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芦
屋
川
沿
い
の
地
域
は
、郊
外
住
宅
地

と
し
て
明
治
時
代
末
頃
か
ら
開
発
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
す
。河
口
付
近
は
松
林
が
広
が

り
ま
す
が
、上
流
部
に
か
け
て
桜
並
木
な

ど
植
物
も
豊
か
で
、人
間
の
営
み
を
示
す

文
化
財
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
み
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
指
定
は
、周
辺
環
境
と
一
体
と

な
っ
て
文
化
遺
産
を
守
り
伝
え
て
い
こ
う

と
す
る
試
み
で
す
。

　

現
在
、芦
屋
川
の
両
岸
は
、花
こ
う
岩
を

用
い
た
石
垣
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
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明
治
七
年（
一
八
七
四
）に
大
阪
と
神
戸

の
間
に
官
設
鉄
道（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
）が
通
り

ま
し
た
。芦
屋
川
は
典
型
的
な
天
井
川
で
、

川
床
が
高
く
、鉄
道
は
ト
ン
ネ
ル
を
造
っ

て
川
の
下
を
走
り
ま
し
た
。ト
ン
ネ
ル
の

素
材
は
煉
瓦
で
、高
度
な
西
洋
技
術
と
日

本
的
な
伝
統
技
術
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
い

ま
す
。明
治
九
年（
一
八
七
六
）の
イ
ギ
リ

ス
の
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ッ
ド
・
ロ
ン
ド
ン
・

ニ
ュ
ー
ス
に
は
、優
れ
た
工
事
内
容
が
さ

し
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。現
在

は
、複
々
線
化
の
工
事
に
よ
り
水
路
橋
に

改
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
初
年
の
近
代
建
築
と
し
て
知
ら
れ
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自
然
石
を
使
用
し
た
と
こ
ろ
や
加
工
石
を

用
い
た
と
こ
ろ
な
ど
が
あ
り
、流
水
路
が

二
段
が
ま
え
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
。開
森
橋
か
ら
月
若
橋
間
の
右
岸

の
護
岸
の
石
垣
は
、昭
和
時
代
初
期（
七
十

年
ほ
ど
前
）に
行
わ
れ
た
改
修
の
あ
と
を

よ
く
と
ど
め
て
い
ま
す
。芦
屋
川
の
固
定

的
な
流
れ
は
、護
岸
石
垣
に
よ
っ
て
守
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。し
か
し
、古
代
や
中
世

で
は
、今
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
川
幅

が
あ
り
ま
し
た
。

　

六
甲
山
地
奥
山
の
水
車
谷
に
存
在
す
る

奥
山
浄
水
場
は
、昭
和
十
三
年（
一
九
三

八
）に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
、鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
で
す
。電
力
供
給
で
一
役
は
た

し
た
芦
屋
川
発
電
所
が
阪
急
芦
屋
川
駅
の

北
お
よ
そ
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に
あ
り

ま
し
た
。当
時
の
発
電
能
力
は
一
〇
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
で
し
た
。芦
屋
谷
の
水
力
を
利

用
し
て
一
般
家
庭
に
電
力
の
供
給
を
し
て

い
た
時
代
を
し
の
ば
せ
ま
す
。昭
和
三
十

六
年（
一
九
六
一
）に
鉄
管
な
ど
が
く
さ
り
、

土
砂
で
埋
没
し
、発
電
は
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

芦
屋
市
は
、六
甲
山
を
バ
ッ
ク
に
緑
豊

か
な
眺
望
が
広
が
る
芦
屋
川
流
域
一
帯
を

本
年
四
月
一
日
に
、「
芦
屋
川
の
文
化
的
景

上
三
階
、地

下
一
階
建
て

の
建
物
で
、

壁
は
人
造
石

貼
り
で
す
。

ハ
ス
の
モ

チ
ー
フ
の
ス

テ
ン
ド
グ
ラ

ス
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

昭
和
二
十
四

年（
一
九
四
九
）に
市
立
図
書
館
が
設
置
さ

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

古
典
文
学
の
匂
い
あ
ふ
れ
る
業
平
橋
は
、

か
で
も
あ
り
ま
す
。文
化
財
保
護
の
新
し

い
切
り
口
に
よ
り
、景
観
の
も
つ
歴
史
的

な
重
要
性
が
市
民
の
み
な
さ
ん
に
定
着
し
、

　

芦
屋
の
村
び
と
た
ち
は
、江
戸
時
代
以

来
、芦
屋
川
か
ら
水
を
引
き
、田
ん
ぼ
を
う

る
お
す
水
路
で
あ
る
東
川
用
水
路
を
築
造

し
て
い
ま
し
た
。芦
屋
川
か
ら
水
を
取
る

入
り
口
は
、一
の
井
手
と
呼
ば
れ
、そ
こ
か

ら
三
条
・
津
知
・
森
・
深
江
・
中
野
の
本
庄

五
ケ
村
へ
と
農
業
用
水
な
ど
を
供
給
し
て

い
ま
し
た
。田
畑
の
実
り
を
豊
か
に
し
て

い
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
は
、日
照
り
に
な
る
と
、水
不

足
で
農
業
が
で
き
ず
、水
争
い
が
絶
え
ま

せ
ん
で
し
た
。芦
屋
村
の
年
寄
り（
村
役

人
）で
あ
っ
た
猿
丸
又
左
衛
門
安
時
は
、そ

の
解
消
に
向
け
て
奥
山
に
奥
池
を
造
り
、

水
を
た
く
わ
え
ま
し
た
。天
保
十
二
年（
一

八
四
一
）か
ら
お
よ
そ
二
十
年
の
歳
月
を

か
け
た
難
工
事
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
正
六
年（
一
九
一
七
）に
造
ら
れ
た
ぬ

え
塚
と
呼
ば
れ
る
石
碑
が
あ
り
ま
す
。あ

く
ま
で
伝
承
で
す
が
、ぬ
え
と
は
、源
三
位

頼
政
が
射
て
殺
し
た
怪
物
で
、頭
は
猿
、体

は
狸
、尾
は
蛇
、手
と
足
は
虎
と
な
っ
た
化

け
物
で
、京
都
で
こ
れ
を
退
治
し
、死
骸
を

船
に
乗
せ
て
鴨
川
に
流
し
ま
し
た
。打
ち

あ
げ
ら
れ
た
場
所
が
こ
の
芦
屋
川
と
住
吉

川
の
間
あ
た
り
の
浜
辺
と
い
う
伝
承
が
あ

り
、そ
れ
を
葬
っ
た
所
と
い
う
こ
と
で
、テ

ニ
ス
コ
ー
ト
近
く
の
場
所
に
記
念
碑
が
造
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明
治
三
十
八
年（
一
九
〇
五
）に
阪
神
電

車
が
開
通
し
ま
し
た
。こ
こ
に
は
、芦
屋
川

で
最
古
の
橋
脚
が
駅
の
真
下
に
現
存
し
て

い
ま
す
。高
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

直
方
体
花
こ
う
岩
を
豊
富
に
使
っ
て
い
ま

す
。芦
屋
の
郊
外
地
で
の
住
宅
都
市
化
を

物
語
る
交
通
の
整
備
事
業
の
一
つ
で
す
。

　

芦
屋
公
園
は
、明
治
時
代
に
精
道
村
が

計
画
し
、大
正
六
年（
一
九
一
七
）に
海
辺

か
ら
阪
神
芦
屋
駅
ま
で
に
造
ら
れ
ま
し
た
。

松
浜
遊
園
と
呼
ん
だ
人
も
い
ま
す
。松
の

木
が
育
ち
、川
砂
の
利
用
に
よ
っ
て
両
方

の
岸
辺
に
平
ら
な
土
地
が
で
き
あ
が
り
ま

し
た
。砂
防
工
事
も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。今

も
犬
の
散
歩
や
子
ど
も
た
ち
の
よ
い
遊
び

場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

芦
屋
公
園
内
に
石
碑
が
あ
り
ま
す
。猿

丸
又
左
衛
門
安
明
の
功
績
な
ど
を
刻
ん
だ

も
の
で
、昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）に
建
て

　

そ
の
功

績
を
し
の

び
、奥
池
を

造
っ
た
こ

と
を
示
す

石
碑
が
開

森
橋
東
詰

め
に
存
在

し
ま
す
。

　

こ
の
碑

の
建
立
は
、大
正
五
年（
一
九
一
六
）の
こ

と
で
す
。

　

昭
和
十
五
年（
一
九
四
〇
）に
内
務
省
が

造
っ
た
水
流
や
土
砂
を
せ
き
止
め
る
た
め

の
堰
堤（
え
ん
て
い
）が
山
芦
屋
町
の
河
原

毛
堰
堤
で
す
。切
石
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
後
半
か
ら
、明
治
・
大
正
に
か

け
て
、芦
屋
川
一
帯
は
水
車
産
業
が
栄
え

ま
し
た
。菜
種
の
油
し
ぼ
り
や
精
米
な
ど

に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。開
森
橋
上
流
の
民

家
の
石
垣
に
は
、使
わ
れ
な
く
な
っ
た
石

臼
が
は
め
込
ま
れ
て
、盛
ん
で
あ
っ
た
水

車
の
活
動
の
な
ご
り
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

　

昭
和
十
四
年（
一
九
三
九
）起
工
の
芦
屋

川
第
一
堰
堤
は
、芦
屋
川
の
砂
防
、水
防
を

目
的
と
し
た
第
一
の
堰
堤
で
す
。内
務
省

に
よ
る
昭
和
十
五
年（
一
九
四
〇
）の
完
成

の
銘
石
が
あ
り
ま
す
。

　

張
り
出
す
尾
根
の
森
の
中
を
見
上
げ
る

と
、古
め
か
し
い
建
物
が
あ
り
ま
す
。国
指

定
重
要
文
化
財
と
し
て
知
ら
れ
る
旧
山
邑

家
住
宅
は
、日
本
初
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
建
造
物
指
定
で
す
。こ
の
建
物
は
、

ア
メ
リ
カ
人
建
築
家
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・

ラ
イ
ト
が
設
計
し
、そ
の
弟
子
た
ち
が
大

正
十
三
年（
一
九
二
四
）に
完
成
さ
せ
ま
し

た
。酒
造
り
の
山
邑
太
左
衛
門
の
依
頼
で

建
て
た
別
荘
で
す
。自
然
を
愛
し
、人
間
を

愛
し
た
ラ
イ
ト
の
建
築
思
想
に
基
づ
い
た

土
地
利
用
と
大
谷
石（
栃
木
県
産
）を
た
く

さ
ん
取
り
入
れ
た
大
正
建
築
で
す
。ラ
イ

ト
邸
の
屋
上
か
ら
は
、芦
屋
川
流
域
の
景

色
が
一
望
で
き
ま
す
。

　

昭
和
十
三
年（
一
九
三
八
）に
は
、阪
神

間
で
大
水
害
が
発
生
し
、芦
屋
川
も
洪
水

が
お
き
ま
し
た
。谷
崎
潤
一
郎
の
小
説『
細

雪
』に
も
そ
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

当
時
は
堤
防
を
超
え
、土
石
流
が
一
面
を

お
お
い
、川
の
東
側
を
中
心
に
泥
沼
状
態

と
な
り
ま
し
た
。お
よ
そ
八
百
戸
が
床
上

浸
水
の
あ
り
さ
ま
で
し
た
。開
森
橋
の
東

端
に
は
、こ
の
大
災
害
を
忘
れ
ぬ
た
め
に
、

昭
和
六
十
三
年（
一
九
八
八
）に
石
碑
が
建

立
さ
れ
ま
し
た
。芦
屋
川
洪
水
の
決
壊
を

教
え
る
石
碑
で
す
。

　

阪
急
芦
屋
川
駅
の
北
側
に
あ
る
桜
橋
は
、

大
正
時
代
に
駅
に
向
か
う
の
に
便
利
な
よ

う
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、当
時
川
岸
に

あ
っ
た
名
木
潮
見
桜
に
ち
な
ん
で
名
づ
け

ら
れ
た
も
の
で
す
。こ
の
橋
も
ま
た
昭
和
十

三
年
の
阪
神
大
水
害
で
壊
れ
、当
時
の
も
の

は
橋
脚
の
土
台
部
分
の
み
が
残
っ
て
い
ま

す
。現
在
の
桜
橋
は
、昭
和
二
十
二
年（
一
九

四
七
）に
架
け
か
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
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���　12月15日（土）
午後２時～　���　
展示室　���　芦屋
の仏教・神道の歴史に
ついて展示品を交えて
解説を行います　��
��　要観覧料

�����

�������	
�

���	���������	

�����������

�������	�
��������	
����������	
����

���　12月９日（日）午後２時～３時30分　
���　講義室　���　水彩画家・井上正
三さんが水彩画の魅力や作品を解説　���
先着30人（要予約）　�����要観覧料

　2012年のノーベル文学賞は中国の作家、莫言氏に授与されました。莫
言氏と20年来の友人であり、2002年に日本のノーベル文学賞作家、大江
健三郎氏を中国山東省高密県の莫言氏宅へ案内したり、谷崎潤一郎、川
端康成のファンでもある莫言氏の日本訪問中も同行する機会も多い毛
丹青氏に氏の文学や人物を語っていただきます。
���　１月19日（土）午前10時～11時30分　���　市民センター 
401室　���　ノーベル文学賞作家「莫言氏の素顔に迫る」　���
神戸国際大学教授・毛  丹青氏　����　400円　���　先着120人
������セミナー名・住所・氏名・電話番号を記入のうえ、はがきか
ファクスで下記へ

�������	
����

���������	�����
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ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
紹
介
す
る
芦
屋
遊
園
地
は
、阪

神
間
で
最
古
の
遊
園
地
で
す
。明
治
三
十

九
年（
一
九
〇
六
）に
計
画
さ
れ
、大
正
時

代
の
中
頃
に
、海
岸
と
阪
神
芦
屋
駅
と
の

間
に
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。大
正
年
間
に

国
は
精
道
村
に
対
し
、砂
防
工
事
を
命
じ
、

川
畔
に
は
松
の
苗
を
植
え
、保
護
し
ま
し

た
が
、そ
れ
が
現
在
の
松
林
の
基
礎
と

な
っ
て
い
ま
す
。公
園
内
に
昭
和
初
期
の

面
影
を
と
ど
め
る
芦
屋
遊
園
乗
合
バ
ス
待

合
所
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。

�

昭
和
初
年
の
近
代
建
築
と
し
て
知
ら
れ

る
芦
屋
仏
教
会
館
は
、川
の
西
岸
に
目
立

つ
建
物
で
す
。前
田
町
に
所
在
し
ま
す
。所

有
者
は
、大
正
十
三
年（
一
九
二
四
）発
足

の
宗
教
法
人
崇
信
会
で
す
。昭
和
二
年（
一

九
二
七
）の
開
館
で
、設
計
者
は
建
築
家
片

岡
安
で
す
。鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
、地

�������	
��������������	
�
����
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本
年
四
月
一

に
「
芦
屋
川
の
文
化
的
景

観
」と
し
て
市
の
文
化
財
に
指
定
し
ま
し

た
。文
化
財
と
い
え
ば
、建
造
物
や
美
術
工

芸
品
、考
古
資
料
な
ど
が
一
般
的
で
、環
境

保
全
や
文
化
た
だ
よ
う「
景
観
」を
指
定
す

る
の
は
、兵
庫
県
下
の
自
治
体
と
し
て
初

め
て
の
こ
と
で
す
。

　

芦
屋
川
沿
い
は
歴
史
的
な
古
い
建
築
物

や
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
邸
宅
な
ど
が
建

ち
並
び
、文
化
財
も
豊
富
な
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、カ
リ
長
石
が
ピ
ン
ク
色
を
し
た
特

有
の
美
し
さ
を
み
せ
る
六
甲
花
こ
う
岩
が

ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
た
両
岸
の
風
景
は
、

芦
屋
の
街
を
大
変
明
る
く
さ
せ
て
く
れ
ま

す
。こ
う
し
た
文
化
的
景
観
が
織
り
成
す

景
色
に
溶
け
込
む
よ
う
に
豊
か
な
自
然
に

恵
ま
れ
、動
植
物
・
昆
虫
た
ち
や
魚
の
住
み

古
典
文
学
の
匂
い
あ
ふ
れ
る
業
平
橋
は

芦
屋
川
に
か
か
る
国
道
二
号
の
橋
で
す
。

最
初
に
造
ら
れ
た
大
正
六
年（
一
九
一
七
）

の
橋
は
木
製
で
し
た
。阪
神
国
道（
現
在
の

国
道
二
号
）は
昭
和
二
年（
一
九
二
七
）に

開
通
し
ま
し
た

　

阪
神
電
車
近
く
に
下
っ
て
行
き
ま
し
ょ

う
。昭
和
建
築
と
し
て
知
ら
れ
る

芦
屋
警
察
署
の
古
い
庁
舎
時
代
の

正
面
玄
関
が
部
分
的
に
保
存
さ
れ

て
い
ま
す
。昭
和
二
年（
一
九
二

七
）の
建
築
物
で
す
。精
道
村
五
万

円
、寄
付
金
七
万
円
で
建
築
さ
れ

た
全
国
的
に
も
異
色
な
建
物
で
す
。

ア
ー
チ
部
分
の
石
材
に
は
、警
備

の
象
徴
と
も
い
え
る
ミ
ミ
ズ
ク
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
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な
重
要
性
が
市
民
の
み
な
さ
ん
に
定
着
し

同
時
に
誇
り
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。芦
屋
川
の
持
つ
独
自
性

の
あ
る
文
化
的
な
景
観
と
遺
産
を
将
来
に

向
け
て
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。
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の
で
昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）

建

ら
れ
ま
し
た
。使
わ
れ
た
文
字
は
立
憲
政

友
会
総
裁
で
あ
っ
た
犬
養
毅
の
も
の
で
す
。

「
芦
屋
の
名
門
」と
記
さ
れ
、村
長
や
郵
便

局
長
、県
会
議
員
な
ど
に
選
ば
れ
た
こ
と

人権擁護委員に、宮井壽美子氏（業平町在住）が再任され、法務大臣か
ら委嘱されました。任期は、平成27年９月30日までです。 　　　　　
　　　　

　

一
本
の
映
画
を
制
作
し
ま
し
た
。「
も
う

い
い
か
い
〜
ハ
ン
セ
ン
病
と
三
つ
の
法

律
」（
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
一
四
三
分
）で

す
。明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
と
百
年
に
わ

た
る
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
を
描
い
て
い
ま

す
。社
会
か
ら
忘
れ
ら
れ
、国
策
と
い
う

「
絶
対
隔
離
政
策
」の
下
で
名
前
を
変
え
さ

せ
ら
れ
、子
孫
断
絶
を
強
い
た 
断
種 
・
堕
胎
、

�
�
�
�

園
内
労
働
に
よ
る
手
足
の
障
害
、 懲
戒
検 

�
�
�
�
�
�
�

 
束
規
程 
に
よ
る
監
房
・
重
監
房
な
ど
、映
画

�
�
�
�
�

制
作
の
過
程
に
お
い
て
わ
か
っ
て
き
た
こ

と
は
、驚
く
よ
う
な
人
権
侵
害
の
連
続
で

し
た
。そ
こ
は
本
当
に
病
気
を
治
す
た
め

の
療
養
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
！
国
の
犯

し
た
人
権
侵
害
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
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で
講
演
会
と
映
画
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
は
隔
離
の
必
要
な
病
気
で

あ
る
と
い
う
考
え
が
講
演
を
聴
い
た
人
々

の
間
に
次
第
に
浸
透
し
て
い
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。新
聞
が
患
者
の
収
容
を
あ
お

る
な
か
、一
般
市
民
も
ハ
ン
セ
ン
病
の
患

者
を
見
つ
け
た
ら
警
察
や
役
所
に
届
け
出

ま
し
た
。官
民
一
体
で「
無
癩
県
」運
動
を

行
っ
た
の
で
す
。一
九
四
五
年
敗
戦
を
迎

え
て
民
主
主
義
を
歩
み
は
じ
め
た
日
本
国

に
お
い
て
も「
無
ら
い
県
」運
動
は
続
け
ら

れ
ま
す
。衛
生
行
政
は
、警
察
か
ら
保
健
所

へ
と
引
き
継
が
れ
一
般
市
民
の
協
力
を
得

て「
患
者
狩
り
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
う

し
た
人
権
無
視
の
政
策
を
国
は
改
め
る
こ

と
な
く
一
九
九
六
年
ま
で
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
 �
�
�
�
�
�
�
	
�

　

国
策
と
は
何
で
し
ょ
う
。ハ
ン
セ
ン
病

問
題
は
決
し
て
過
去
の
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。一
世
紀
に
お
よ
ぶ
国
の
人
権
侵
害

は
世
界
で
も
類
が
あ
り
ま
せ
ん
。国
の
政

策
が
一
つ
間
違
え
る
と
国
民
を
巻
き
込
ん

で
い
き
ま
す
。そ
し
て
、被
害
者
に
も
加
害

者
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
す
。「
無
ら
い

県
」運
動
は
、そ
の
こ
と
を
如
実
に
語
っ
て

い
ま
す
。

　

現
在
、療
養
所
の
入
所
者
の
平
均
年
齢

は
八
十
二
歳
で
す
。介
護
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、国
は
毎
年
職
員

を
減
ら
し
続
け
て
い
ま
す
。入
所
者
は
今

も
闘
い
続
け
て
い
る
の
で
す
。
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か
っ
た
人
は
、本
人
は
も
と
よ
り
家
族
や

親
戚
に
い
た
る
ま
で
近
所
づ
き
あ
い
や
縁

組
を
拒
否
さ
れ
る
な
ど
の
差
別
を
受
け
た

の
で
す
。

��
����
�
�
���
��
�

�
�

　

私
が
こ
の
作
品
を
作
る
に
あ
た
っ
て
恐

怖
心
を
抱
い
た
の
は
、「
無
癩
県
」運
動
で

す
。「
患
者
を
隔
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社

会
が
救
わ
れ
る
」と
い
う
考
え
の
下
で
、国

は
法
律
を
つ
く
り
、富
国
強
兵
政
策
や
軍

国
主
義
の
台
頭
と
極
め
て
密
接
に
関
与
し

つ
つ
、県
や
自
治
体
、国
民
を
も
ま
き
込
ん

で
の
政
策
が「
無
癩
県
」運
動
で
し
た
。し

か
も
、戦
後
に
お
い
て
も
人
権
蹂
躙（
じ
ゅ

う
り
ん
）の
極
み
と
も
い
え
る「
無
ら
い

県
」運
動
が
継
続
さ
れ
て
実
施
さ
れ
た
こ

と
に
驚
き
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。

　

一
九
三
一
年（
昭
和
六
年
）国
は「
癩
予

防
法
」を
制
定
し
ま
す
。「
絶
対
終
生
隔
離
」

政
策
の
始
ま
り
で
す
。自
宅
療
養
者
を
含

む
す
べ
て
の
患
者
を
療
養
所
に
収
容
す
る

「
絶
対
隔
離
」と
し
て
の「
無
癩
県
」運
動
。

当
時
府
県
の
衛
生
事
務
を
担
当
し
た
警
察

組
織
が
中
心
と
な
り
、患
者
の
発
見
と
療

養
所
へ
の
送
致
を
行
い
ま
し
た
。同
時
に

国
は
財
団
法
人
癩
予
防
協
会
を
設
立
。協

会
の
運
営
資
金
は
、貞
明
皇
太
后
の
下
賜

金
や
寄
附
金
な
ど
で
ま
か
な
い
、貞
明
皇

太
后
の
誕
生
日
の
六
月
二
十
五
日
を「
癩

予
防
デ
ー
」と
定
め
、全
国
百
八
十
の
会
場

�
�
�
�
�
�
�

　

日
本
の
中
世
社
会
で
は
主
と
し
て
仏
罰

に
よ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。江
戸
時

代
に
な
る
と「
血
筋
」「
家
筋
」に
よ
っ
て
伝

わ
る
遺
伝
病
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

患
者
の
家
全
体
が「
癩
筋
」と
言
わ
れ
周
囲

か
ら
疎
外
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。ま
た
宗
教
は
人
々
の
間
に「 
天
刑 

�
�
�
�

病
」「 
業
病 
」と
い
う
意
識
を
植
え
付
け
た

�
�
�
�
�

の
で
し
た
。

　

一
八
七
三
年
、ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ハ
ン
セ

ン
博
士
が
、癩（
ら
い
）菌
を
発
見
。一
八
九

七
年
に「
第
一
回
国
際
癩
会
議
」が
開
催
さ

れ「
ハ
ン
セ
ン
病
は
癩
菌
に
よ
る
感
染
症

で
あ
る
」と
国
際
的
に
確
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
後
期
の
日
本
は
、日
清
・
日
露
の
戦

争
に
勝
利
し
、世
界
の
列
強
と
し
て
歩
み

は
じ
め
て
い
ま
し
た
。神
社
仏
閣
な
ど
の

門
前
で
物
乞
い
す
る
患
者
の
姿
を
文
明
国

の
恥
と
と
ら
え
た
国
は
、一
九
〇
七
年（
明

治
四
十
年
）に
法
律
十
一
号「
癩
予
防
ニ
関

ス
ル
件
」を
制
定
し
ま
し
た
。ハ
ン
セ
ン
病

の
国
策
の
始
ま
り
で
す
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
が
感
染
症
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
あ
と
も
、遺
伝
病
で
あ

る
と
す
る
偏
見
は
な
か
な
か
払
拭
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
感
染
症
と

遺
伝
病
と
い
う
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
相

ま
っ
て
、人
々
の
恐
怖
心
と
忌
避
感
情
は

増
幅
し
て
い
っ
た
の
で
す
。こ
の
病
に
か

　1948年神戸市生まれ。1984
年からドキュメンタリー制作
を行う。「奇妙な出来事アト
ピー」1991年（日本記録映画作
家協会賞）「風ものがたり　食
と農と環境」1995年（地球環境
映像祭教育映像賞）など。兵庫
県映画センター在職。
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　“ぜひ訪れていただきたい”“ぜひ見ていただきたい”と思える阪神地域で撮影した写真とエピソード
を公募します。受賞作品は、ＰＲ用パンフレットやポスターに活用、展示会の開催などを予定（平成25年
３月展示予定）
������　Ａ映画・演劇・ドラマ等の舞台・ロケ地/Ｂ小説・漫画・アニメ等の舞台/Ｃ伝説・歴史/Ｄ自
然・風景/Ｅパワースポット/Ｆその他（マニアックな場所・マイブームな場所など）※写真だけ、エピソー
ドだけの応募不可※未発表自作品で２年以内に撮影されたものに限る　������　金賞１人・商品
券５万円/銀賞１人・商品券３万円/銅賞１人・商品券１万円/佳作50人・阪神地域の特産品２千円相当　
�����　平成25年１月７日（月）<消印有効>までに、インターネットまたは郵送（プリントサイズは
４つ切りまたはＡ４版）で下記へ　
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岩園緑地������

芦屋巡礼の路－信仰のかたち－

オータムフェスタ2012
� � � � �

防犯は、１人ひとりの心がけから��������

オープンガーデン2013 参加者募集� � � �

「芦屋　橋ものがたり」より������


