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���　10月29日～11月３日・午前10時～午後５
時（最終日・午後３時まで）　 ���　「私たちの
街～阪神南地域～」絵画コンテストの作品展示

�������	
�������

���　10月23日（木）午前10時30分～正午　�
���講義室　���　作家・柳谷郁子氏　��
�　谷崎潤一郎著「 蓼喰ふ蟲 」。作家や作中人物の

た で く う む し

生活・心情などにふれ読書を楽しむ　����
2,300円　���　20人　�����　下記へ

�������	
����������

���　10月26日（日）午前10時～正午　���
講義室　���　京都光華学園伝統文化科特別
講師・石井みや美氏　���　実用的な書を学ぶ
���　3,000円　���　16人　������
下記へ

�������	
�������������

������　①11月５日（水）「俳句」季節感を
気にしてみましょう②11月９日(日)「有田焼白磁
上絵付け」伝統的な絵付け③11月16日（日）「ほっこ
り書で遊ぶ」絵を加えて味のある作品作り④11月
19日（水）「 篆刻 」印を彫る⑤11月23日（日）「陶芸」

てんこく

葉っぱのお皿作り⑥11月27日（木）「水彩アート」
カード・絵手紙作り／いずれも午後１時～３時　
����①黒川悦子氏②福田一義氏③石井みや
美氏④坂本舜華氏⑤近藤知子氏⑥篠原奈穂子氏
����各15人　�����12,000円（６講座・
材料費別）/１講座2,500円　�����　下記へ

　

芦
屋
の
特
産
品
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
も

の
に
、「
打
出
焼
」が
あ
り
ま
す
。

　

打
出
の
土
地
は
、古
く
か
ら
焼
き
物
に
適

し
た
土
の
産
地
と
し
て
、知
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　

約
百
年
ほ
ど
前
、こ
の
土
に
注
目
し
た 
斎 さい

 
藤 とう 
幾 いく 
多 
が
、焼
き
物
を
作
る
た
め
に
打
出

た

（
春
日
町
・
打
出
丘
陵
）に
窯
を
築
き
ま
し
た
。

後
に
、そ
の
方
法
は 
阪 さか 
口 ぐち 
庄 
し
ょ
う 
蔵 （
ぞ
う
 
砂 さ 
山 
）に

ざ
ん

よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、「
打
出
焼
」と
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
打
出
焼
」は
、京
阪
神
の
人
た
ち
に
、お
花
・

お
茶
の
道
具
と
し
て
愛
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、や
が
て
、そ
の
製
作
も
二
代
目
砂
山（ 
淳
    
あ
つ
し

氏
）に
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、二
代
目
砂
山
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た

こ
と
に
よ
り
、「
打
出
焼
」の
製
作
も
、現
在
は
行

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

������

家
は
、江
戸（
東
京
）と
の
行
き
帰
り
に
必
ず
当
寺
を

訪
れ
、し
ば
し
ば
宝
物
を
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

西
国
街
道
は
、京
の
都
と
下
関
方
面
と
を
結
ぶ
大

切
な
道
路
で
、兵
庫
県
内
に
入
る
と
、伊
丹
か
ら
南
に

向
い
、西
宮
付
近
で
海
の
方
に
出
て
西
に
折
れ
、神
戸

の
市
内
を
抜
け
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
地
理
の
本
に
は
、西
国
街
道
が
名
所

案
内
で
触
れ
ら
れ
、道
中
の
人
々
が
楽
し
く
描
か
れ

て
い
る
挿
し
絵
な
ど
が
載
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、鉄
道
の
開
通
や
新
し
い
道

の
開
設
で
街
道
は
、だ
ん
だ
ん
寂
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

現
在
、芦
屋
市
で
西
国
街
道
と
い
わ
れ
る
道
路
は
、

阪
神
電
車
打
出
駅
の
北
、打
出
春
日
町
二
〇
番
地
付

近
か
ら
、部
分
的

に
切
れ
て
い
ま
す

が
茶
屋
之
町
二
番

地
の
北
ま
で
の
距

離
が
確
認
で
き
ま

す
。今
は
、鳴
尾
・

御
影
線
の
延
長
の

た
め
、道
も
広
く

な
っ
て
整
備
さ
れ
、

当
時
の
面
影
は
ほ

と
ん
ど
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。

　　

宮
川
は
打
出
川
ま
た
都
川
と
も
い
い
、昔
は
呉
川

と
言
い
ま
し
た
。川
の
長
さ
は
約
三
㎞
あ
り
ま
す
。そ

の
源
は 
剱
谷 
の
あ
た
り
に
発
し
て
お
り
、岩
場
を
流

け
ん
た
に

れ
て
、水
道
橋
付
近
で
朝
日
ケ
丘
や
東
山
の
支
流
と

一
緒
に
な
っ
て
川
幅
が
広
く
な
り
ま
す
。そ
し
て
、こ

こ
か
ら
南
の
芦
屋
の
海
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
ま
す
。

　

下
流
の
川
岸
は
立
派
な
松
の
並
木
道
と
な
っ
て
お

り
、近
く
に
海
も
見
え
る
打
出
の
名
勝
地
で
し
た
。

　

宮
川
と
い
う
名
は
、下
流
に
、金
比
羅
神
社
が
あ
っ

た
の
で
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

川
に
は
十
七
の
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す
。芦
屋
浜

シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
の
宮
川
大
橋
は
、海
べ
り
の

「
波
」の
イ
メ
ー
ジ
が
生
か
さ
れ
、市
内
で
最
も
長
い

橋
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

宮
川
は
、
芦
屋
川
と
同
じ
く
、
昔
か
ら
多
く
の

人
々
に
影
響
を
与
え
て
き
た
川
で
す
。
で
す
か
ら
、

川
の
近
辺
を
散
策
し
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
調
べ
る

と
、
面
白
い
事
が
見
つ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

打
出
町
の
国
道　

号
の
北
側
に
、阿
保
山
親
王
寺

43

が
あ
り
ま
す
。こ
の
寺
の
言
い
伝
え
で
は
、芦
屋
と
関

係
の
深
い
在
原
業
平
の
父
・
阿
保
親
王
が
こ
の
地
に

住
ん
で
い
た
た
め
、平
安
時
代
に
こ
の
親
王
寺
が
建

て
ら
れ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

時
代
が
下
っ
て
、こ
の
阿
保
親
王
の
子
孫
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、長
州（
山
口
県
）の
殿
さ
ま
の
毛
利

歴
史
さ
ん
ぽ�
��
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宮
塚
橋
の
北
に
あ
る
西
国
橋
の
東
側
、昔
の
西
国
街

道
に
沿
っ
た
所
に「
南
無
阿
弥
陀
仏
徳
本
」と
刻
ま
れ

た
石
ぶ
み
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

徳
本
上
人
は
、二
百
数
十
年
前
に
紀
州（
和
歌
山

県
）で
生
ま
れ
た
お
坊
さ
ん
で
す
。幼
い
こ
ろ
か
ら
仏

に
仕
え
る
道
に
励
み
、苦
し
い
修
業
を
積
み
ま
し
た
。

　

や
が
て
、上
人
は
全
国
を
布
教
し
て
歩
き
、芦
屋
地

方
に
も
そ
の
足
跡
を
残
し
ま
し
た
。
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優
し
く
村
人
に
接
し
、教
え
を
授
け
る
上
人
は
、土

地
の
人
々
の
尊
敬
を
受
け
、村
人
た
ち
は
後
々
ま
で

上
人
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
、石
ぶ
み
に
上
人

の
教
え
を
刻
み
、そ
の
記
念
と
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
芦
屋
だ
け
で
な
く
、
全
国
に
も
こ
の
よ
う
な

石
ぶ
み
が
残
っ
て
い
ま
す
。
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し
ょ
う
に
ん
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　全市の市街図のほか、市章の由来、
市の木・市の花の紹介、市内の主な施
設・窓口案内、歴史や見て歩きマップ
などを掲載しています。
　お１人に１部を、市役所１階行政情
報コーナー、ラポルテ市民サービス
コーナーで差し上げています。
ご希望のかたは、お申し出ください。
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　平成20年度第44回谷崎潤一郎賞は、桐野夏生氏
に決定（受賞作品｢東京島｣新潮社刊）しました。
　受賞を記念し、「特別講演会」を開催します。
���　11月19日（水）午後３時～４時30分（開場
２時30分）　���　ルナ・ホール　���� 「孤
島の豊饒」第44回谷崎潤一郎賞
受賞者・桐野夏生氏 　����
先着600人　�����　往復
はがき（１枚１人）に、住所・氏名・
電話番号を明記し、10月31日（金）
＜必着＞で下記へ。
＊定員になり次第締め切ります。




