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町
名
に
つ
け
ら
れ
た
大
桝
の
小
字
名

は
、芦
屋
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
ろ
、田

畑
に
必
要
な
水
を
引
く
た
め
の
か
ん
が

い
用
の
池
が
あ
っ
た
の
で
つ
け
ら
れ
た

よ
う
で
す
。〈
桝
〉は
、水
を
引
く 
樋 
の
と

と
い

こ
ろ
に
設
け
ら
れ
た
四
角
い
箱
の
意
味

が
あ
り
ま
す
。

　

大
桝
町
は
、大
正
時
代
の
初
め
ご
ろ
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大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
建
て
ら

れ
た 
如
来
寺 
は
、
文
化
活
動
の
場
と
し
て

に
ょ
ら
い
じ

も
、
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
ろ
、
画
家
の
小
出
楢
重
も
川
西

町
に
住
み
、
明
る
い
六
甲
山
を
望
む
よ
う

に
建
て
ら
れ
た
三
角
屋
根
の
ア
ト
リ
エ

で
、
有
名
な「
枯
木
の
あ
る
風
景
」を
描
い

て
い
ま
す
。

　

町
名
の
川
西
は
、
芦
屋
川
の
西
、
浜
手

に
近
い
平
た
ん
な
地
形
か
ら
つ
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

平
田
北
町
に
つ
な
が
る
川
西
町
は
、

江
戸
時
代
の
芦
屋
村
の
こ
ろ
は
、
松
林

や
田
畑
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

大
正
時
代
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か

け
て
、
緑
地
の
中
に
広
い
敷
地
を
持
つ

宅
地
の
造
成
が
行
わ
れ
、
住
宅
地
に
変

わ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
の
古
い
地
図
を
見
る
と
、

川
西
町
の
西
南
に
〈
東
洋
牧
場
〉
と
よ

ば
れ
た
広
い
土
地
が
あ
り
ま
す
。
大

正
年
間
に
、
乳
牛
五
十
頭
を
飼
育
し
て

い
た
と
こ
ろ
で
す
。

は
田
畑
と
緑
地
が
続
い
て
い
ま
し
た

が
、終
わ
り
こ
ろ
に
は
住
宅
地
の
造
成

が
進
み
、住
宅
と
商
店
の
ま
ち
に
な
り

ま
し
た
。本
通
商
店
街
は
、芦
屋
で
最

も
歴
史
の
古
い
商
店
街
で
、名
前
の
本

通
は
大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）ご
ろ

に
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

電
報
電
話
局
は
昭
和
四
年（
一
九
二

芦
屋
の
地
名
を
さ
ぐ
る
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公
光
の
町
名
は
、謡
曲

『 
雲
林
院 
』の
主
人
公
の
名

う
ん
り
ん
い
ん

前
か
ら
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

昔
、あ
し
や
の
里
に
公
光

と
い
う
若
者
が
い
て
、『
伊

勢
物
語
』を
愛
読
し
、業
平

に
あ
こ
が
れ
る
物
語
で
す
。

公
光
町
の
む
か
し
の
小
字

の
地
名
、 
申 
新
田
や 
樋 
の 
口 

さ
る 

ひ 

く
ち

は
、新
し
く
ひ
ら
い
た
田
や

畑
地
に
つ
け
ら

れ
た
も
の
で
す
。

　

公
光
町
は
芦

屋
が
精
道
村
と

呼
ば
れ
て
い
た
大
正
時
代
、

交
通
や
道
路
な
ど
整
備
さ

れ
て
い
く
の
に
と
も
な
い

宅
地
造
成
が
進
め
ら
れ
、住

宅
地
と
な
り
ま
し
た
。

　

芦
屋
川
沿
い
の
芦
屋
警

察
署
は
、昭
和
二
年（
一
九

二
七
）に
建
て
ら
れ
た
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
て

の
建
物
で
す
。
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道
中
の
旅
人
が
休
憩
す
る
茶

屋
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

茶
屋
之
町
は
、大
正
時
代
か

ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
、田

畑
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
宅
地

造
成
が
進
み
住
宅
地
に
な
り

ま
し
た
。

　

昭
和
三
年（
一
九
二
八
）八

月
に
は「
三
八
商
店
街
」
が
ひ

ら
か
れ
て
い
ま
す
。

　
『
芦
屋 
村
誌 
』（
一
八
八
四
年

そ
ん
し

刊
）と
い
う
本
に「
西
芦
屋
・
東

芦
屋
・
山
芦
屋
・
水
車
芦
屋
・
茶

屋
芦
屋
・
樋
口
芦
屋
・
浜
芦
屋

の
七
つ
の
村
を
総
称
し
て
芦

屋
村
と
い
う
」と
書
か
れ
て
い

ま
す
。　

　

茶
屋
之
町
の
町
名
は
、西
国

街
道
に
関
係
の
あ
る
茶
屋
芦

屋
に
よ
り
ま
す
。古
い
地
図
を

み
る
と
、昔
の
西
国
街
道
が
芦

屋
に
入
り
、阪
神
国
道（
国
道

２
号
）に
交
わ
る
と
こ
ろ
に
茶

屋
之
町
が
あ
り
ま
す
。

　

街
道
は
、人
び
と
の
生
活
に

深
く
つ
な
が
る
大
切
な
道
で

た
い
へ
ん
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
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九
）に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
新

築
さ
れ
ま
し
た
。演
劇
な
ど
で
知
ら
れ

た
赤
レ
ン
ガ
造
り
の
寿
劇
場
が
大
正

十
年
に
開
館
し
ま
し
た
が
、昭
和
十
年

に
火
事
で
消
失
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�������	
������

��������������������	
����

����

�������

�������	
����������

�������	
�������������������� �	!"#$�

※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。


