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浜
芦
屋
の
町
名
は
、
芦
屋
浜

に
近
い
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

む
か
し
の
小
字
名
の 
辰
新
田 

た
つ
し
ん
で
ん

は
、
松
浜
町
と
同
じ
く
江
戸
時

代
に
田
地
の
開
発
が
行
わ
れ
た

と
こ
ろ
で
す
。

　

大
正
時
代
に
な
っ
て
、
芦
屋

川
沿
い
に
宅
地
造
成
が
進
め
ら

れ
た
こ
ろ
に
次
々
と
家
が
建
ち
、

住
宅
地
に
な
り
ま
し
た
。

　

芦
屋
公
園（
芦
屋
川
遊
園
地
）

が
で
き
た
の
も
こ
の
時
で
す
。

公
園
の
松
の
あ
る
風
景
は
、
そ

の
こ
ろ
の
文
学
の
名
作
の
中
に

も
よ
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。　

　

公
園
の
中
に
は
、
芦
屋
川
の

改
修
工
事
な
ど
に
尽
く
し
た
精

道
村
町
を
た
た
え
た
記
念
碑
や
、

む
か
し
弓
の
名
人
の
源
頼
政
が

京
都
で
怪
物
の
ぬ
え
を
退
治
し
、

そ
の
死
が
い
が
芦
屋
浜
に
流
れ

つ
い
た
の
で
葬
っ
た
と
伝
え
る

「
ぬ
え
塚
」の
碑
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
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大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）六
月
、今
の

市
役
所
の
北
側
に
、そ
の
こ
ろ
日
本
一
と

い
わ
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の

精
道
村
役
場
が
で
き
ま
し
た
。　
　
　

　

小
字
名
の 
樋
ノ
口
新
田 
は
、む
か
し
開

ひ
の
く
ち
し
ん
で
ん

か
れ
た
田
地
の
地
名
で
す
。明
治
に
な
っ

て
、鉄
道
や
電
灯
が
つ
き
、い
ち
早
く
住

宅
や
学
校
・
役
場
・
郵
便
な
ど
の
公
共
施

設
が
整
え
ら
れ
・
道
路
・
緑
地
・
建
物
な
ど

の
都
市
施
設
発
展
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な

り
ま
し
た
。

　

明
治
十
九
年（
一
八
八
六
）、芦
屋
小

学
校
は
、精
道
小
学
校
に
呼
び
名
を
変

え
ま
し
た
。「
精
道
」の
と
い
う
言
葉
は

「 
養
精
修
道
 」か
ら
二
字
を
と
っ
て

よ
う
じ
ょ
う
し
ゅ
う
ど
う

付
け
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

町
名
の
精
道
は
、精
道
小
学
校
に
よ

り
ま
す
。明
治
二
十
二
年
の
四
月
、江

戸
時
代
の
芦
屋
・
三
条
・
津
知
・
打
出
の

四
つ
の
村
が
一
つ
に
な
っ
て
、精
道
小

学
校
の
校
名
を
と
っ
て
精
道
村
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
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芦
屋
川
の
西
、
国
道　

号
43

の
南
側
が
平
田
町
で
北
側

が
平
田
北
町
に
分
か
れ
て

い
ま
す
が
、
む
か
し
芦
屋
村

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
ろ
は
、

二
つ
の
町
の
小
字
名
は
平

田
で
し
た
。
平
田
は
平
た

ん
な
土
地
と
田
地
が
あ
っ

た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

大
正
時
代
か
ら
昭
和
の

初
め
に
か
け
て
、
芦
屋
浜
に

近
い
白
砂
青
松
に
恵
ま
れ

た
住
宅
地
と

し
て
宅
地
造
成
が
行
わ

れ
、
広
い
庭
や
樹
木
の
多
い

和
風
や
洋
風
の
住
宅
が
増

え
ま
し
た
。

　

町
の
西
側
を 
傍
示 
川
が

ぼ
う
じ

流
れ
て
い
ま
す
が
、
傍
示
は

神
戸
市
と
の
境
界
を
示
し

て
い
ま
す
。
芦
屋
川
に
か

か
る
、
ぬ
え
塚
橋
の
名
前
は
、

対
岸
の
芦
屋
公
園
内
に
あ

る「
ぬ
え
塚
」の
伝
説
に
よ

り
ま
す
。
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む
か
し
の
小
字
に 
古
新
田 

ふ
る
し
ん
で
ん

と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
が
、

江
戸
時
代
の
前
期
、お
よ
そ

三
百
年
ほ
ど
前
に
耕
作
の
た

め
の
田
地
が
開
発
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
す
。竹
園
の
町
名
は
、

竹
林
や
緑
地
が
多
か
っ
た
の

で
付
け
ら
れ
ま
し
た
。む
か

し
の
集
落
が
発
展
し
て
い
く

方
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

西
国
街
道
の
浜
街
道（
国

道　

号
）に
面
し
て
い
た
の

43
で
、道
中
の
旅
人
は
、白
砂
青

松
の
芦
屋
浜
を
見
て
、潮
風

や
波
の
光
に
旅
の
疲
れ
を
癒

し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

芦
屋
浜
に
近
い
平
た
ん
地

の
竹
園
町
は
、交
通
の
発
達

と
と
も
に
大
正
時
代
の
初
め

か
ら
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
に
、

ほ
と
ん
ど
住
宅
地
に
変
わ
り

ま
し
た
。
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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


