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「芦屋のうつりかわり」
21.6×30.5㎝ ／135頁／

紙表紙・銀箔押し(ハードカバー )

   頒布額　500円

　市制施行50周年(平成２年11月10日)に発行した記念写真集

「芦屋のうつりかわり」の在庫本を、行政情報コーナー（市役所北

館１階）、ラポルテ市民サービスコーナーで頒布しています。

写真でみる芦屋の歴史

問い合わせ　広報課　 38-2006 

美術博物館「関西文化の日」
問い合わせ　美術博物館　 38-5432

　関西の２府７県３政令市と経済団体で構成する「関西広域連携協議会」では文化庁長官

が提唱した「関西元気文化圏構想」の一環として、美術館・博物館等の文化施設の無料開

放を行う「関西文化の日」事業を実施しています。

　本市でも、11月18日(土)・19日(日)の両日、美術博物館の催しを無料でご観賞いただけ

ます。

【「関西文化の日」の美術博物館の催し】

■開館時間　午前10時～午後５時（午後４時30分までに入館してください）

■展示内容　大坂慕情～なにわ四条派の系譜～

　兵庫県文化の父ともいわれ、情熱の詩人でもあった

富田砕花旧居は、毎週水曜日と日曜日に開館し、展示

資料や建物のたたずまいを楽しんでいただいています。

　このたび12月１日から来年３月31日までの水曜日に

限り、臨時休館いたします。

　なお、年末12月31日を除く毎週日曜日の午前10時か

ら午後４時(入館は午後３時まで)は従来どおり開館し

ていますので、お気軽にご来館ください。入場は無料

です。

「富田砕花旧居」臨時休館のお知らせ

富田砕花旧居（宮川町4-12）

谷崎潤一郎記念館の催し
問い合わせ　谷崎潤一郎記念館　 23-5852(伊勢町12-15)

　市役所ほか、箱根彫刻の森美術館やモンテベロ市にも作品が所蔵されている画家・森茂子

さん(仁科会会員、日本美術家連盟会友)の水彩画を展示。※最終日は、午後３時まで。

【ロビーギャラリー】「森茂子水彩画展」11月23日～12月23日　

■日程　11月25日・12月23日・１月27日・２月24日・３月31日・４月28日(第４土曜日)午前

10時～11時30分　 ■会場 　谷崎潤一郎記念館　 ■講師　ホトトギス同人・黒川悦子氏　■

受講料　各回2,500円(申し込み時に３回分支払い)　■定員　20人

【文学館講座】　「日本の伝統俳句」講座 　　　　　　　　　　

■日程　11月22日・12月６日・12月20日・１月10日・１月24日・２月14日(第２・４水曜日)

午前10時～正午　 ■会場 　谷崎潤一郎記念館　 ■講師　ＪＲ西日本ジパング倶楽部講師・

井上正三氏　■受講料　各回2,500円(申し込み時に３回分支払い)　■定員　20人

【文学館講座】　「楽しくスケッチ」講座 ＜全６回＞　　　　　

■日程　11月23日・12月21日・１月25日・２月22日・３月29日・４月26日(第４木曜日)午後

２時～３時30分　 ■会場 　谷崎潤一郎記念館　 ■講師　大阪芸術大学講師・篠原嘉彦氏　

■受講料　各回2,500円(申し込み時に３回分支払い)　■定員　20人

【文学館講座】　「あなたの思い出を物語に」文章講座＜全６回＞　　

■日程　11月17日・12月15日・１月19日・２月16日・３月16日・４月20日(第３金曜日)午前

10時～11時30分　 ■会場 　市民センター401室　 ■講師　京都橘大学名誉教授・鈴木紀子氏

■受講料　各回1,000円(申し込み時に６回分支払い)　■定員　120人

【文学館講座】　「源氏物語」講座　　　　　　　　　　　　　

■日程　11月２日・12月７日・１月18日・２月１日・３月１日・４月５日(第１木曜日)午前

10時30分～正午　 ■会場 　谷崎潤一郎記念館　 ■講師　京都橘大学名誉教授・鈴木紀子氏

■受講料　各回2,500円(申し込み時に３回分支払い)　■定員　20人

【文学館講座】　「和泉式部日記」講座 ＜全６回＞　　　　　　

モンテベロ市から代表を迎え、姉妹都市提携締結

を祝う市民　(昭和36年５月24日・市役所前広場)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
   　
　
　

文
・
あ
し
や
民
話
の
会

             　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絵
・
竹
本
温
子
さ
ん

　

あ
し
や
川
の
上
流
に
あ
る
水
車
谷
は
、
む
か
し
、
た
く

さ
ん
の
水
車
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
や
。

　

そ
の
水
車
で
は
、
お
酒
を
造
る
元
の
お
米
を
つ
い

と
っ
た
。
そ
の
お
米
で
、
で
き
た
お
酒
は
、
京
の
都
の
御

所
な
ど
に
納
め
ら
れ
る
と
あ
っ
て
、
水
車
は
、
特
別
の
扱

い
を
受
け
と
っ
た
。

　

水
車
で
働
く
人
も
、
あ
し
や
の
人
だ
け
で
な
く
、
遠
く

の
村
か
ら
選
ば
れ
た
人
が
来
て
お
っ
た
。

　

あ
る
年
の
こ
と
や
、
水
車
の
ひ
と
つ
、
金
兵
衛
車
に
、

丹
波
か
ら
若
者
が
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

若
者
に
は
、
つ
ね
日
ご
ろ
、
大
そ
う
仲
よ
う
し
て
い
る

娘
が
い
た
。
美
し
い
、
気
だ
て
の
え
え
子
や
っ
た
。
若

者
が
あ
し
や
に
行
く
と
聞
い
て
、

「
え
っ
。
あ
し
や
へ
働
き
に
い
く
っ
て
、
本
当
か
え
」

「
そ
う
じ
ゃ
、
わ
し
は
選
ば
れ
た
ん
じ
ゃ
。
家
の
も
の

も
、
み
ん
な
、
名
誉
じ
ゃ
と
喜
ん
で
お
る
。
」

「
い
い
え
、
決
し
て
行
か
な
い
で
お
く
れ
。
行
く
な
ら
、

わ
た
し
も
連
れ
て
い
っ
て
お
く
れ
。
」

「
何
を
い
う
。
そ
ん
な
こ
と
、
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
」

　

若
者
も
、
娘
と
別
れ
る
の
が
つ
ら
か
っ
た
。
で
き
る

こ
と
な
ら
、
娘
と
一
緒
に
こ
こ
に
お
り
た
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
と
り
す
が
る
娘
を
ふ
り
切
る
よ
う
に
し
て
、

あ
し
や
に
行
っ
て
し
も
う
た
。

　

ひ
と
り
残
さ
れ
た
む
す
め
は
、
毎
日
、
悲
し
く
て
泣
い

て
ば
か
り
し
て
お
っ
た
。

　

そ
し
て
若
者
を
思
い
、
食
事
も
の
ど
に
通
ら
な
い
よ

う
に
な
っ
た
。
両
親
は
心
配
し
た
。

「
娘
や
、
あ
し
や
に
行
っ
て
し
も
う
た
よ
う
な
者
の
こ

と
な
ど
、
忘
れ
て
お
く
れ
。

　

そ
れ
よ
り
、
え
え
嫁
入
り
の
話
が
あ
る
。
ど
れ
も
、
え

え

男

ば

っ

か

り

じ

ゃ
。
家

が

ら

も
、
ず

う

っ

と

上

じ
ゃ
。
」

　

そ
う
い
っ
て
は
、
お
見
合
い
を
さ
せ
、
あ
し
や
に
行
っ

た
男
の
こ
と
な
ど
、
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
お
っ
た
。

　

し
か
し
、
娘
は
耳
を
か
さ
ず
、
ど
の
話
も
断
る
始
末
。

両
親
も
、
ほ
と
ほ
と
困
っ
て
し
も
う
た
。

　

あ
る
日
の
こ
と
、
娘
は
、
若
者
に
会
い
た
い
一
心
で
、

黙
っ
て
家
を
出
た
。

　

夜
、
暗
い
う
ち
の
こ
と
や
っ
た
。

　

丹
波
と
あ
し
や
の
間
に
は
、
六
甲
の
山
が
ふ
さ
が
る

よ
う
に
、
そ
び
え
て
い
た
。

　

ま
っ
暗
な
山
の
中
、
の
ぼ
り
坂
を
ひ
た
走
り
に
走
っ

た
。
遠
く
の
野
犬
の
声
に
お
び
え
、
泣
き
出
し
た
い
の

を
こ
ら
え
て
走
っ
た
。

　

き
ち
ん
と
結
い
上
げ
て
あ
っ
た
髪
は
、
バ
ラ
バ
ラ
に

乱
れ
、
着
物
は
、
け
つ
ま
づ
い
た
か
ビ
リ
ビ
リ
に
さ
け
、

足
は
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
い
た
。

　

苦
労
に
苦
労
を
重
ね
、
や
っ
と
あ
し
や
に
た
ど
り
つ

い
た
も
の
の
、
娘
に
と
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
知
ら
ん
土
地

や
っ
た
。

（
水
車
は
川
に
あ
る
）

　

そ
う
思
っ
て
、
川
を
さ
が
し
た
。
川
辺
に
立
っ
た
娘

は
、
あ
り
っ
た
け
の
声
で
さ
け
ん
だ
。

「
金
兵
衛
車
（
き
ん
べ
え
ぐ
る
ま
）
を
知
ら
ん
か
あ
。

金
兵
衛
車
は
ど
こ
じ
ゃ
。
」

　

そ
の
声
は
あ
た
り
の
谷
に
ひ
び
き
、
こ
だ
ま
が
返
っ

て
く
る
。

　

そ
の
声
に
気
づ
い
た
親
切
な
村
人
が
、
娘
を
金
兵
衛

車
に
案
内
し
た
。

　

娘
は
、
夢
の
よ
う
だ
と
喜
び
、
連
れ
て

き
て
く
れ
た
村
人
に
厚
く
礼
を
い
う
た
。

　

金
兵
衛
車
の
前
に
立
っ
た
娘
は
、
は
や

る
心
を
お
さ
え
な
が
ら
、
い
と
し
い
人
の

名
を
呼
ん
だ
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
戸
が
あ
い
た
。

　

出
て
き
た
の
は
な
ん
と
、
こ
の
水
車
小

屋
の
主
人
、
金
兵
衛
で
あ
っ
た
。

　

金
兵
衛
は
、
じ
ろ
り
と
、
つ
め
た
い
目

で
娘
を
み
た
。
そ
し
て
「
ふ
ふ
ん
」
と
、

い
じ
わ
る
そ
う
に
笑
ろ
た
。

「
お
ま
え
が
、
だ
れ
か
は
知
ら
ん
が
、
こ
の
水
車
で
働
い

と
る
も
ん
に
は
、
だ
れ
も
、
会
わ
せ
ら
れ
ん
。
」

　

つ
き
は
な
す
よ
う
に
い
う
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

「
こ
こ
の
米
は
、
だ
い
じ
な
酒
に
な
る
の
じ
ゃ
。
こ
の

川
で
身
を
清
め
、
米
を
つ
い
と
る
の
や
か
ら
、
つ
き
上
が

る
ま
で
は
、
会
わ
せ
ら
れ
ん
。
」

と
、
酒
米
を
つ
く
こ
と
の
大
切
な
こ
と
ば
か
り
を
い
う

た
。
娘
は
、
悲
し
く
て
、
悲
し
く
て
、
若
者
の
名
を
呼
び

続
け
た
。
そ
し
て
、

「
お
願
い
で
す
。
一
目
、
一
目
だ
け
で
も
、
会
わ
せ
て
く

だ
さ
れ
。
」

　

な
ん
ど
も
、
な
ん
ど
も
、
頼
ん
だ
。

　

し
か
し
金
兵
衛
は
、
首
を
横
に
ふ
る
ば
か
り
。

「
い
く
ら
泣
い
て
た
の
ん
で
も
む
だ
じ
ゃ
。
と
っ
と
と

帰
れ
。
」

　

鬼
の
よ
う
な
金
兵
衛
の
こ
と
ば
に
、
ほ
と
ほ
と
困
り

果
て
た
娘
は
、
水
車
を
後
に
し
、
山
手
へ
走
り
こ
ん
で

い
っ
た
。

　

し

ば

ら
く

し

て

あ
ら
わ
れ
た
と
き
、

両
手
に
サ
カ
キ
の

小
枝
を
持
っ
て
い

た
。

　

も
う
、
娘
は
、
普

通

の

人

で

は

な

か

っ

た
。
長

い

髪

の
毛
を
ふ
り
乱
し
、

若
者
の
名
を
呼
び

続
け
た
。

　

そ
れ
で
も
、
果
た
せ
ぬ
と
わ
か
る
と
、
大
き
な
声
で
呪

文
（
じ
ゅ
も
ん
）
を
と
な
え
、
金
兵
衛
車
の
ま
わ
り
を
、
サ

カ
キ
の
小
枝
を
か
か
げ
て
、
ま
わ
り
は
じ
め
た
。

　

目
は
ラ
ン
ラ
ン
と
あ
や
し
く
輝
き
、
白
い
顔
と
着
物

か
ら
は
み
で
た
手
も
足
も
血
の
け
が
な
く
、
ま
る
で
ろ

う
人
形
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
、
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
て
い
る
娘
の
全
身
か

ら
、
青
白
い
光
が
で
は
じ
め
た
。

　

そ
し
て
、
ま
っ
か
な
炎
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
炎
は
、
娘
の
体
を
包
み
、
渦
と
な
っ
て
小
屋
の
ま

わ
り
を
ま
わ
り
は
じ
め
た
。

　

炎
の
渦
は
、
金
兵
衛
車
を
残
し
て
空
に
舞
い
上
が
り
、

や
が
て
、
そ
れ
も
消
え
た
。

　

そ
の
夜
、
だ
れ
が
火
を
つ
け
た
の
か
、
金
兵
衛
車
も
、

燃
え
は
じ
め
た
。

　

あ
れ
よ
、
あ
れ
よ
と
、
人
び
と
が
見
守
る
な
か
で
、
火

の
車
と
な
っ
た
金
兵
衛
車
は
、
空
中
に
浮
か
び
、
炎
の
舞

い
を
見
せ
、
や
が
て
、
や
み
夜
の
か
な
た
に
消
え
て
い
っ

た
と
い
う
。

　

ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
金
兵
衛
車
の
主
人
も
若
者
も
、
そ

し
て
、
水
車
小
屋
の
中
の
か
ら
う
す
で
さ
え
も
、
こ
の
世

に
何
ひ
と
つ
残
さ
ず
、
消
え
て
い
っ
た
そ
う
な
。

　

こ
の
話
を
、
子
ど
も
た
ち
は
「
金
兵
衛
車
、
や
け
車
」
と

歌
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
こ
ろ
の
他
の
水
車
小
屋
で
使
っ
て
い
た
石
う
す

は
今
に
残
り
、
六
甲
山
の
の
ぼ
り
口
、
あ
し
や
川
の
す
ぐ

そ
ば
の
民
家
の
石
が
き
に
は
め
こ
ま
れ
て
、
今
も
そ
の

む
か
し
を
伝
え
て
い
る
。

●
「
あ
し
や
の
民
話
」
は
、
芦
屋
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た

　

お
話
を
、
三
好
美
佐
子
先
生
を
は
じ
め
、
民
話
を
研
究
す

　

る
グ
ル
ー
プ
の
皆
さ
ん
が
収
集
整
理
し
て
、
や
さ
し
く
民

　

話
の
形
に
整
え
ら
れ
、
平
成
十
一
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の

　

で
す
。


