
芦
屋
釜
の
里
で
オ
ー
プ
ン

記
念
展
覧
会
を
開
催

　
芦
屋
釜
の
里
で
は
、
八
木
さ
ん
の

工
房
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
オ
ー
プ
ン
を
記

念
し
、
３
月
１
日
火
か
ら
５
月
29
日

日
に
か
け
て
、
展
覧
会
「
八
木
孝
弘

茶
の
湯
釜
展
～
独
立
ま
で
の
歩
み

～
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
八
木
さ
ん
が
製
作
し
た
重
要
文
化

財
指
定
芦
屋

釜
の
復
元
作

品
、
展
覧
会
に

出
品
し
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
作
品
な

ど
を
展
示
し
て

い
ま
す
。

芦
屋
釜
の
製
作
技
術
を

次
世
代
へ

　
４
月
23
日
、
芦
屋
町
中
央
公
民
館

講
座
が
芦
屋
釜
の
里
で
開
催
さ
れ
、

「
茶
の
湯
釜
鑑
賞
会
～
も
の
づ
く
り
の

目
～
」
と
題
し
て
、
八
木
さ
ん
が
職

人
の
視
点
か
ら
自
身
の
作
品
を
語
る

講
師
を
務
め
ま
し
た
。

　
八
木
さ
ん
は
、
職
人
の
道
に
入
っ

た
き
っ
か
け
、
古
芦
屋
釜
調
査
の
際

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
作
品
づ
く
り
の
苦

労
話
な
ど
を
交

え
な
が
ら
、
わ

か
り
や
す
く
、

自
身
の
作
品
を

解
説
し
ま
し
た
。

解
説
の
最
後
に

は
、
芦
屋
釜
の

製
作
技
術
を
次

世
代
に
継
承
す
る
こ
と
が
自
身
の
使

命
で
あ
る
と
熱
く
語
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
普
段
は
な
か
な
か
聞
く
こ
と
が

で
き
な
い
製
作
者
の
話
に
、
参
加
者

も
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

八
木
さ
ん
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

　

偶
然
の
き
っ
か
け
か
ら
こ
の
道
に

入
り
ま
し
た
が
、
町
民
の
皆
様
に
支

え
て
い
た
だ
き
、
は
や
四
半
世
紀
が

過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
工
房
を
本
稼
働
し
、
現
代
の
芦
屋

釜
を
全
国
の
皆
様
に
知
っ
て
も
ら
う

べ
く
、
尽
力
す
る
所
存
で
す
。
釜
だ

け
で
な
く
、
日
常
に
使
え
る
鋳
物
製

品
も
製
作
し
て
い
く
計
画
で
す
の
で
、

そ
れ
ら
「
芦
屋
鋳
物
」
に
も
注
目
し

て
い
た
だ
け
る
と
う
れ
し
い
で
す
。

　
芦
屋
釜
の
里
で
修
業
し
、
現
代
の
芦
屋
釜

を
製
作
し
て
い
る
八
木
孝
弘
さ
ん
。
令
和
４

年
３
月
26
日
、
八
木
さ
ん
の
鋳ち

ゅ
う
き
ん金
工
房
と
ギ

ャ
ラ
リ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　
八
木
さ
ん
は
、
平
成
９
年
に
芦
屋
釜
の
里
鋳

物
師
養
成
員
と
し
て
職
人
の
道
に
入
り
ま
し

た
。
芦
屋
釜
の
里
内
の
復
興
工
房
で
16
年
間
修

業
し
、
平
成
25
年
に
独
立
。
独
立
後
は
、
復
興

工
房
を
借
り
て
活
動
し
て
い
ま
し
た
が
、
芦
屋

釜
の
里
近
隣
に
工
房
を
新
た
に
建
設
し
、
こ
の

春
、
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
で
す
。

芦
屋
芦
屋
鋳鋳い

も

じ

い

も

じ

物
師
物
師  

八八や
つ
や
つ

木木きき

孝孝た
か
た
か

弘弘ひ
ろ
ひ
ろ

氏
の
氏
の

工
房
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
オ
ー
プ
ン

工
房
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
オ
ー
プ
ン

八木 孝弘さん

八木鋳金外観

㉖

ギャラリー

広報あしや　2022.6

八
木
鋳
金

〒
８
０
７
‐
０
１
４
１

芦
屋
町
大
字
山
鹿
１
５
７
９
‐
１

☎
７
０
１
‐
６
１
７
０

※�

し
ば
ら
く
の
間
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
見

学
は
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。



㉗

そ
の
時
、

芦
屋
で
時
代
が
つ
く
ら
れ
た

決
戦
　
源
平
合
戦
⑤

西
国
侵
攻
　
義よ
し
つ
ね経
無
双

　
寿
永
３
（
１
１
８
４
）
年
正
月
、
源
み
な
も
と

頼よ
り
と
も朝
へ
平
氏
を
追
討
す
べ
し
と
の
宣せ
ん
じ旨

が
後ご
し
ら
か
わ
ほ
う
お
う

白
河
法
皇
に
よ
り
出
さ
れ
ま
す
。兵へ
い

権け
ん

を
与
え
ら
れ
た
頼
朝
が
い
よ
い
よ
西さ
い

国ご
く

の
平
氏
追
討
に
乗
り
出
し
ま
す
。
２

月
、
平
氏
が
陣
取
る
旧き
ゅ
う
と都
で
あ
る
福
原

（
現
・
神
戸
市
）
を
攻
略
し
ま
す
。
一
ノ

谷
で
の
源
義
経
の
奇
襲
作
戦
（
有
名
な

鵯ひ
よ
ど
り
越ご
え
の
逆さ
か
お落
と
し
）の
成
功
に
よ
る
も

の
で
し
た
。敗
走
す
る
平
氏
は
四
国
の
屋

島
（
現
・
高
松
市
）
に
陣
を
移
し
ま
す
。

さ
ら
に
翌
元げ
ん
り
ゃ
く
暦
２
／
寿
永
４
（
１
１
８

５
）
年
２
月
、屋
島
の
内だ
い
り裏
も
義
経
の
背

面
か
ら
の
急
襲
に
よ
り
落
と
さ
れ
、海
上

に
逃
れ
ま
す
。こ
う
し
て
平
氏
は
最
後
の

拠
点
彦
島
（
現
・
下
関
市
）
を
中
核
に
関

門
地
方
に
拠よ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

西
国
侵
攻
　
範の

り
よ
り頼
苦
労

　
一
ノ
谷
の
合
戦
後
、半
年
か
け
て
追
討

の
準
備
を
行
っ
た
源
氏
。総
大
将
を
源
範

頼
と
し
、
北ほ
う
じ
ょ
う
よ
し
と
き

条
義
時
・
和わ

だ田
義よ
し
も
り盛
・
比ひ

き企

能よ
し
か
ず員
・
三み
う
ら
よ
し
ず
み

浦
義
澄
・
足あ
し
か
が
よ
し
か
ね

利
義
兼
・
武た
け
だ田
有あ
り

義よ
し

な
ど
有
力
御ご
け
に
ん

家
人
や
、
従じ
ゅ
う
ぐ
ん
そ
う

軍
僧
の

一い
っ
ぽ
ん
ぼ
う
し
ょ
う
か
ん

品
房
昌
寛
が
加
わ
っ
た
軍
勢
で
し
た
。

山さ
ん
よ
う
ど
う

陽
道
を
進
ん
だ
範
頼
の
軍
勢
は
、安あ

き芸

（
現
・
広
島
県
）
か
ら
周す
お
う防
（
現
・
山
口

県
）
に
進
ん
で
九
州
に
渡
り
、義
経
軍
と

共
に
平
氏
軍
を
挟は
さ

み
撃う

ち
す
る
た
め
進

軍
し
ま
す
。と
こ
ろ
が
範
頼
軍
は
思
う
よ

う
に
は
進
め
ま
せ
ん
で
し
た
。当
時
の
平

氏
軍
の
配
置
が
屋
島
を
本
拠
地
と
す
る

平
宗む
ね
も
り盛
以
下
の
本
隊
の
他
に
、平
知と
も
も
り盛
が

強
力
な
水
軍
を
関
門
地
方
に
展
開
し
て

い
た
か
ら
で
す
。前
後
に
敵
を
受
け
孤
立

し
た
範
頼
軍
は
、
兵ひ
ょ
う
ろ
う糧・
船
舶
の
手
配
に

も
事
欠
き
苦
境
に
立
た
さ
れ
ま
す
。し
か

も
鎌
倉
の
頼
朝
か
ら
は
、在
地
住
民
と
軋あ
つ

轢れ
き

が
な
い
よ
う
に
く
れ
ぐ
れ
も
心
掛
け

よ
と
重
ね
て
連
絡
が
届
き
ま
す
。進
退
の

途み
ち
も
閉
ざ
さ
れ
、周
防
国
で
隠い
ん
に
ん
じ
ち
ょ
う

忍
自
重
の

状
態
を
続
け
る
範
頼
軍
で
し
た
が
情
勢

が
好
転
し
ま
す
。
九
州
豊ぶ
ん
ご後
（
現
・
大

分
県
）
の
豪
族
緒お
が
た
こ
れ
よ
し

方
惟
栄
な
ど
か
ら
兵
・

船
・
兵
糧
を
提
供
さ
れ
た
の
で
す
。
範
頼

軍
は
辛か
ろ

う
じ
て
九
州
豊
後
に
渡
り
ま
し

た
。
時
は
元
暦
２
年
２
月
、福
原
を
墜
と

し
た
一
ノ
谷
の
合
戦
か
ら
一
年
が
経
過

し
て
い
ま
し
た

芦あ
し
や
う
ら

屋
浦
の
戦
い

　

範
頼
軍
よ
り
北
条
義
時
、
下し
も
こ
う
べ
ゆ
き

河
辺
行

平ひ
ら
、渋し
ぶ
や
し
げ
く
に

谷
重
国
ら
が
先
行
し
て
元
暦
２
年

１
月
25
日
に
九
州
入
り
し
豊
後
か
ら
北

上
。
源
平
合
戦
九
州
唯
一
の
陸
戦
、
芦

屋
浦
の
戦
い
が
始
ま
り
ま
す
。
２
月
１

日
、
本
来
の
主あ
る
じ
、
山や
ま
が鹿
秀ひ
で
と
う遠
不
在
の
な

か
、
原は
ら
だ
た
ね

田
種
直な
お・
種た
ね
ま
す益
軍
と
遭
遇
し
合
戦

と
な
り
ま
し
た
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と

行
平
、重
国
ら
は
奮
戦
し
縦
横
に
駆
け
巡

り
矢
を
放
ち
、美み

け気
敦あ
つ
た
ね種
を
行
平
が
討
ち

取
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
戦
い
の
勝
利
に

よ
っ
て
、
平
氏
の
地
盤
で
あ
る
筑
前
・
豊

前
（
現
・
福
岡
県
西
部
～
東
部
、
大
分
県

北
部
）を
範
頼
軍
が
制
圧
。
源
氏
軍
を
威

圧
し
て
い
た
彦
島
の
平
氏
軍
は
孤
立
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

源
氏
の
圧
勝
と
な
っ
た
こ
の
芦
屋
浦

の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
芦
屋
浦
と
は
豊
後

の
ど
こ
か
だ
、
そ
の
方
が
日
程
も
無
理
が

な
い
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
芦

屋
で
は
今
の
中
央
公
園
か
ら
芦
屋
中
学

校
に
か
け
て
近
年
ま
で
あ
っ
た
砂
丘
地

帯
が
そ
の
戦
場
跡
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
源
平
合
戦
の
後
、
秀

遠
の
所
領
は
平
家
討
伐
に
参
加
し
た
京

都
六
勝
寺
の
１
つ
成じ
ょ
う
し
ょ
う
じ

勝
寺
の
執し
ぎ
ょ
う行
で
あ

る
一
品
房
昌
寛
に
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

や
は
り
芦
屋
浦
の
戦
い
は
こ
の
地
で
あ
っ

た
こ
と
の
証
拠
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

�
（
芦
屋
歴
史
の
里
）

編

集
後
記

▼
芦
屋
中
学
校
吹
奏
楽
部
の
レ
イ
ン

ボ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
や
芦
屋
釜
の
里
の
さ

く
ら
コ
ン
サ
ー
ト
を
撮
影
し
ま
し
た

（
ま
ち
の
わ
だ
い
に
掲
載
）。
ど
ち
ら
も

良
い
音
楽
を
聞
き
な
が
ら
の
楽
し
い
取

材
…
な
の
で
す
が
、
実
は
写
真
を
撮
る

の
が
結
構
大
変
で
す
。
音
楽
イ
ベ
ン
ト

は
音
が
命
な
の
で
、
演
奏
の
邪
魔
を
し

た
く
な
い
の
で
す
が
、
カ
メ
ラ
の
シ
ャ

ッ
タ
ー
音
っ
て
消
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
す
。そ
の
た
め
、演
奏
中
の
真
剣
な

表
情
や
し
ぐ
さ
を
な
か
な
か
撮
れ
ず

も
ど
か
し
い
気
持
ち
で
し
た
。�（
那な

ぎ木
）

▼
仕
事
を
は
じ
め
て
も
う
２
カ
月
に
な

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
毎
日
覚
え
る
こ

と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、時
間
が
経
つ
の

を
忘
れ
て
、
正
午
と
夕
方
5
時
の
放
送

が
鳴
る
と
、
も
う
こ
ん
な
時
間
に
な
っ

た
の
か
と
驚
い
て
い
ま
す
。
取
材
や
撮

影
は
楽
し
く
、
子
ど
も
た
ち
や
町
の
人

の
笑
顔
、
き
れ
い
な
風
景
に
癒
さ
れ
て

い
ま
す
。
技
術
は
ま
だ
ま
だ
で
す
が
こ

れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
勉
強
し
て
い
き
ま

す
。
自
分
が
撮
影
し
た
小
学
校
入
学
式

の
写
真
も
載
っ
て
い
る
の
で
ぜ
ひ
、ま
ち

の
わ
だ
い
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。�

（
手
塚
）

▼
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
歴
史
探
偵
と
い
う
番
組

で
「
源
平
合
戦�

壇
の
浦
の
戦
い
」
が

５
月
４
日
に
放
送
さ
れ
ま
し
た
。地
元

の
武
将
、山
鹿
秀
遠
の
活
躍
が
再
現
ド

ラ
マ
で
表
現
さ
れ
、
芦
屋
歴
史
の
里
の

学
芸
員
が
解
説
す
る
な
ど
、芦
屋
町
が

全
国
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
番
組

情
報
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
芦
屋
町
公

式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
情
報
配
信
を
し
ま
し

た
。
今
後
の
た
め
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
登
録
を

お
願
い
し
ま
す
。�

（
鍬く
わ
も
り守
）

紀

史

歴

屋

芦

行
そ
の
三
百
十
三
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