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楢
重
は
昭
和
元
年（
三
十

九
歳
の
時
）に
、住
み
慣
れ

た
大
阪
を
離
れ
、芦
屋
に
移

り
住
み
ま
し
た
。転
居
先
の

武
庫
郡
精
道
村
平
田
三
九

二
番
地（
現
川
西
町
一
五
―

一
九
）は
、楢
重
を
支
援
す

る
心
斎
橋
の
呉
服
商「
小
大

丸
」社
長
・
白
井
忠
三
郎
の

別
荘
地
で
し
た
。

　

芦
屋
の
印
象
に
つ
い
て

楢
重
は「
永
い
間
の
都
会
生

活
に
比
し
て
、何
と
も
い
え

ず
新
鮮
な
心
地
が
す
る
」

（
随
筆「
夏
の
水
難
」）と
言

い
、そ
の
雰
囲
気
に
つ
い
て

「
気
候
は
私
た
ち
の
如
く
ほ

そ
ぼ
そ
と
生
き
て
い
る
も

の
に
と
っ
て
は
先
ず
結
構

で
申
分
は
な
い
。そ
し
て
非

常
に
明
る
い
事
が
、私
た
ち

淋
し
が
り
屋
の
た
め
に
適

当
し
て
い
る
よ
う
だ
」（
随
筆「
芦
屋
風

景
」）と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
大
阪
は
、近
代
化
の
真
っ
只
中

で
、工
場
地
帯
の
煤
煙
な
ど
に
よ
る
大
気

汚
染
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
大
阪
と
比
べ
て
、北
に
六
甲

山
、南
に
大
阪
湾
を
望
む
風
光
明
媚
な
芦

屋
は
、楢
重
に
と
っ
て
、さ
ぞ
新
鮮
な
環
境

だ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
楢
重
が
芦
屋
に
転
居
し
た
理
由
は
、

も
う
一
つ
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
は
、よ
り
よ

い
制
作
環
境
の
充
実
の
た
め
で
す
。

　

大
阪
時
代
に
は
日
本
家
屋
の
長
屋
、六

畳
間
を
ア
ト
リ
エ
に
し
て
お
り
、和
室
で

裸
婦
像
を
描
く
こ
と（
そ
れ
も
油
絵
）を

「
何
と
難
儀
な
事
件
で
あ
る
事
だ
ろ
う
」

（
随
筆「
裸
婦
漫
談
」）と
嘆
い
て
い
ま
す
。

　

楢
重
は
転
居
翌
年
の
昭
和
二
年
、念
願

だ
っ
た
西
洋
風
の
ア
ト
リ
エ（
友
人
の
建

築
家
・
笹
川
愼
一
に
よ
る
設
計
）を
獲
得
し
、

思
う
存
分
キ
ャ
ン
バ
ス
の
上
で
、自
ら
の

芸
術
を
追
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。ア
ト
リ
エ
は
昭
和
六
十
二
年
に
解

体
さ
れ
ま
し
た
が
、現
在
は
美
術
博
物
館

の
敷
地
内
に
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
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楢
重
の
遺
作
と
し
て
有
名
な
作
品
に

�
�
�
�
�
�
�
	
�
（
ウ
ッ
ド
ワ
ン
美
術

館
蔵
）が
あ
り
ま
す
。伐
採
さ
れ
た
松
の
木

と
、後
ろ
に
見
え
る
阪
神
電
車
、高
所
の
架

線
に
た
た
ず
む
人（
架
線
修
理
工
?
）と
い

う
、何
と
も
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
作

品
で
す
が
、楢
重
は
こ
の
作
品
以
前
に
も

裏
庭
か
ら
見
た
風
景
を
い
く
つ
か
描
い
て

い
ま
す
。

　�
�
�
�
�
�
�
	
�
（
高
島
屋
史
料
館
蔵
）

で
は
、生
い
茂
る
樹
木
や
草
花
、そ
し
て
空

地
の
後
ろ
に
、紫
色
に
染
ま
る
夕
景
と
阪

神
電
車
の
線
路
が
見
え
ま
す
。右
側
に
建

つ
洋
館
は
、白
井
家
の
別
荘
で
す
。

　

楢
重
自
身
、描
き
た
い
気

持
ち
は
抱
き
つ
つ
も
、裸
婦

や
静
物
画
に
比
べ
、芦
屋
で

制
作
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

か
っ
た
風
景
画
で
す
が
、こ

の
裏
庭
の
景
色
は
身
近
に
あ

る
気
に
入
っ
た
風
景
だ
っ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。こ
こ
は
現
在
、体
育
館
・
青
少
年

セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
お
り
、当
時
の
面
影
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楢
重
は
随
筆「
芦
屋
風
景
」の
な
か
で
、

芦
屋
の
景
色
を
滞
欧
中
に
み
た
南
仏
や

ニ
ー
ス
な
ど
の
地
中
海
沿
岸
に
例
え
な
が

ら
、風
景
の
描
き
に
く
さ
に
つ
い
て「
白
と

堅
い
み
ど
り
の
調
和
は
画
面
に
決
し
て
愉

快
な
調
和
を
与
え
な
い
」と
悲
観
し
て
い

ま
す
。本
来
南
仏
で
は
オ
リ
ー
ブ
が
生
え

て
い
る
と
こ
ろ
が
、芦
屋
は
黒
く
て
堅
い

松
の
木
。ま
た
白
い
砂
は
、光
を
反
射
す
る

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、阪
神
電
車

の
架
線
鉄
柱
と
傾
斜
角（
東
に
向
け
て
少

し
坂
に
な
っ
て
い
ま
す
）の
み
が
、楢
重
の

見
た
風
景
に
想
い
を
馳
せ
る
数
少
な
い
手

掛
か
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
と
か
ら
、白
砂
青
松
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
は
、決
し
て
油
絵
に

適
し
た
風
景
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。

　

そ
ん
な
楢
重
が
描
い
た
数
少

な
い
浜
辺
の
景
色
が��
�
�

�
�
（
美
術
博
物
館
蔵
）で
す
。

　

一
九
三
〇
年
に
個
人
宅
の
新

築
祝
い
に
制
作
さ
れ
た
本
作
は
、

自
宅
か
ら
も
そ
う
遠
く
な
い
芦

屋
川
の
河
口
付
近
で
描
か
れ
ま

し
た
。楢
重
が
憂
慮
し
た
松
と

砂
浜
の
組
み
合
わ
せ
は
、決
し

て
ぎ
ら
つ
い
た
も
の
で
は
な
く
、

穏
や
か
海
辺
と
陽
春
の
空
を
背

景
に
、見
事
な
調
和
を
生
み
出
し
て
い
ま

す
。と
も
す
れ
ば
単
調
に
な
り
が
ち
な
遠

近
の
空
間
も
、停
泊
す
る
漁
船
と
、女
性
た

ち
が
持
つ
赤
い
パ
ラ
ソ
ル
に
よ
っ
て
、

す
っ
き
り
と
引
き
締
ま
っ
て
見
え
ま
す
。

　

現
在
、海
岸
は
防
潮
堤
線
と
な
り
、海
辺

の
面
影
は
河
口
部
の
み
と
な
り
ま
し
た
が
、

散
歩
や
休
憩
な
ど
、水
辺
に
集
う
人
々
の

姿
は
、今
も
昔
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
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����������������	
��
���　１月８日（土）午後２時～３時　���　阪大
生によるトーク〈大阪大学総合学術博物館連携事業〉
��������	
���
���　１月９日（日）午後２時～２時30分　
��������	
�������
���　１月13日（木）午前10時～正午〈雨天中止〉　�
���　地下鉄長堀橋駅⑥番出口（集合）⇒島之内・千
日前・道頓堀・心斎橋　���　先着10人　����　
1,000円（地図・保険料含む）＊昼食・交通費別　���
��　ファクス（�38-5434）で美術博物館へ　

��������	
�
���　１月15日（土）午後２時～２時30分　
��������	
������
���　①１月29日（土）②２月５日（土）／午
後１時30分～４時　���　体験学習室　�
��　造形作家・山本修司氏　���　①②
親子各18組〈先着順〉　����　2,500円　

�����　住所・氏名・
ファクス番号・希望日を
明記し、ファクス（�38-
5434）で美術博物館「芦屋
の鉄道・ジオラマ係」へ　
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