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���　６月21日～８月31日、
午前10時～午後５時（入館は
午後４時30分まで）※休館日は
月曜、７月21日（月・祝）は開館、
翌22日（火）休館　����美術
博物館　���　本年度のコレ
クション企画第２弾①小出楢重
と信濃橋洋画研究所の作家た
ち②吉原治良と具体美術協会
③中山岩太、ハナヤ勘兵衛と芦

  屋カメラクラ
  ブから厳選さ
  れた所蔵作品・
  関連資料約120
  点を展示　�
������大人300（240）円、  大高生200  
  （160）円     ＊（　）内は20人 以上の団体料金
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※第１集「伝記・物語」・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」は各冊400円。
第６集「芦屋の地名をさぐる」・第８集「描かれた芦

屋の風景」は
各500円。

※第２集「歴
史さんぽ」・第
７集「写真で
見る芦屋今む
かし１」は完
売しました。
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�������	
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���　６月2１日（土）午後２時～（約30分）　
�����要観覧券

��������	
����

���　６月27日（金）午後１時30分～３時　���　美
術博物館講義室　���
歌・加藤純子氏、ピアノ・
沖 倫 子 氏、I　LOVE　
ASHIYA　����　要
観覧料※歌集のないかた
は歌集代1,000円（『愛唱名
歌』野ばら社）
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ト
ン
ネ
ル
が
造
ら
れ
た
こ
ろ
の
記
録

を
見
ま
す
と
「
汽
車
は
、
堤
の
下
を
く

ぐ
っ
て
走
り
、
そ
の
穴
の
道
は
レ
ン
ガ

石
で
つ
く
り
、
こ
れ
を
ト
ン
ネ
ル
と
称

え
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
、
日
本
で
『
ト
ン
ネ
ル
』
と

い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
た
、
最
初
の
記

述
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
こ
ろ
の
イ
ギ
リ
ス
の
新

聞
『
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ッ
ド
・
ロ
ン

ド
ン
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
「
芦
屋
川
の
ト
ン

ネ
ル
は
、
日
本
で
レ
ン
ガ
で
造
ら
れ
た

組
立
工
事
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
も
の
」

と
、
さ
し
絵
入
り
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
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こ
の
あ
た
り
の
き
れ
い
な
水
に
は
小
魚
が
い
て
、

小
サ
ギ
や
セ
キ
レ
イ
の
鳥
た
ち
も
飛
ん
で
い
ま
す
。

　

芦
屋
川
の
上
流
か
ら
運
ば
れ
て
く
る
砂
や
石
が
堤

防
の
間
を
う
め
て
、
川
床
が
家
の
あ
る
周
り
の
平
地

よ
り
数
メ
ー
ト
ル
も
高
く
な
っ
て
い
る
よ
う
す
を
、

天
井
川
と
呼
び
ま
す
。
ト
ン
ネ
ル
は
、
天
井
川
を
く

ぐ
る
た
め
に
造
ら
れ
ま
し
た
。

�
業
平
橋
の
北
、
大
正
橋
の
す
ぐ
南
に
は
、
Ｊ
Ｒ
の

列
車
が
川

床
の
下
に

造
ら
れ
た

ト
ン
ネ
ル

を
通
り
ぬ

け
て
い
ま

す
。

�
芦
屋
川
は
、
市
内
で
も
っ
と
も
大
き
い
川
で
長
さ

が
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
で
す
。
地
図
を
見
ま
す

と
、
そ
の
源
は
、
芦
屋
の
北
西
の
六
甲
山
地
で
、
西

宮
市
と
の
境
に
あ
る
白
山
石
宝
殿
あ
た
り
に
あ
っ
て
、

芦
屋
川
本
谷
を
南
に
流
れ
、
奥
山
の
石
仏
谷
や
黒
越

谷
な
ど
の
谷
水
を
合
わ
せ
、
水
車
谷
を
過
ぎ
、
高
座

川
と
合
流
し
て
川
幅
が
広
く
な
り
、
阪
急
芦
屋
川
駅

付
近
か
ら
ま
っ
す
ぐ
南
の
芦
屋
の
海
に
流
れ
込
ん
で

い
ま
す
。
川
に
は
九
つ
の
橋
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

芦
屋
川
は
、
む
か
し
か
ら
人
び
と
の
暮
ら
し
に
、

多
く
の
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
芦
屋

川
に
沿
っ
て
北
へ
た
ど
っ
て
行
き
ま
す
と
、
芦
屋
の

歴
史
や
伝
説
な
ど
の
跡
が
い
く
つ
も
残
っ
て
い
て
、

そ
の
こ
ろ
の
人
び
と
の
暮
ら
し
の
よ
う
す
を
知
る

き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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山
と
海
が
せ
ま
っ
て
い
る
芦
屋
は
、
む
か
し
か
ら

交
通
の
た
い
せ
つ
な
と
こ
ろ
で
し
た
。
大
阪
・
神
戸

の
大
き
な
都
市
が
発
達
す
る
に

つ
れ
て
住
宅
地
と
し
て
開
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

Ｊ
Ｒ
の
鉄
道
が
通
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
明
治
二
年
、
ま
だ

芦
屋
駅
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

だ
か
ら
、
芦
屋
の
人
び
と
は
、

遠
く
の
住
吉
駅
ま
で
歩
か
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

芦
屋
駅
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、

大
正
二
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の

こ
ろ
乗
り
降
り
す
る
人
の
数
は
、

一
日
平
均
八
十
人
ぐ
ら
い
で
し
た
。
そ
の
六
年
後
に

は
、
四
千
四
百
人
に
増
え
て
い
ま
す
。

　

人
口
の
増
加
に
伴
な
っ
て
、
昭
和
三
十
二
年
に
は

快
速
電
車
も
止
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
の
芦
屋
駅
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
と
し
て

モ
ン
テ
メ
ー
ル
な
ど
、
駅
の
ま
わ
り
は
商
業
施
設
と

な
り
ま
し
た
。
一
日
に
乗
り
降
り
す
る
人
の
数
は
、

四
万
八
千
人
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
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鉄
道
を
し
く
た
め
に
は
、
た
く
さ
ん
の
石
材
が
必

要
で
す
。
こ
の
た
め
、
芦
屋
の
山
か
ら
出
る
御
影
石

（
花
崗
岩
）は
、
た
い
へ
ん
優
れ
て
い
た
の
で
、
広
く

阪
神
間
の
鉄
道
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
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六
甲
の
山
の
ふ
も
と
に
阪
急
電
車
が
通
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、大
正
九
年
の
こ
と
で
す
。同
時
に
芦
屋

川
駅
が
設
け
ら
れ
て
、東
芦
屋
や
西
芦
屋
、山
芦
屋
な

ど
も
住
宅
地
と
し
て
発
展
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

は
じ
め
て
阪
急

電
車
が
通
っ
た
と

き
の
新
聞
に
は「
線

路
が
一
直
線
で
、六

甲
山
の
ふ
も
と
を
、

山
の
中
の
も
や
を

つ
き
き
っ
て
遠
く

の
沖
の
小
舟
を
な

が
め
な
が
ら
走
る
」

と
、六
甲
山
や
海
の

景
色
を
電
車
の
窓

か
ら
な
が
め
な
が

ら
走
る
、速
い
電
車

の
よ
う
す
を
伝
え

て
い
ま
す
。

�������	
���������������

������������ ����������

歴
史
さ
ん
ぽ
�

�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�
�
�
�
�
�
	
�


