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口
陽
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さ
ん
が
独
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芦
屋
釜
の
里
で
鋳
物
師
と
し
て
の
技
術
を
習
得
す
る
た
め
に
修

業
を
し
て
い
た
樋
口
陽
介
さ
ん
が
、
本
年
４
月
に
独
立
し
ま
し
た
。

　

樋
口
さ
ん
は
、
平
成
17
年
度
に
芦
屋
釜
復
興
工
房
の
鋳
物
師
養

成
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
芦
屋
釜
、
釣
鐘
な
ど
の
復
元
製
作
に
取

り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
美
術
作
品
の
製
作
に
も
積
極
的
に
取
り

組
み
、
数
々
の
公
募
展
で
入
選
・
入
賞
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

樋
口
さ
ん
に
、
芦
屋
釜
復
興
工
房
で
修
業
し
た
16
年
間
の
思
い

出
や
、
こ
れ
か
ら
の
展
望
な
ど
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

美
術
教
員
を
目
指
し
て
い
た

大
学
生
の
道
を
変
え
た
出
会
い

　

も
と
も
と
美
術
の
教
員
に
な
り
た
い

と
思
い
、
大
学
へ
進
学
し
ま
し
た
。
大

学
で
は
、
鋳
ち
ゅ
う
き
ん金
作
家
の
遠
藤
喜
代
志
先

生
が
講
師
と
し
て
教
え
に
こ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
遠
藤
先
生
は
、
江
戸
時
代
初

期
頃
に
製
作
が
途
絶
え
た
「
芦
屋
釜
」

の
復
興
を
目
指
す
芦
屋
釜
の
里
の
工
房

指
導
者
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

遠
藤
先
生
か
ら
声
を
掛
け
て
い
た
だ
き
、

芦
屋
釜
の
里
工
房
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
初
め
て
の
関
わ

り
で
す
。

　

そ
の
後
、
大
学
院
で
は
弥
生
時
代
の

鋳ち
ゅ
う
ぞ
う造
技
術
の
研
究
な
ど
を
行
う
中
で
、

モ
ノ
づ
く
り
の
楽
し
さ
や
古
代
の
技
術

解
明
の
お
も
し
ろ
さ
に
夢
中
に
な
っ
て

い
く
自
分
が
い
ま
し
た
。

　

漠
然
と
で
す
が
、
美
術
教
員
以
外
に

も
研
究
や
モ
ノ
づ
く
り
へ
進
む
道
も
あ

る
な
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

芦
屋
釜
の
里
の
指
導
者
で
あ
っ
た
遠

藤
先
生
の
退
任
と
私
の
大
学
院
の
修
了

が
偶
然
重
な
り
、
採
用
試
験
を
受
け
る

機
会
を
得
ま
し
た
。
幸
い
に
も
採
用
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
平
成
17
年

度
か
ら
鋳
物
師
養
成
員
と
し
て
修
業
を

始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

現
代
に
誕
生
し
た

現
代
に
誕
生
し
た

芦
屋
芦
屋
鋳鋳い

も

じ

い

も

じ

物
師
物
師

樋口 陽介さん
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最
高
難
度
の
技
術
が
要
求
さ
れ
る
芦
屋
釜
の
復
元
に
挑
む

最
高
難
度
の
技
術
が
要
求
さ
れ
る
芦
屋
釜
の
復
元
に
挑
む

１
３
０
０
度
以
上
の
溶
鉄
を
鋳
型
に
流
し
込
む
。
一
瞬
の
作
業
だ

１
３
０
０
度
以
上
の
溶
鉄
を
鋳
型
に
流
し
込
む
。
一
瞬
の
作
業
だ

芦屋釜の里
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修
業
を
始
め
て

　

芦
屋
釜
の
里
の
鋳
物
師
養
成
員
と
な

っ
た
平
成
17
年
。
じ
っ
く
り
と
技
術
を

学
べ
る
機
会
が
来
る
か
と
思
い
ま
し
た

が
、
考
え
が
甘
か
っ
た
で
す
。

　

芦
屋
釜
の
里
で
は
長
い
ス
パ
ン
の
製

作
と
養
成
計
画
が
練
ら
れ
て
お
り
、
私

が
入
っ
て
か
ら
は
釜
造
り
と
並
行
し
て

鐘
造
り
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

最
初
の
４
年
間
で
鐘
を
３
点
製
作
し

ま
し
た
。
鐘
の
重
さ
は
約
30
㎏
、
約

１
０
０
㎏
、
約
２
０
０
㎏
と
、
徐
々
に

大
き
く
し
て
い
き
な
が
ら
、
往
年
の
芦

屋
鋳
物
師
の
技
術
復
元
を
図
り
ま
し
た
。

そ
の
間
、
何
と
か
時
間
配
分
を
し
な
が

ら
芦
屋
釜
の
技
術
習
得
に
励
み
ま
し
た
。

※�

当
時
製
作
し
た
鐘
は
、
現
在
芦
屋
釜
の
里

資
料
室
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
鐘
の
音
を

聞
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

修
業
中
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
芦

屋
釜
の
調
査
に
行
き
ま
し
た
。
主
に
東

京
、
京
都
が
中
心
で
、
多
く
の
美
術
館

や
博
物
館
の
学
芸
員
の
皆
さ
ん
と
親
し

く
な
り
、
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

古
い
芦
屋
釜
を
見
る
度
に
、
新
し
い

発
見
が
あ
り
ま
す
。
芦
屋
釜
の
復
元
に

真
剣
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
、
修
業

を
始
め
た
頃
に
は
気
付
か
な
か
っ
た
先

人
の
こ
だ
わ
り
や
苦
労
し
た
と
こ
ろ
が
、

作
品
の
隅
々
か
ら
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

岩
手
県
盛
岡
市
に
あ
る
南
部
鉄
器
の

工
房
に
も
、
半
年
間
修
業
に
行
か
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
実
際
の
鋳
物
産
地
の

様
子
を
知
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

南
部
の
よ
う
に
有
名
な
産
地
で
も
、

鋳
物
の
量
産
化
の
技
術
が
進
ん
だ
一
方

で
、
古
く
か
ら
続
く
熟
練
の
必
要
な
技

術
が
徐
々
に
失
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
の
結
果
、
付
加
価
値
の
高
い
鋳
物
製

品
を
生
み
出
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。
産
地
の
現
状
を
見

聞
き
し
、
芦
屋
町
の
考
え
方
、
す
な
わ

ち
古
い
技
術
を
追
求
す
る
と
い
う
姿
勢

が
間
違
っ
て
い
な
い
こ
と
も
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

古
代
の
技
術
研
究
と

美
術
作
品

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
芦

屋
釜
の
里
は
、
国
内
外
の
研
究
機
関
と

協
力
し
て
、
古
代
の
鋳
造
技
術
解
明
の

た
め
の
実
験
や
研
究
も
行
っ
て
い
ま
す
。

近
年
は
、
鋳
物
の
起
源
と
も
い
う
べ
き
、
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中
国
古
代
青
銅
器
の
技
術
解
明
を
進
め

て
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
と
お
も
し
ろ

い
発
見
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

壮
大
な
テ
ー
マ
で
す
が
、「
な
ぜ
古
代

の
中
国
で
非
常
に
高
度
な
技
術
が
生
み

出
さ
れ
た
の
か
」
を
考
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
な
ぜ
中
世
の
芦

屋
で
美
し
い
芦
屋
釜
が
生
み
出
さ
れ
た

の
か
」
を
さ
ら
に
深
く
考
え
る
き
っ
か

け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
鋳
物
の
美
術
作
品
を
造
り
、
公

募
展
な
ど
に
出
品
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
佐
野
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
鋳
金
展
で
は

大
賞
を
い
た
だ
く
な
ど
、
過
分
な
る
評

価
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
古
代
の
鋳
造
作
品
の
研
究
に

携
る
こ
と
で
、
作
品
づ
く
り
の
発
想
を

得
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
研
究
や
調
査

を
行
い
な
が
ら
、
作
品
を
製
作
で
き
る

環
境
の
お
か
げ
だ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

地
域
に
根
付
く

　

芦
屋
釜
は
江
戸
時
代
初
期
頃
に
途
絶

え
て
お
り
、
芦
屋
町
は
そ
の
復
興
を
平

成
７
年
か
ら
始
め
ま
し
た
。
鋳
物
を
産

業
と
し
て
、
再
び
こ
の
地
に
根
付
か
せ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
鋳
物
師
養
成
員
の
先
輩

で
あ
る
八や
つ
き木
孝た
か
ひ
ろ弘
さ
ん
が
、
平
成
25
年

度
に
独
立
し
て
か
ら
で
す
。
全
国
の
茶

道
界
へ
の
周
知
な
ど
を
模
索
す
る
中
で
、

産
業
と
し
て
続
く
に
は
一
定
の
売
り
上

げ
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
後

継
者
に
技
術
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
継
続
す
る
こ
と
で
、
自

ず
と
地
元
の
産
業
と
し
て
認
知
さ
れ
、

「
根
付
く
」
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

根
付
く
た
め
に
今
の
自
分
が
果
た
す

役
割
は
何
か
、
常
に
考
え
、
意
識
し
な

が
ら
歩
み
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
か
ら

　

私
が
製
作
し
た
現
代
の
芦
屋
釜
が
世

に
出
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
先
人
の
名

に
恥
じ
ぬ
よ
う
、
ま
た
注
文
主
の
期
待

さ
れ
た
も
の
以
上
の
出
来
と
な
る
よ
う
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
精
進
せ
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

一
方
で
、
美
術
作
品
に
関
し
て
は
、
あ

ま
り
決
め
ご
と
を
せ
ず
、
感
じ
た
こ
と
を

形
に
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

鋳
物
は
、
普
段
は
あ
ま
り
馴
染
み
が

無
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
地
元
の

子
ど
も
た
ち
に
は
、
鋳
物
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
な
ど
を
と
お
し
て
、
モ
ノ
を
つ

く
る
楽
し
み
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。「
知
ら
な
い
こ
と
を
知
る
楽

し
さ
で
心
が
豊
か
に
な
る
」、「
地
域
の

風
土
を
愛
す
る
心
が
育
ま
れ
る
」、
そ
の

よ
う
な
心
の
醸
成
の
き
っ
か
け
が
、
芦

屋
の
鋳
物
で
あ
っ
た
な
ら
ば
す
ば
ら
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

芦屋釜の里芦屋釜の里
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