
付
け
内
務
省
告
示
第
五
八
〇
号
に
よ
り
、

精
道
村
を
廃
し
そ
の
区
域
を
も
っ
て
芦
屋

市
を
置
く
こ
と
が
認
可
さ
れ
、
同
月
十
日
、

時
あ
た
か
も
皇
紀
二
六
〇
〇
年
記
念
祝
典

挙
行
の
日
を
期
し
て
市
制
を
施
行
し
、
こ

こ
に
芦
屋
市
の
誕
生
を
迎
え
ま
し
た
。

　

芦
屋
市
は
、
全
国
で
一
七
三
番
目
に
で

き
た
市
で
す
が
、
と
く
に
重
要
な
の
は
、

村
か
ら
一
躍
し
て
市
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

　

ま
た
新
市
名
に
は
、
精
道
村
の
大
字
名

で
あ
っ
た「
芦
屋
」が
全
国
的
に
知
ら
れ
て

い
た
の
で
、
こ
れ
を
市
名
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
昭
和
十
二
年
に
日
中
戦

争
が
始
ま
り
、
市
制
施
行
の
十
五
年
に
は

日
独
伊
三
国
同
盟
が
結
ば
れ
、
昭
和
十
六

年
十
二
月
八
日
、
つ
い
に
日
本
は
第
二
次

世
界
大
戦
へ
と
参
戦
し
て
い
き
ま
し
た
。
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大
正
十
五
年
二
月
に
芦
屋
へ
移
転
開
設
し
、

昭
和
二
年
八
月
に
は
三
田
谷
治
療
院
も
開

設
、同
十
三
年
に
は
院
内
に
附
属
翠
ヶ
丘

尋
常
小
学
校
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
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昭
和
十
六
年
四
月
に
は
、小
学
校
が「
国

民
学
校
」と
改
称
さ
れ
、軍
国
主
義
教
育
の

風
は
い
っ
そ
う
強
く
な
り
、防
空
訓
練
や

勤
労
奉
仕
の
行
事
も
加
わ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、同
二
十
年
か
ら
は
空
襲
が
激
し

く
な
り
、学
童
疎
開
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

��������������
　昭和２年、現・県立芦屋高等学校の場所
に武庫郡精道第二尋常小学校として開校。
　昭和７年に「武庫郡精道第二尋常高等
小学校」、８年「武庫郡宮川尋常高等小学
校」、14年「武庫郡宮川尋常小学校」、15年
は市制施行実施により「芦屋市宮川尋常
小学校」、16年「芦屋市宮川国民学校」、さ
らに戦後（昭和22年）は「芦屋市宮川小学
校」にと、めまぐるしく校名が改称されま
した。また所在も、宮川町（写真・昭和20年
８月の空襲で消失）から南宮町へ、さらに
現在の浜町へと変わっています。

��������������	

　

こ
の
間
、
昭
和
九
年
の
室
戸
台
風
や
同

十
三
年
の
阪
神
大
水
害
で
、
精
道
村
も
甚

大
な
被
害
を
受
け
て
い
ま
す
。

す

　

谷
崎
潤
一
郎
は
、
松
子
夫
人
と
昭
和

九
年
こ
の
家
に
移
り
、「
現
代
語
訳
源
氏

物
語
」・「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」

な
ど
の
名
作
を
執
筆
し
ま
し
た
。

　

昭
和
十
一
年
秋
、
神
戸
住
吉
に
転
居

し
、
十
六
年
秋
か
ら
芦
屋
を
舞
台
に
し
た「
細
雪
」

を
書
き
始
め
ま
し
た
。

　
「
兵
庫
県
文
化
の
父
」と
い
わ
れ
た
富
田
砕
花
は
、

大
正
時
代
初
期
か
ら
芦
屋
に
住
み
、
民
衆
詩
派
の

代
表
的
詩
人
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

　

昭
和
十
三
年
マ
チ
夫
人
と
結
婚
、
谷
崎
の
後
へ

居
住
し
、
五
十
九
年
十
月
に
九
十
三
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
こ
こ

に
住
み
続
け
、

大
き
な
文
化

的
業
績
を
残

し
ま
し
た
。
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