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一
.

は

じ
め

に
～

研
究

の
目
的

～

ち
く
ぜ
ん
の
く
に
あ

し

や

つ
か

な

や

芦
屋
釜
は
、
筑
前
国
芦
屋
津
金
屋

(現
在

の
福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
中
ノ
浜
)
で
製
作
さ
れ
た
鋳
鉄
製

の
茶

の

あ

し

ゃ

い

も

じ

わ
に
く
ち

湯
釜
で
あ
る
。
そ

の
職
人
集
団
は
芦
屋
鋳
物
師
と
よ
ば
れ
、
茶

の
湯
釜
だ
け
で
な
く
、
梵
鐘
、
鰐

口
、
香
炉
、
銅
像
、

か
け
ぼ
と
け

掛
仏
な
ど
、

仏
教
具
を
中
心
と
す

る
様

々
な
鋳
物
製

品
を
製
作

し
た
。
芦
屋
金
屋

の
発
生

は
、
梵
鐘
が
造
ら
れ
た

時
期
か
ら
み
て
十
四
世
紀
半
ば
頃
と
推
定
さ
れ
、
芦
屋
釜

の
始
ま
り
も
そ
の
時
期
を
遡
る
こ
と
は
な

い
と
考
え
ら

れ
る
。
十
五
世
紀
初
頭
に
は
、
芦
屋
釜
と
思
わ
れ
る
釜
が
記
録
に
あ
ら

わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
製
作

の
始
ま
り

は
十
四
世
紀
以
前

に
遡

る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
芦
屋
釜
が
製
作
さ
れ
始

め
た
時
期

は
、
十
四
世
紀

後
半
頃
と
み

て
よ

い
だ
ろ
う
。

十
五
世
紀

に
は
、
京

の
貴
人

の
日
記
類
に
芦
屋
釜

の
名
が
散

見
さ
れ
、
贈
答
品
と

し
て
高

い
人
気
を
博

し
た

こ
と
が
う

か
が
え

る
。
特

に
文
明
十
年

(
一
四
七
八
)

の
大
内
政
弘
に
よ
る
筑
前
奪
還

以
後
、
大
内

氏
や

そ
の
関
係
者

か
ら
、
足
利
義
政
や
義
尚
ら
を
は
じ
め
、
室

町
幕
府
周
辺

の
人

々
に
、
多
数

の
芦

屋
釜
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
に
み
え

る
。
十
五
世
紀
後
半

は
芦
屋
釜
需
要

の
最
盛
期
で
あ

っ
た
と

い
え

る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
十
六
世
紀
に
な

る
と
、
芦
屋
釜

の
名

は
記
録
に
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
な
く
な

る
。
佗
び
茶

の
考
え
方

が
広
ま
る
に

つ
れ
茶
人

の
道
具

の
好

み
が
変
化
し
た

こ
と
や
、
芦
屋
鋳
物
師

の
庇
護
者

で
あ

っ
た
大
内

氏
が
滅
亡

し
た

こ
と
な
ど
に
よ

つ
て
、
江
戸
時
代
初
期
頃
に
は
そ

の
製
作
が
途
絶
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

現
在
、
国
指
定
重
要
文
化
財

の
茶

の
湯
釜
九
点

の
う
ち
八
点
ま

で
を
芦
屋
釜
が
占
め
て
お
り
、
そ

の
美
術

工
芸

品
と

し
て
の
評
価

は
高

い
。

一
方

で
、
近
世
以
降
、
多
く

の
芦
屋
写
し
が
造
ら
れ
、

そ
れ
ら
が
芦
屋
釜
と
し
て
流

通
し
て
い
る
も

の
も
極
め

て
多

い
。
ま
た
、
芦
屋
釜

の
特
徴

で
あ
る
真
形

の
形
状
や
、
胴
部

の
文
様
な
ど

の

一
要

素
が
芦
屋
釜
鑑
定

の
基
準
と
な
り
、
筑
前
芦
屋
産

以
外

の
茶

の
湯
釜
を
芦
屋
釜
と
し
て
大
量

に
流
通
さ
せ
る
こ
と

と
な

っ
た
。
芦
屋
釜
は
、
真
贋
と

い
う
点

に
お

い
て
混
沌
と

し
た
状
態

に
あ
る
と

い
え
よ
う
。

本
稿

で
は
、
芦
屋
釜

の
鋳
造
技
術

の
解
明
を
目
的

と
す

る
。
鋳
造
技
術

は
、
産
地
や
集
団
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
伝

承
さ
れ
た
技
術

が
あ

り
、
そ
れ
は
製
品
に
特
有

の
痕
跡
を
残
す

こ
と
が
あ

る
。

そ

の
痕
跡

か
ら
技
術

を
紐
解

い
て

い
く

こ
と

で
、

そ
れ
ぞ
れ

の
集
団

の
技
術
的
特
徴

を
探

る
こ
と
は
、
将
来
的
に
釜

の
分
類
や
編
年
を
行
う

た
め

の

有
力
な
情

報
と
な

る
も

の
と
思
わ
れ

る
。
そ

の
た
め
、
本
報
告

で
は
筑
前
芦
屋
産
以
外

の
釜
を
調
査
資
料

に
選
定

す

る
こ
と
を
極
力
避
け
た

い
と
考
え
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
条
件
を
設
定

し
、
調
査
資
料
を
選
択
し
た
。

①
形
状
が
真
形
釜
で
あ
る
も

の
。
も
し
く
は
、
替
底
な
ど
で
原
形
を
と
ど
め
な

い
場
合
、
真
形
釜
で
あ

っ
た
と

推
測
さ
れ
る
も

の
。

②
鎧
付
が
鬼
面

で
あ
り
、
細
部
ま
で
表
現
さ
れ
た
厳
し

い
表
情

の
も

の

(後
世

の
芦
屋
写
し
と
考
え
ら
れ
る
も

の
の
中
に
は
、
鎧
付

の
表
情
が
細
部
ま
で
表
現
さ
れ
ず
、
甘

い
表
情

の
も

の
が
あ
る
た
め
)
。

③
釜
肌
を
故
意
に
荒
ら
し
て
い
な

い
も

の

(肌
を
荒
ら
し
て
古
作
に
み
せ
る
考
え
方

は
、
佗
び
茶

の
隆
盛
以
降

の
考
え
方
と
思
わ
れ

る
た
め
)
。

な

か

こ

④
中

子

(中
型
)
が
挽
き
中
子
法

に
よ

っ
て
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も

の
。
す
な
わ
ち
、
内
部

に
挽
き
目

が
あ
る
も

の
、
も
し
く
は
内
面
に
凹
凸
が
な
く
挽
き
中
子
法
に
よ

る
中

子
成
型
と
考
え
ら
れ
る
も

の

(詳
細
後

述
)
。

こ
こ
で
は
以
上

の
条
件
に
合
致
す

る
も

の
と
し
て
、
調
査
作

品

の
中

か
ら
芦
屋
釜

の
鋳
造
技
術
的

特
徴

が
顕
著

な
次

の
作

品
を

選
択

し
た
。

以
下
、
芦
屋
釜

の
里

の
茶

の
湯
釜
製
作

工
程

に
そ

っ
て
、
芦
屋
釜

の
鋳
造
技
術

の
考

察
を
行
う
。
な
お
、
芦
屋
町
か
ら
出
土
し
た
無
地
平
釜
に

つ
い
て
も
、
参
考
資
料
と
し
て
取
り
上
げ

て
み
た

い
。

芦
屋
松
竹
図
真
形
釜

(湯
木
美
術
館
蔵
)

(図

1
)

芦
屋
霰
地
真
形
釜

(美
術

工
藝
振
興
佐
藤
基
金
蔵
)

(図

2
)

重
要
文
化
財

芦
屋
霰
地
松
梅
図
真
形
釜

(根
津
美
術
館
蔵
)

(図
3
)

芦
屋
霰
地
真
形
釜

(芦
屋
釜

の
里
蔵
)

(図

4
)

無
地
平
釜

(芦
屋
歴
史

の
里
蔵
)

(図

5
)
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二
.
茶

の
湯
釜

の
製
作
工
程
と
考
察

①
紙
型

・
下
絵

釜

の
形
状
や
鎧
付
な
ど
全
体

の
デ
ザ
イ

ン
を
決
め
、
縦
断
面
図
を
実
寸

で
紙
に
描

き
、

型
と

い
う
。
ま
た
、
釜

の
文
様
と
な
る
下
絵
を
決
め
る
。

切
り
抜
く
。

こ
れ
を
紙



②
外
型
造
型

・
ヘ
ラ
押

し

紙
型

の
半
面
を
木
や
鉄

の
板
に
写
し
取
り
、
回
転
さ

せ
る
た
め

の
軸
と
取

っ
手
と
な
る
横

木
を
取
り
付
け

て
挽

板
を
作

る
。
型
枠

の
中

に
、
鋳
物
土
を
荒

い
土
か
ら
徐

々
に
細

か
く
し
な
が
ら
塗

り

つ
け
、
挽
板
を
回
転
さ
せ

て

外
型
を
造
型
す
る
。
外
型

の
表
面
が
乾

か
な

い
う
ち
に
下
絵
を
描

い
た
和
紙
を
水
張
り

し
、
そ
れ

に
そ

っ
て

ヘ
ラ

押

し
す
る
。

【
考
察

】
芦
屋
釜
の
き
め
細

か
い
鉄
肌
は
総
肌
と
も

い
わ
れ
、
外
型
造
型
に
細
か

い
粒
度

の
肌
土
を
用

い
た
こ
と
が

わ

か
る
。
芦

屋
鋳
物
師

の
工
房
跡

で
あ

る
芦
屋
金
屋
遺
跡

か
ら

は
、
胴
部

に
霰
文
を
施
文
し
た
真
形
釜

の
羽
部

の

鋳
型
が
出
土

し
て
お
り

(図
6
)
、

そ
の
断
面
も
鋳
物
土

の
粒
度

に
よ

っ
て
層
状
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
代

の
外
型
造
型
法
と
大
き
く
は
変
わ
ら
な

い
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

ヘ
ラ
押

し
に
関
し
て
は
、
文
様
際
に
凹
状
痕
跡
が

み
ら
れ
る

(図

7

・
図

8
)
。
こ
れ
は
、

文
様

の

ヘ
ラ
押
し

の

際
、

ヘ
ラ

の
筆
致
が

早
く
、
文
様
周

辺
の
土
が
盛

り
上
が

る
こ
と
に
よ

っ
て
製
品

に
凹
状

の
痕
跡
が
残

っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ

る
。
現
代

の
釜
師

の
多

く
は
、
和
紙
に
墨

で
絵
を
描
き
そ
れ
を
鋳
型

に
水
張
り
し
て
、
そ

の
上
か
ら

ヘ
ラ
押
し
す
る
方
法
を
と
る
。

一
方
、
芦
屋
釜

の
場
合

は
、
直
接
鋳
型
に
墨
な
ど

で
下
絵
を
描
き

ヘ
ラ
押

し
す
る
か
、

和
紙
を
水
張
り
し

て

ヘ
ラ
押
し
し
、
あ
る
程
度

あ
た
り
を

つ
け
た

の
ち

に
、
、
和
紙
を
は
が
し
て

ヘ
ラ
押

し
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様

の
凹
状
痕
跡

は
、
重
要
文
化
財
芦
屋
浜
松
図
真
形
釜

(東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
、
重
要
文

化
財
芦
屋
浜
松
図
真
形
釜

(文
化
庁
蔵
)
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。

③
鎧
付

鎧
付

は
、
粘
土

で
造

っ
た
原
型
を
焼
成

し
て
固
め
、

そ
れ
に
薄
く
土
を
付

け
て
原
型

の
形
を
抜
き
取
り
、
鎧
付

の
穴
と
な
る
芯
を
付
け

て
鋳
型
と
す
る
。
外
型
を
掘

り
込
ん
で
穴
を
あ
け
、

そ
こ
に
鎧

付

の
鋳
型
を
埋
め

こ
ん
で

周
囲
を
補
修
す
る
。
鎧
付

の
原
型

は
破
損

し
な

い
以
上
何
度
も
使
用

で
き
、

同
じ
よ
う
な
鎧
付
を

い
く

つ
も
製
作

で
き
る
。

瀦考
察

湿
芦
屋
釜
の
製
作
当
時
も
同
様
な
方
法
だ

っ
た
と
想
定
さ
れ

る
が
、
同
じ
鎧
付

の
原
型
を
用

い
た
と
考
え
ら

れ
る
作
例
は
極
め
て
少
な

い
。

そ

の
稀
有
な
例
と
し
て
、
芦
屋
松
竹
図
真
形

釜

(湯
木
美
術
館
蔵
)
と
芦
屋
霰
地

真
形
釜

(芦
屋
釜

の
里
蔵
)
を
挙
げ

て
お
き
た
い

(図

9
・
図
1
0
・図

1
1
)
。
芦
屋
松
竹
図
真
形
釜

(図

9
)
は
、

原
型
か
ら
被

せ
た
土
を
抜
き
取

っ
て
割

り
口
を
補
修
す

る
際
、
若
干
鼻
先
が

つ
ぶ
れ
た
よ
う

で
あ

る
が
、

そ
れ
以

外

の
形
状
や

大
き
さ

は
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
り
、
同
じ
原
型
を
用

い
た
可
能

性
が
高

い
。
さ
ら
に
は
、
釜
自
体

の
形
状

や
寸
法
、

胴
部

の
鎧
付

の
位
置
な
ど
も
近
似
し

て
お
り
、
同
じ
挽
板
を
用

い
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

一

枚

の
挽
板
か
ら
数
個

の
釜
造
り
を
す

る
こ
と
は
特

に
珍

し
い
こ
と
で
は
な

い
が
、
今

に
残

る
芦
屋
釜
に
関
し
て
い

え
ば
、
そ

の
よ
う
な
例
は
極
め
て
稀

で
あ
り
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
鎧
付

の
原
型
に
土
を
被

せ
て
形
を
抜
き
取

る
際
、
そ

の
ま
ま
で
は
抜
き
に
く

い
た
め
、
鬼

面

の
鼻
先
よ

り
上
部
、
も

し
く
は
下
部

の
ど
ち
ら
か
を
、
中
心
か
ら
縦

二

つ
に
割

っ
て
原
型
を
抜
き
取
る
。
芦
屋
霰

地
松
梅
図

真

形
釜

の
鎧
付

の
頭
頂
部

に
は
、
バ
リ
ー
が
さ

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

(図

1
2
)
、
鎧
付
鋳
型

の
上
部
を
割

っ
て

原
型
を
取
り
出

し
た

こ
と
が
わ

か
る
。

こ
の
よ
う
な
細
か

い
と

こ
ろ
に
も
、
産
地
や
職
人
集
団

の
違

い
が
あ
ら
わ

れ

て
く
る
も

の
で
、
芦
屋
鋳
物
師

の
技
術
的
特
徴

の

一
つ
と

い
え

る
だ

ろ
う
。
な
お
、

そ
れ
に
近

い
頭
頂
部

の
痕

跡

は
、
重
要
文
化
財
芦
屋
無
地
真
形
釜

(相
国
寺
蔵
)
な
ど
に
も

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
芦
屋
釜

の
鬼

面
鎧
付

に

つ
い
て
は
、
そ
の
表
現
法
か
ら
大
き
く
二
種
類

に
分
類

で
き
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
頭
上
に

こ
ぶ
状

の
表
現
を
施
し
鼻
筋

が

一
本

の
タ
イ
プ

(
図

9

・
図

1
0

・
図

1
1
)
と
、
頭
上
に
巻

髪

風

の
表
現
を
施
し
鼻
筋

が
二
本

の
タ
イ
プ

(図

1
2

・
図

1
3
)

で
あ

る
。

こ

の
違

い
は
、
製
作
集
団
に
よ
る

差
異
と
も
考
え
ら
れ
、
後
者
は
大
江
宣
秀

の
作
例

で
あ
る
芦
屋
霰
地
松
梅
図
真
形
釜
が
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
芦

屋
鋳
物
師

の
中

で
最

も
多

く

の
作
品
に
名
を
残
す

「大
江
」

系

の
鎧
付
と

み
る
こ
と
も

で
き
る
。

調
査
点
数
が
増

え
れ
ば
、
将
来
的

に
芦
屋
釜

の
分
類
や
編
年
を
行
う
際

の
重
要
な
要
素
と
な
る
と
思
わ
れ
、
問
題
提
起
と
し
て

一

言
記
し
て
お
き
た

い
。
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④
中
子
造
型

2

中
子
は
釜

の
内

側

の
鋳
型

で
あ
り
、
釜

の
厚
み

の
分
だ
け
、
外
型
と

の
問

に
隙
間
が
で
き

る
よ
う
考
慮

し
て
造



型
す

る
。
芦

屋
釜

の
中

子
造

型

は
、
挽
き
中

子
法
と

い
う
技
法

を
用

い
て

い
る
。
挽

き
中

子
法

と
は
、
中

子

の

縦
断
面

の
形
を
切
り
抜

い
た
挽
板
を
回
転
さ

せ
、
そ
れ
に
土
を
付
け
な
が
ら
鋳
型

を
造
型
す

る
方
法
で
あ
る

(図

1
4
)
。
梵
鐘
や
花
生
等

の
中
子
造
型

に
は
、

現
在
も
挽
き
中
子
法
を
用

い
る
こ
と
が
あ
る
。
芦
屋
鋳
物
師
活
動
期

の
製
作

に
関
す
る
史

料
は
全
く
残

っ
て
い
な

い
が
、
宝
永
六
年

(
一
七
〇
九
)
成
立

の

『
筑
前
国
続

風
土
記
』
土

ヒ

キ
ナ

カ

コ

産
考

の
芦
屋
釜

の
条
に
は
、

「京
江
戸

の
釜
匠
も
、
芦
屋
流

に
伝
ふ
る
引
中
心
と

云
精
巧

の
法
を
知
ら
す
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、

「引
中
心

(
ヒ
キ
ナ
カ
ゴ
)
」
法
が
、
芦
屋
鋳
物
師

の
伝
統
だ

っ
た

こ
と
を
伝
え

て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

現
代
的
な
表
記
に
直

し

「挽
き
中

子
」
を
用

い
る
。

四考
察

】
芦
屋
釜

の
中
子
を
実

見
す

る
と
、

口
裏

に
同
心
円
状

の
筋
状
痕
跡
が
残
る
も

の
が
あ

る

(図

1
5
)
。

こ

れ
が
挽
き
中

子
法

の
痕
跡

で
あ
る
。
芦
屋
釜

の
里

の
製
作
実
験
か
ら
、
挽
き
中
子
法
を
用

い
て
も
必
ず
し
も
挽
き

目
が
入
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
が
わ

か

っ
て
き
た
が
、
総

じ
て
そ

の
内
部

は
凹
凸
が
な
く
美
し

い
。

こ
の
挽
き
中

子
法

の
痕
跡

は
、
芦
屋
釜
を
み
る
上
で
最
も
重
要
な
技
術
的
ポ
イ

ン
ト

で
あ

る
。

⑤
中
子
納
め

外
型
・
中
子
を
焼
成

し
、
そ
れ
ら
に
鉄
の
焼
き

つ
き
を
防
ぐ
た
め

の
煤
や
黒
味

(炭
汁
)
を
塗
布
す

る
。
外
型

(上

か
た
も
ち

型
)
に
中

子
を
納

め
、
厚
み
を
保

つ
た
め
の
鉄
の
型
持
を
お

い
て
外
型

(下
型
)
を
被
せ
る

(図
1
6
)
。

四
考
察

】
芦

屋
霰

地
真

形
釜

(美
術

工
藝
振
興
佐
藤
基
金
蔵
)

に
は
、

口
裏
内
部

に

一
条

の
段
差
が

み
え

る

(図

ま
ま

き

1
7
)
。

こ
の
痕
跡

は
、
外
型

に
中
子
を
納
め
る
際
、
幅
,置

の
部
分
が
若
干
合
わ
ず
、
中
子
が
浮

い
た
た
め
に
で
き

た
痕
跡
と
考
え
ら
れ

る
。

こ
れ
は
外
型
と
中

子

の
鋳
型
を
別

々
の
挽
板

で
造
型
す

る
挽
き
中

子
法
に
稀

に
あ
ら
わ

れ
る
痕
跡

で
あ
り
、
挽
き
中

子
法
を
用

い
た
傍

証
と
も
な

ろ
う
。
芦
屋
釜

の
里
に
お
け
る
復
元
製
作
に
お

い
て
も
、

同
様

の
痕
跡
が
み
ら
れ
た

(図
1
8
)
。
な

お
、
こ
れ
に
近

い
痕
跡
は
、
重
要
文
化
財
芦
屋
無
地
真
形
釜

(相
国
寺
蔵
)

に
も
み
ら
れ
る
。

⑥
鋳

込
み

(吹
き
)

.
醜
燵

(溶
解

炉
)

に
木
炭
と
鉄
を
交
互
に
入
れ

て
熱

し
、
鉄
を
溶

か
す
。
溶
け
た
鉄
を
杓

で
受
け
、
鋳

型
に
流

し
込
む
。
な
お
、
芦
屋
金
屋
遺
跡
か
ら

は
、
甑
炉
を
据
え
る
た
め

の
基
底
部
が
出
土

し
て
い
る
。

四考
察

囲
芦
屋
釜

の
胴
部

の
厚

み
は
、
薄

い
も

の
で
ニ
ミ
リ
程
度

の
も

の
も
あ

り
、
明
ら
か
に
軽
さ
を
意
識

し
て
製

作
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
薄
物

の
製
作

に
は
、
甑
炉
に
よ
る
金
属
溶
解

が
適

し
て
い
る
こ
と
が
、
近
年

の
芦
屋

釜

の
里

の
製
作
実
験
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

つ
つ
あ

る
。

溶
湯

は
鋳
型

の
釜
底
に
あ
た

る
部
分
に
設
け
た
湯

口
か
ら
流

し
入
れ

る
。
芦

屋
釜

で
製
作
当
初

の
底
を
残
す
例

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
未
だ

そ
の
例
を
知
ら
な

い
。
伝
承
で
は
、
芦
屋
釜

の
湯

口
は
梵
鐘
な
ど
と
同
じ
よ
う

に

一
文

字
形

の
湯

口
で
あ

っ
た
と
さ

れ
て
い
る
が
、
実
際

は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
芦
屋
町
出
土

の
無
地
平
釜
は
、
中

子
成

型

に
挽
き
中
子
法
を
用

い
て

い
る
と

み
ら
れ
、
芦
屋
鋳
物
師

に
関
連
す

る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ

の
底

は
生

底
で
あ
り
、
湯

口
は
丸
湯

口
で
あ

る

(図
1
9
)
。
あ
る
い
は
、
芦
屋
釜

の
湯

口
も
丸
湯

口
で
あ

っ
た
か
も

し
れ
な

い
。
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⑦
仕
上
げ

吹
き

の
翌

日
、
鋳
型

か
ら
釜
を
取
り
出
す
。

釜

の
表
面
を
銃
び
さ

せ
、
錆
色
を

つ
け
る
。

砥
石
や
土
を
付
け
た
ワ
ラ
な
ど

で
表
面
や
内
面
を
み
が
き
、
整
え

る
。

三
.
お
わ
り
に

本
報
告

で
は
、
芦
屋
釜
に
残
る
痕
跡

か
ら
芦
屋
釜

の
鋳
造
技
術

の
解

明
を
試

み
た
。
頁
数

の
制
約
か
ら
す
べ
て

の
調
査
資

料
を
掲
載

で
き
な
か

っ
た
が
、

い
ず
れ
発
表

の
機
会
を
も
ち
た

い
。

こ
れ
ま

で
の
調
査

で
、
芦
屋
真
形

釜
に
関
し
て
は
鋳
造
技
術
に
関
す

る
デ

ー
タ
が
徐

々
に
蓄
積
さ
れ

て
い
る
。
今
後

は
、
他
産
地

の
釜

の
鋳
造
技
術

に

つ
い
て
も
調
査
を
行

い
、

可
能
な
限

り
そ
の
産
地

の
特
異
な
技
術
を
明
ら
か
に
し
た

い
と
考
え

て
い
る
。

ひ

い

て
は
、
各
産
地
の
釜

の
学
術
的
分
類
を
、
多

少
な
り
と
も
進
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
次
第

で
あ
る
。

な
お
、
『
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
』
第

1
9
号

の
拙
稿

「芦

屋
釜

の
鋳
造
技
術

」

(
二
〇

一
〇
年
)

に
も
同
様

の

条
件

で
作
品
を
選
択
し
、
芦
屋
釜

の
鋳
造
技
術

の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
今

回
の
報
告
と
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。



図12鎧 付(部 分)

◎芦屋霰地松梅図真形釜 根津美術館蔵

図9鎧 付(部 分)

芦屋松竹図真形釜 湯木美術館蔵

図10鎧 付(部 分)

芦屋霰地真形釜 芦屋釜の里蔵

図13鎧 付(部 分)

◎芦屋霰地松梅図真形釜 根津美術館蔵

図11鎧 付(部 分)

芦屋松竹図真形釜 湯木美術館蔵

図7文 様際の凹状痕跡(部 分)

芦犀松竹図真形釜 湯木美術館蔵
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図8文 様際の凹状痕跡(部 分)
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図4芦 屋霰地真形釜 芦屋釜の里蔵
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図6金 屋遺跡出土鋳型 芦屋歴史の里蔵
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図1芦 屋松竹図真形釜 湯木美術館蔵
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図3◎ 芦屋霰地松梅図真形釜 根津美術館蔵



図14i挽 き中子法の様子

芦屋釜 の里 工房
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図17口 裏内部の段差(部 分)
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※
◎
は
重
要
文
化
財

謝
辞本

稿

を
成
す

に
あ
た
り
、

石
洞
美
術
館

・
根
津
美
術
館

・
湯
木
美
術
館

・
芦
屋

町
の
各
機
関

の
方

々
に
ご
協
力

を
賜

っ
た
。
記
し
て
、
深
く
感
謝

の
意
を
申

し
上
げ
る
。

註-

鋳
型

の
隙
間
に
溶
湯
が
さ

し
こ
ん
で
固
ま

っ
た
も

の
。

2

現
代

の
釜
師

の
中
子
造
型
法

は
、
削
り
中
子
法

(込
め
中
子
法
)
が
多

い
。
削

り
中
子
法

は
、
外
型
に
中
子
砂

を
込
め
、
製
品
と
同
じ
土
塊
を

つ
く

っ
て
抜
き
取
り
、
そ
れ
を
厚

み
の
分

だ
け
を
削

っ
て
溶
湯

の
入
る
隙
間
を
作

り
出
す
方
法

で
あ
る
。


