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名
高
い
お
坊
さ
ん
で
行
基（
ぎ
ょ
う
き
）と

い
う
人
が
建
て
た
と
伝
え
ら
れ
る
立
派
な

お
寺
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
こ
の
あ
た
り
の
土
の
中

か
ら
た
く
さ
ん
の
古
い
瓦
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
が
、
ま
だ
お
寺
の
建
物
の
跡
が
見

つ
か
ら
な
い
の
で「
幻
の
芦
屋
廃
寺
」と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
こ
の
場
所

に
薬
師
堂
が
建
て
ら
れ
、「
お
薬
師
さ
ん
」

と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

か
つ
て
、薬
師
堂
付
近
に
は
、「
潮
見
の

松
」と
呼
ば
れ
た
松
の
木
が
あ
り
ま
し
た
。

昔
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
芦
屋
沖
を
見
る
と
、

紀
州
熊
野（
和
歌
山
県
）の
あ
た
り
か
ら
美

し
い
虹
の
よ
う
な
潮
筋
が
流
れ
て
き
て
、

芦
屋
沖
か
ら
薬
師
堂
の
下
に
通
じ
、
潮
湯

が
湧
き
出
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、熊
野
権
現（
く
ま
の
ご
ん
げ

ん
）の
神
様
の
力
に
よ
っ
て
、薬
師
堂
の
地

　

阪
急
芦
屋
川
駅
か
ら
水
道
筋
を
西
へ
三

百
ｍ
ほ
ど
行
く
と
、『
芦
屋
廃
寺
跡
』
と
刻

ま
れ
た
石
文
が
道
路
に
建
っ
て
い
ま
す
。

昔
の
記
録
に「
塩
通
山
法
恩
寺（
え
ん
つ
う

ざ
ん
ほ
う
お
ん
じ
）」の
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
に
奈
良
時
代
の
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下
を
く
ぐ
っ
た
潮
湯
は
、さ
ら
に
有
馬
の

温
泉
に
通
じ
て
い
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

昔
か
ら
温
泉
地
に
は
、薬
師
如
来（
病

気
を
治
す
と
い
う
仏
像
）を
お
祭
り
す
る

よ
う
に
、有
馬
温
泉
に
も
薬
師
仏
を
お
祭

り
し
て
い
ま
す
。だ
か
ら
有
馬
の
温
泉
寺

の
お
坊
さ
ん
は
、芦
屋
の
お
薬
師
さ
ん
を

「
有
馬
温
泉
の
奥
の
院（
神
様
の
魂
を
安

置
す
る
と
こ
ろ
）」と
考
え
て
、毎
月
、山

を
越
え
て
芦
屋
の
薬
師
堂
に
お
参
り
し

て
い
ま
し
た
。
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北
の
田
ん
ぼ
の
中
に
大
き
な
塚
が
あ
っ
て
、

そ
の
周
り
に
道
が
作
ら
れ
、大
き
な
松
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
打
出
名
所
は
、数
々
あ
れ
ど
、わ
け
て

名
高
い
黄
金
塚
」と
打
出
の

 
神
輿 
か
き
音
頭
に
も
歌
わ

み
こ
し

れ
、街
道
を
行
く
人
々
が
お

参
り
す
る
名
所
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

今
も
金
津
山
は
、阪
神
電

車「
打
出
駅
」の
少
し
北
に

あ
り
ま
す
。民
家
に
囲
ま
れ

た
小
高
い
塚
は
、「
金
津
山

古
墳
」と
呼
ば
れ
、大
切
に

守
ら
れ
、昔
の
打
出
の
風
景

を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

昔
、芦
屋
地
方
を
治
め
て
い
た
阿
保
親

王
は
、打
出
の
地
に
別
荘
を
建
て
て
村
人

た
ち
を
愛
し
、親
し
み
を
も
っ
て
接
し
て

い
ま
し
た
。村
人
た
ち
も
親
王
さ
ん
と

い
っ
て
、た
い
そ
う
敬
っ
て
い
ま
し
た
。

　

親
王
は
、村
人
た
ち
に「
も
し
、自
然
の

災
害
な
ど
で
困
っ
た
と
き
に
は
、こ
の
塚

を
掘
っ
て
役
立
て
る
よ
う
に
」と
、塚
に
宝

物
を
埋
め
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、次
の
よ

う
な
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　　　

こ
の
塚
は
、 金
津
山 
・ 
黄
金
塚 
・ 
金
塚 
な

か
な
つ
や
ま 
こ
が
ね
づ
か 
か
な
づ
か

ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、百
九
十
年
ほ

ど
昔
の
絵
図
を
見
ま
す
と
、街
道
の
す
ぐ

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

昔
の
本
に「
鵺
塚
、芦
屋
川
住
吉
川
の
間

に
あ
り
、今
は
定
か
な
ら
ず
」と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　

今
、芦
屋
川
に
沿
っ
た
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

の
北
側
、芦
屋
公
園
の
中
に 
鵺
塚 
が
あ
り

ぬ
え
づ
か

ま
す
が
、こ
れ
は
、大
正
六
年
に
造
ら
れ
た

も
の
で
す
。

　

昔 
、
源
頼
政
 と
い
う
弓
の
名
人
が
、

み
な
も
と
の
よ
り
ま
さ

京
都
の
御
所
を
騒
が
す
怪
物
を
討
ち
取
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
夜
も 
丑 
の 
刻 

う
し 

こ
く

（
午
前
二
時
こ
ろ
）に
な
る
と
、三
条
の
森

の
あ
た
り
か
ら
怪
し
い
黒
雲
が
わ
い
て
、

 
鵺 
と
い
う
鳥
の
鳴
声
に
似
た
、も
の
悲
し

ぬ
えい

鳴
声
が
伝
わ
る
と
、天
皇
は
大
変
苦
し

み
だ
さ
れ
る
の
で
し
た
。

　

頼
政
は
、弓
矢
を
用
意
し
て
静
か
に
目

を
閉
じ
、神
に
祈
り
、空
を
見
上
げ
る
と
、

雲
の
間
に
怪
し
い
影
が
見
え
ま
し
た
。こ

の
時
と
ば
か
り
、矢
を
放
つ
と
手
応
え
が

あ
り
、大
き
な
音
と
と
も
に
怪
物
が
落
ち

て
き
ま
し
た
。よ
く
見
る
と
、頭
が
サ
ル
、

体
は
タ
ヌ
キ
、手
足
は
ト
ラ
、尾
は
ヘ
ビ
と

い
う
妖
怪
で
し
た
。

　

人
々
は
驚
き
、そ
の
死
体
を
丸
木
舟
に

乗
せ
て
川
に
流
し
た
と
こ
ろ
、淀
川
か
ら

大
阪
湾
を
流
れ
、は
る
か
芦
屋
の
浜
に
流

れ
着
き
ま
し
た
。こ
れ
を
見
た
村
人
た
ち

は
、た
た
り
を
恐
れ
て
、て
い
ね
い
に
塚
を

作
っ
て 
弔 
い
、こ
の
塚
の
こ
と
を「

と
む
ら

 
鵺
塚 
」

ぬ
え
づ
か
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朝
日
さ
す
入
日
輝
く
こ
の
下
に

　
　
　

金
千
枚　

瓦
万
枚

�������	
���

　

塩
通
山
の
呼
び
名
も
、こ
の
こ
と
に

よ
り
ま
す
。
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■��　１月13日（日）①午前10時～  　
　　　　②午前11時～
������①体育館・青少年センター　
　　　　②川西運動場〈雨天中止〉
���　①市長式辞・表彰等・マーチ　
　　　　　ング演奏〈精道中吹奏楽部〉
　　　　②だんじりばやし〈精道地車
　　　　　保存会〉・模擬演技〈少年消
　　　　　防クラブ〉・救急救助模擬演
　　　　　技・一斉放水

■��　１月26日（土）①午前10時～11時51分②午後２時～３時51分
���　上宮川文化センター３階
             ホール
���　クラウディオ・ビジオ/アニー

タ・カプリオーリほか/ジュリ
オ・マンフレドニア監督作品
（2008年・イタリア映画・111分）

���　①②各先着150人
　　　　＊直接会場へ

��������	
�����������������	
���������

�������	
�����

�������	
�������������������
����������	
��	�����������������
�

�������	
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４時30分ま
展示。特設
をあてま
震災の圧
経験を語

��������	 
�����������������
４時30分ま
　書道家・

２月１日・
各16人　

�

�������� 山中市長 年頭のごあいさつ

��������新春特別企画
�������市長に聞いてみよう！小学生から市長に質問
　　　　　　　～未来の芦屋へ～
�

�� � � ���１.17芦屋市「祈りと誓い」 � 　

����
������

①9 :00

②12:00

③15:00

④18:00

⑤22:30
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い
、
家
の
人
に
様
子
を
尋
ね
ま
す
と
、
そ

れ
が
月
若
で
あ
り
、
広
い
土
地
が
月
若
の

物
で
あ
る
こ
と
を
書
い
た
大
切
な
書
類
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

時
頼
は
、
深
く
月
若
に
同
情
し
て
藤
栄

の
し
た
こ
と
を
怒
り
、
藤
栄
の
い
る
と
こ

ろ
へ
案
内
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

そ
の
日
、
藤
栄
は
立
派
な
衣
服
を
着
て
、

笛
や
太
鼓
で
船
遊
び
を
楽
し
み
、
一
曲
を

舞
っ
て
い
ま
し
た
。
時
頼
は
、
静
か
に
そ

の
船
に
近
づ
き
「
見
事
な
舞
じ
ゃ
、
も
う

一
曲
舞
っ
て
く
だ
さ
ら
ぬ
か
」
と
声
を
掛

け
ま
し
た
。
思
わ
ぬ
人
の
声
に
藤
栄
は
、

修
業
僧
が
楽
し
み
の
邪
魔
を
し
た
と
怒
り

ま
し
た
。
全
く
落
ち
着
い
た
僧
の
様
子
に
、

ま
す
ま
す
怒
り
出
し
ま
し
た
。
す
る
と
修

業
僧
は
、
さ
っ
と
か
ぶ
っ
て
い
た
笠
を
取

り
、
大
き
な
声
で
「
わ
れ
こ
そ
最
明
寺
時

頼
で
あ
る
。
諸
国
を
修
業
し
て
回
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
間
違
い
を
正
す
た
め
で
あ

る
」
と
厳
し
く
い
い
ま
し
た
。

　

藤
栄
は
じ
め
船
遊
び
の
人
々
は
、た
い

で
、
月
若
の
叔
父
に
当
た
る
藤
栄
を
よ
ん

で
「
自
分
が
い
な
く
な
っ
た
後
は
、
月
若

丸
を
助
け
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
い
残
し

て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

藤
栄
は
、
月
若
を
自
分
の
家
に
引
き
取

り
ま
し
た
が
、
よ
く
な
い
考
え
を
起
こ
し

ま
し
た
。
月
若
の
持
っ
て
い
る
広
い
土

地
を
自
分
の
も
の
に
し
、
月
若
を
邪
魔
者

に
し
て
、
と
う
と
う
家
か
ら
追
い
出
し
ま

し
た
。

　

た
ま
た
ま
、
修
業
僧
の
姿
を
し
た
最
明

寺
時
頼
が
旅
の
途
中
に
芦
屋
の
里
を
通
り

ま
し
た
。
日
が
沈
み
夕
暮
れ
に
な
っ
た
の

で
、
浜
辺
近
く
の
塩
を
焼

い
て
い
る
小
さ
な
草
葺

の
小
屋
を
見
つ
け
、
一
夜

の
宿
を
取
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
板
で
囲
っ

た
隙
間
か
ら
月
の
光
が

漏
れ
て
く
る
小
さ
な
部

屋
で
す
が
、
き
れ
い
に
清

め
ら
れ
て
い
て
、
ど
こ
と

な
く
気
高
い
感
じ
の
す

る
少
年
が
目
に
留
ま
り

ま
し
た
。
不
思
議
に
思

　

月
若
公
園
の
あ
た
り
は
、
月
若
町
や
月

若
橋
の
名
前
が
あ
り
ま
す
が
、
次
の
よ
う

な
お
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

北
条
時
頼
と
い
う
人
が
国
を
治
め
て
い

た
、
今
か
ら
七
百
年
余
り
昔
の
こ
と
で
す
。

　

時
頼
は
、
自
分
の
子
の
時
宗
に
執
権
の

職
を
譲
っ
て
、
最
明
寺
時
頼
と
名
乗
り
、

修
業
僧
に
姿
を
変
え
て
旅
に
出
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
芦
屋
の
西
芦
屋
村
に
芦
屋

藤
左
衛
門
と
い
う
人
が
い
て
、
広
い
土
地

を
持
ち
、
あ
ち
こ
ち
の
村
里
に
も
そ
の
名

が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
藤
左
衛
門
は
、

そ
の
子
の
月
若
丸
が
ま
だ
小
さ
か
っ
た
の
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そ
う
驚
き
ま
し
た
。さ
ら
に
時
頼
か
ら「
大

き
な
罪
を
償
う
べ
き
で
あ
る
が
、月
若
の

す
べ
て
の
土
地
を
返
し
て
今
後
は
月
若
の

家
が
栄
え
る
よ
う
、一
生
懸
命
に
勤
め
る

よ
う
に
」と
諭
し
、そ
の
罪
を
許
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、藤
栄
は
心
を
入
れ
替
え
て
、

月
若
に
尽
く
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ

の
後
よ
う
や
く
、月
若
は
平
和
な
暮
ら
し

と
と
も
に
、家
も
栄
え
る
よ
う
に
な
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」
　　第９集「写真で見る芦屋今むかし２」は各冊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」
　　第８集「描かれた芦屋の風景」は各冊500円
　　　　　　　　※第１集「伝説・物語」は完売しました。
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�������	
���������������������������	
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���　１月５日～３月24日・午前10時～午後５時（入館は４時
で）　���　展示室　���　谷崎の生涯と作品について展
コーナーでは、三度の大震災と作家や文学作品との関係に焦点を
す。関東大震災と谷崎、阪神・淡路大震災の村上春樹。東日本大震
倒的な現実を前に、作家たちも呆然と立ちすくみ、やがてその経
り始めます。　����　300円
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���　１月８日～２月11日・午前10時～午後５時（入館は４時
で）最終日は３時まで　���　ロビーギャラリー　���　
石井みや美氏の“ほっこり”書風で書かれた作品を展示
����������１月13日・16日・17日・26日・27日・31日・２
３日・10日・午後２時～４時　����講義室　���　先着各
����　要観覧料（教材費別）
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���　１月18日（金）午後１時30分～３時　����
美術博物館　���　楽しく歌い、展示鑑賞　���　
500円　■���　歌集（愛唱歌集） ※直接会場へ
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���　１月５日～２月17日・午前10時～午後
５時（入館は午後４時30分）　���　①第１展
示室・ホール②第２展示室　���　①「具体躍
進」②「芦屋の画塾 芦屋のアトリエ」������
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������
��������	
���
���　１月12日（土）午後２時～　���　第
１展示室　���　当館学芸員　����　要
観覧料
�
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���　１月13日（日）午後２時～　���　講義室　���　横尾忠則現
代美術館学芸課長・山本淳夫氏　����　要観覧料
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���　１月19日（土）午後１時30分～３時30分　���　体験学習室　�
��　高校生以上20人（要予約）　���　園田学園女子大学短期大学部 幼
児教育学科 准教授・倉科勇三氏　����　要観覧料　�����　１月
14日（月・祝）までに電話で上記へ※定員に達し次第締め切り
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���　１月５日～３月３日・午前10時～午後５時（入館は午後4時30分）　
■��　歴史資料展示室　���　食器や漁具・農具など、食事に欠かせな
い道具や、江戸時代の農具などにみられる人々の工夫にご注目������
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���　１月20日（日）午後２時～　���　講義室　���　20人（要予約）
���　当館学芸員　����　要観覧料　�����　１月16日（水）ま
でに電話で上記へ※定員に達し次第締め切り
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�������　一般300（240）円・大高生200（160）円・中学生以下無料
※ 同時開催の観覧料も含む　※（　）内は20人以上の団体料金　※ 高齢
者（65歳以上）および身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手
帳をお持ちのかた、その介護のかたは各当日料金の半額　※２月23日～
３月３日は、「第30回芦屋市造形教育展」同時開催のため観覧料無料
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���　２月３日（日）午後３時～　���　芦屋神社　���　30人（要予
約）　�����　往復はがきにイベント名・住所・氏名・年齢・連絡先を記入
の上、１月20日（日）までに上記へ※応募者多数の場合は抽選

　春の芦屋アート・バザール（４月27日・28日に開催）出店者向けの説明会を
開催します。出店を希望されるかたは、ご参加ください。 
���　１月20日（日）午前10時30分～正午　���　美術博物館体験学習
室　���　個人の創作活動から生まれる作品の販売。
骨董・リサイクル・古着などの既製品を扱うこと、営利
目的として第三者（美術商・骨董店等）が介在すること
は出来ません。原則として作者（グループ）に直接店頭
で販売していただきます。　���　春の芦屋アート・
バザール（４月27日・28日）の出店希望者　�����
直接会場へ
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