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Artisan Gallery

アトムCSタワーのエコ活動

石の神様・仏様

住まいに役立つ仲間たち

古今東西たてものがたり

What is ATOM? 

SLOWでいこう

オフタイム

功徳の美　念珠職人　竹中 義博さん

屋上緑化で環境学習 17

茶碗を持って立ち上がれ

家を守る『鍵と錠前』その１

栃木県日光市　旧日光田母沢御用邸

アトムリビンテックって、どんな会社 ? 1

国分寺  カフェスロー ・3  地域の繋がり編

3

7

8

9

11

15

17

18

東日本大震災で被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げますとともに、
一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
アトムリビンテック株式会社は社業を通じて、またアトムCSタワーでのイベント等を通じて、東北復興支援活動を継続してまいります。

今号の表紙 絵　

A

KIKO　詩　志岐奈津子

たとえば、借りた本を読んでいる時、

いつの間にか、貸してくれた人の声で、

文字を追っていることがあります。

心の中は、自由です。

いろんな人が遊びにきます。

A

KIKO（アキコ）　画家

北海道余市町生まれ。「いのちとつ

ながり」をテーマに自然のエネル

ギーを紡ぎ続ける

かき氷にガ〇ガ〇君。夏は清涼感のある氷菓が主役でしたよね。というわ

けで、秋からがまさにアイスクリームのおいしい季節 ! 燕の熟練職人がつ

くりあげたSUSgalleryのアイスクリームカップホルダーはステンレスの

二重構造になっていて、溶けにくい状態をキープ。口当たりにこだわった

お揃いのスプーンで食べれば、おやつタイムがいっそうHappyに。ベリー、

ミント、マッチャの3色からひとつ選んでお届けいたします。

6アイスクリームカップホルダー &スプーン Happy Ice Cream!

巻末のハガキ・FAXまたはホームページのアンケートにお答えいただいた
方のなかから抽選で 6名様にプレゼントいたします。
締め切り　2015年10月31日（土）

こちらの商品は、CSタワー 1階

「ギャラリーショップKANAGU」で

展示販売しています。

どうぞお手にとってご覧ください

読者プレゼント

［サイズ］　カップ :φ77×H 51mm　容量120ml　スプーン :107mm　
［材質］　カップ :18 - 8ステンレス　スプーン : 18 -18ステンレス　［販売価格］　5,000円+消費税　

4当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます

a listen　「simple side.」より

ベリー

ミント

マッチャ
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功
徳
の
美

A
rtisan G

allery

文

　川
村
千
織

　写
真

　大
屋
徳
亮

法
具
の
製
作
を
預
か
る
　念
珠
職
人
の
仕
事
場
。

職
人
と
師
匠
で
も
あ
る
番
頭
は
ん

二
人
並
ん
で
仕
事
す
る
。

シ
ュ
ラ
ッ
　シ
ュ
ラ
ッ
　と
糸
の
束
を
す
く
。

す
い
た
糸
に
撚よ

り
を
か
け
、
珠
の
穴
に
す
っ
と
通
す
。

糸
を
手
ば
さ
み
で
　パ
チ
ッ
と
切
り
捨
て
る

　潔
く
。

指
先
を
素
早
く
　巧
み
に
使
い
、
糸
を
四
つ
組
に
編
む
。

微
か
に
　微
か
に

耳
を
凝
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど

微
か
な
音
　キ
ュ
ワ
ッ

　キ
ュ
ワ
ッ
。

こ
う
し
て
時
々
耳
に
す
る
不
思
議
な
音
た
ち
は

作
業
シ
ー
ン
を
演
出
す
る
名
脇
役
…
の
感
あ
り
。

日
差
し
を
背
に
　薄
い
お
座
布
に
正
座
し

職
人
は
黙
々
と
念
珠
を
作
り
続
け
る
。

向
か
う
前
に
は
、
七
十
五
年
も
の
間

代
々
の
職
人
の
手
技
を
見
守
っ
て
き
た
組
み
台
。

糸
を
か
け
る

　糸
を
撚
る

　珠
に
糸
を
通
す
。

そ
れ
は
職
人
と
、
珠
と
糸
と
、
組
み
台
が

繰
り
返
し
　繰
り
返
し
続
け
て
き
た
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
。

こ
う
し
て
　そ
う
し
て
　や
っ
と
こ
に

美
し
の
京
念
珠
が
生
命
を
与
え
ら
れ
る
。

そ
の
姿

　合
掌
礼
拝
の
際
の
法
具
で
あ
り
な
が
ら

魅
せ
る
た
め
の
色
　姿
が
表
現
さ
れ
た
賜
物
に
違
い
な
い
…
美
し
い
。

念
珠
職
人

　竹
中 

義
博

3
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道
具

アルティザンはフランス語で「職人」の意味。Artisan Gallery（アルティザンギャラリー）では、職人の技と生き方を写真とエッセイでお届けします。

竹中 義博 たけなか よしひろ　1974年、京都市生まれ。数珠製造卸商「竹中源」四代目。父と職人たち
が数珠を作る仕事場を「遊び場」とし、さまざまな影響を受けながら数珠に携わる基盤が育成され
た。1994年、経理の専門学校を卒業後、「竹中源」に入店。2004年、京念珠製造師1種1級を取得。
2010年、四代目を継承。2014年「京念珠製造業青年会代表」就任。現在に至る

合
掌
礼
拝
…
そ
の
形
を
〝
作
る
〞

│
そ
も
そ
も
数
珠
（
念
珠
）
は
、
イ
ン
ド

伝
来
の
も
の
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
で
用
い
ら
れ
て
い

た
も
の
が
原
型
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が

釈
尊
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
中
国
に
伝
わ
っ

た
と
。
日
本
に
は
飛
鳥
時
代
、
仏
教
伝
来
と

と
も
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
高
価
な
も
の
で
、

最
初
は
僧
侶
の
間
で
も
ご
く
一
部
の
方
し
か

持
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一
般

の
人
た
ち
に
普
及
し
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
以

降
の
こ
と
で
す
。

│
数
珠
と
念
珠
は
違
う
の
で
す
か
。

　基
本
的
に
は
同
じ
も
の
で
す
。
数
珠
は
題

目
や
念
仏
を
唱
え
た
回
数
を
数
え
る
た
め
に

使
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。

│
念
珠
と
京
都
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
?

　京
都
は
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
の
首

都
で
し
た
が
、
明
治
維
新
で
首
都
が
東
京
に

移
っ
た
後
も
宗
教
的
な
機
能
を
持
ち
続
け
ま

し
た
。

　ま
た
京
都
に
は
仏
教
の
各
宗
派
の
本
山
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
全
国
の
末
寺
か
ら

本
山
へ
と
人
の
流
れ
が
途
絶
え
ず
、
結
果
、

京
念
珠
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
、
生
産

の
90
%
以
上
を
京
都
が
占
め
て
い
ま
す
が
、

ま
さ
に
歴
史
的
伝
統
産
業
や
と
思
い
ま
す
。

│
伝
統
産
業
を
担
う
京
念
珠
の
製
造
卸
商

「
竹
中
源
」
の
歴
史
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　う
ち
の
歴
史
は
85
年
ほ
ど
。
私
が
四
代
目

と
し
て
家
業
を
継
承
し
ま
し
た
。
京
都
で
は
、

家
業
を
継
ぐ
と
い
う
の
は
珍
し
く
な
い
ん
で

す
。で
す
か
ら
、私
も
子
ど
も
の
頃
か
ら「
継

ぐ
」
と
い
う
意
識
で
育
っ
て
き
ま
し
た
。「
い

や
や
」
と
思
う
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　昔
、
住
ま
い
は
店
の
上
に
あ
り
ま
し
た
。

下
に
行
く
と
数
名
の
職
人
さ
ん
が
仕
事
を
し

て
は
る
姿
を
目
に
し
ま
す
。
作
る
姿
は
毎
日
、

ず
っ
と
見
て
い
た
わ
け
で
す
。
眺
め
る
だ
け

で
な
く
、
作
業
場
は
私
の
遊
び
場
で
も
あ
り

ま
し
た
。
職
人
さ
ん
た
ち
は
、
日
常
で
は
使

わ
へ
ん
単
語
と
か
漢
字
と
か
を
使
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
の
も

楽
し
か
っ
た
。
そ
う
こ
う
し
て
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
こ
の
世
界
を
学
ん
で
い
っ
た

ん
や
と
思
い
ま
す
。
本
格
的
に
仕
事
に
携
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二
十
歳
の
頃
で
す
が
、

す
う
っ
と
入
っ
て
い
け
ま
し
た
。

│
楽
勝
…
で
す
か
?

　い
え
い
え
。
子
ど
も
の
頃
、
遊
び
の
延
長

で
い
た
の
と
は
違
い
、
仕
事
と
し
て
真
剣
に

取
り
組
む
よ
う
に
な
る
と
難
し
い
問
題
も
出

て
き
ま
す
。
責
任
の
重
み
も
感
じ
ま
す
し
。

　私
の
場
合
、
作
る
こ
と
に
関
し
て
は
あ
ま

り
悩
ん
だ
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
長
時
間
、

ず
っ
と
作
り
続
け
る
の
も
、
ど
う
も
な
い
ん

で
す
。
で
も
、
営
業
的
な
こ
と
が
苦
手
で
ね
。

き
っ
と
職
人
が
肌
に
合
っ
て
い
る
ん
で
す
。

A
rtisan G

allery

「
念
珠
と
は
、
心
を
念
ず
る
珠
な
り
」

技
を
磨
き
、
知
識
を
深
め

│
仕
事
の
師
匠
は
番
頭
さ
ん
で
す
ね
。

　最
初
は
番
頭
は
ん
の
横
に
つ
い
て
、
一
か

ら
の
始
ま
り
で
し
た
。
作
る
作
業
と
い
う
の

は
ど
こ
の
世
界
で
も
一
緒
で
す
が
、
一
人
前

に
な
る
に
は
「
目
で
見
て
、
盗
め
」
に
尽
き

ま
す
。
番
頭
は
ん
は
色
々
教
え
て
く
れ
は
っ

て
、
深
い
懐
で
私
を
育
て
て
く
れ
ま
し
た
。

で
も
基
本
的
に
は
「
見
て
覚
え
な
さ
い
」
と
。

珠
に
糸
を
通
す
。
組
ん
で
房
を
つ
け
て
仕
上

げ
る
。
綺
麗
に
編
む
に
は
力
加
減
が
大
事
。

　「全
部
、
手
に
覚
え
さ
せ
な
さ
い
」
と
い

う
の
が
番
頭
は
ん
の
思
い
。
き
っ
ち
り
し
た

仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
3

年
の
歳
月
が
か
か
り
ま
し
た
。
昔
な
が
ら
の

作
り
方
で
、
糸
を
組
ん
だ
後
に
紐
で
束
に
し

て
縛
っ
て
刈
り
込
む
「
梵
天
」
と
い
う
技
術

が
あ
り
ま
す
。〝
梵
天
を
素
早
く
均
等
に
刈

り
込
め
た
ら
職
人
と
し
て
一
人
前
〞
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
作
れ
る
職
人
さ
ん
は
徐
々

に
減
っ
て
い
て
、
育
成
も
な
か
な
か
難
し
い
。

番
頭
は
ん
も
私
も
、
梵
天
が
作
れ
る
と
い
う

の
は
「
竹
中
源
」
の
強
み
で
す
ね
。

│
将
来
を
担
う
京
念
珠
の
職
人
と
し
て
思

わ
れ
る
こ
と
は
。

　「新
し
い
数
珠
の
姿
」
と
い
う
て
も
、
念
珠

と
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う
の
は
、
ブ
ー
ム
を
巻
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起
こ
す
も
の

で
は
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、
静
か
に
、
永
く
流
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い
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な
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な
か
新
し
い
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は
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れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
如
何
に
昔
な
が
ら
の
形
を
継
承
し
つ

つ
新
し
い
姿
を
生
み
出
し
て
い
く
か
を
試
行

錯
誤
す
る
こ
と
が
私
ら
の
時
代
に
課
せ
ら
れ

た
使
命
や
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
紐
。

組
み
方
の
違
い
や
と
か
色
の
使
い
方
や
と
か
。

大
き
な
変
化
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
色
・
姿

は
今
と
い
う
時
代
の
な
か
で
変
わ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　こ
れ
か
ら
は
、
も
っ
と
念
珠
の
歴
史
を
深

く
学
び
、
技
だ
け
で
な
く
幅
広
い
知
識
も
備

え
、
念
珠
職
人
と
し
て
の
生
涯
を
全
う
し
て

い
き
た
い
と
思
う
て
ま
す
。

京念珠の美しさを高める房の色・形状。どの色をどれだけ
の本数で、どう組むか。その判別も優れた職人に授けられ
た技の一つ

藍染めの職人とコラボレーションをして作った新しい感
性伝わる念珠。伝統技術を継承しつつも、新たな念珠を作
り、その存在を広めていきたいという意気込みが

中学を卒業してから、ずっと念珠作りをしてき
た“番頭はん”。念珠作りのすべてを知っている。
四代目を育ててきた懐の深い師匠でもある

「
仏
具
を
作
る
」
道
具
た
ち
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アルティザンはフランス語で「職人」の意味。Artisan Gallery（アルティザンギャラリー）では、職人の技と生き方を写真とエッセイでお届けします。

竹中 義博 たけなか よしひろ　1974年、京都市生まれ。数珠製造卸商「竹中源」四代目。父と職人たち
が数珠を作る仕事場を「遊び場」とし、さまざまな影響を受けながら数珠に携わる基盤が育成され
た。1994年、経理の専門学校を卒業後、「竹中源」に入店。2004年、京念珠製造師1種1級を取得。
2010年、四代目を継承。2014年「京念珠製造業青年会代表」就任。現在に至る

合
掌
礼
拝
…
そ
の
形
を
〝
作
る
〞

│
そ
も
そ
も
数
珠
（
念
珠
）
は
、
イ
ン
ド

伝
来
の
も
の
と
聞
い
て
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ま
す
。

　イ
ン
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の
バ
ラ
モ
ン
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ら
れ
て
い

た
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の
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と
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釈
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に
用
い
ら
れ
、
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の
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と
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に
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仏
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と
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わ
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価
な
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の
で
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っ
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な
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。
一
般

の
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に
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し
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倉
時
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降
の
こ
と
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か
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同
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珠
は
題

目
や
念
仏
を
唱
え
た
回
数
を
数
え
る
た
め
に

使
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。

│
念
珠
と
京
都
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
?
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都
は
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
の
首

都
で
し
た
が
、
明
治
維
新
で
首
都
が
東
京
に

移
っ
た
後
も
宗
教
的
な
機
能
を
持
ち
続
け
ま

し
た
。
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た
京
都
に
は
仏
教
の
各
宗
派
の
本
山
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
全
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の
末
寺
か
ら

本
山
へ
と
人
の
流
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が
途
絶
え
ず
、
結
果
、

京
念
珠
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
、
生
産

の
90
%
以
上
を
京
都
が
占
め
て
い
ま
す
が
、

ま
さ
に
歴
史
的
伝
統
産
業
や
と
思
い
ま
す
。

│
伝
統
産
業
を
担
う
京
念
珠
の
製
造
卸
商

「
竹
中
源
」
の
歴
史
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　う
ち
の
歴
史
は
85
年
ほ
ど
。
私
が
四
代
目

と
し
て
家
業
を
継
承
し
ま
し
た
。
京
都
で
は
、

家
業
を
継
ぐ
と
い
う
の
は
珍
し
く
な
い
ん
で

す
。で
す
か
ら
、私
も
子
ど
も
の
頃
か
ら「
継

ぐ
」
と
い
う
意
識
で
育
っ
て
き
ま
し
た
。「
い

や
や
」
と
思
う
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　昔
、
住
ま
い
は
店
の
上
に
あ
り
ま
し
た
。

下
に
行
く
と
数
名
の
職
人
さ
ん
が
仕
事
を
し

て
は
る
姿
を
目
に
し
ま
す
。
作
る
姿
は
毎
日
、

ず
っ
と
見
て
い
た
わ
け
で
す
。
眺
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だ
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で
な
く
、
作
業
場
は
私
の
遊
び
場
で
も
あ
り

ま
し
た
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職
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ん
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は
、
日
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で
は
使

わ
へ
ん
単
語
と
か
漢
字
と
か
を
使
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
の
も

楽
し
か
っ
た
。
そ
う
こ
う
し
て
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
こ
の
世
界
を
学
ん
で
い
っ
た

ん
や
と
思
い
ま
す
。
本
格
的
に
仕
事
に
携
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二
十
歳
の
頃
で
す
が
、

す
う
っ
と
入
っ
て
い
け
ま
し
た
。

│
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勝
…
で
す
か
?
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取
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な
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し
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ま
す
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。
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。
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石
の神

様   

仏
様 18

大丸の田の神さぁ（宮崎県小林市）

田の神さぁは、鹿児島県と宮崎県の田んぼに分布する石の神

様像。この像がある田んぼでは、美味しいお米がたくさん実る

と言われています。江戸時代に、近くの霧島山が噴火し、その

復興のシンボルとして、薩摩藩がこの像を作ることを奨励し

たとのこと。日本人は、昔も今も、お米さえあれば立ち上がる

ことができるんですね

6宮崎自動車道・小林 ICより北東へ車で約9.5km

　小林市街地を経て本町交差点より国道265号線を約3.6km

宮
崎
県
小
林
市
　大
丸
の
田
の
神
さ
ぁ

茶
碗
を
持
っ
て
立
ち
上
が
れ

た

　
　
　か
ん

お
寺
や
神
社
の
境
内
の
片
隅
や
道
す
が
ら
に
ひ
っ
そ
り
と
立
つ
、

石
の
神
様
・
仏
様
。時
に
よ
っ
て
は
、立
派
な
お
堂
の
中
に
祀
ら
れ
た

国
宝
の
仏
像
よ
り
も
力
強
く
、わ
た
し
た
ち
に
何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。

「
い
つ
も
笑
顔
で
前
向
き
に
生
き
て
い
れ
ば
、
願
い
は
き
っ
と
叶
う
」

素
敵
な
言
葉
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
を
信
じ
て
頑
張
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、

ま
だ
気
持
ち
に
余
裕
が
あ
る
う
ち
だ
け
。

人
生
に
は
、
自
分
で
は
ど
う
に
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い

厳
し
い
出
来
事
も
、
し
ば
し
ば
起
き
て
し
ま
う
。

心
も
体
も
打
ち
の
め
さ
れ
て
、
ど
れ
だ
け
前
向
き
に
な
ろ
う
と
し
て
も

無
理
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

そ
う
珍
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
時
、
君
の
助
け
に
な
る
の
は
米
だ
。

パ
ン
や
ケ
ー
キ
は
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
が
、

心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
食
べ
物
は
、
や
っ
ぱ
り
米
な
の
だ
。

茶
碗
い
っ
ぱ
い
の
ご
飯
を
お
な
か
に
詰
め
込
ん
で
、

さ
あ
、
明
日
に
向
か
っ
て
立
ち
上
が
ろ
う
。

文・写真　吉田さらさ　寺と神社の旅研究家

寺、神社、仏像に関する執筆と講師が主な仕事。取材旅行を重

ねるうちに、石の神様、仏様の像の魅力に気づき、写真を撮っ

て「お言葉」を考えるのがライフワークとなった。昨年秋に、

撮りためた写真をまとめた本『明日がちょっと幸せになるお

地蔵さまのことば』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）を上

梓。その他、『近江若狭の仏像』、『石仏・石の神を旅する』（いず

れもJTBパブリッシング）など、著書多数 

http: //sarasa77.hatenablog.com/
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様像。この像がある田んぼでは、美味しいお米がたくさん実る

と言われています。江戸時代に、近くの霧島山が噴火し、その

復興のシンボルとして、薩摩藩がこの像を作ることを奨励し

たとのこと。日本人は、昔も今も、お米さえあれば立ち上がる

ことができるんですね

6宮崎自動車道・小林 ICより北東へ車で約9.5km

　小林市街地を経て本町交差点より国道265号線を約3.6km

宮
崎
県
小
林
市
　大
丸
の
田
の
神
さ
ぁ

茶
碗
を
持
っ
て
立
ち
上
が
れ

た

　
　
　か
ん

お
寺
や
神
社
の
境
内
の
片
隅
や
道
す
が
ら
に
ひ
っ
そ
り
と
立
つ
、

石
の
神
様
・
仏
様
。時
に
よ
っ
て
は
、立
派
な
お
堂
の
中
に
祀
ら
れ
た

国
宝
の
仏
像
よ
り
も
力
強
く
、わ
た
し
た
ち
に
何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。

「
い
つ
も
笑
顔
で
前
向
き
に
生
き
て
い
れ
ば
、
願
い
は
き
っ
と
叶
う
」

素
敵
な
言
葉
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
を
信
じ
て
頑
張
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、

ま
だ
気
持
ち
に
余
裕
が
あ
る
う
ち
だ
け
。

人
生
に
は
、
自
分
で
は
ど
う
に
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い

厳
し
い
出
来
事
も
、
し
ば
し
ば
起
き
て
し
ま
う
。

心
も
体
も
打
ち
の
め
さ
れ
て
、
ど
れ
だ
け
前
向
き
に
な
ろ
う
と
し
て
も

無
理
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

そ
う
珍
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
時
、
君
の
助
け
に
な
る
の
は
米
だ
。

パ
ン
や
ケ
ー
キ
は
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
が
、

心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
食
べ
物
は
、
や
っ
ぱ
り
米
な
の
だ
。

茶
碗
い
っ
ぱ
い
の
ご
飯
を
お
な
か
に
詰
め
込
ん
で
、

さ
あ
、
明
日
に
向
か
っ
て
立
ち
上
が
ろ
う
。

文・写真　吉田さらさ　寺と神社の旅研究家

寺、神社、仏像に関する執筆と講師が主な仕事。取材旅行を重

ねるうちに、石の神様、仏様の像の魅力に気づき、写真を撮っ

て「お言葉」を考えるのがライフワークとなった。昨年秋に、

撮りためた写真をまとめた本『明日がちょっと幸せになるお

地蔵さまのことば』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）を上

梓。その他、『近江若狭の仏像』、『石仏・石の神を旅する』（いず

れもJTBパブリッシング）など、著書多数 
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塩浦 信太郎
信太工房主宰／カラク
リ作家。博物館や科学
館へのカラクリの貸し
出し、ホテルなどから
のオーダーによる作品
制作、ほかにデパート
各店での展示販売な
どを行っている

金属の「新人」誕生

素材を知る アルミニウ
ム

アルミニウムといえば、私たちの生活に深く
浸透している素材といえます。周りを見渡す
と、アルミホイルや窓のフレーム、アルミ缶、
自転車のフレームなどアルミ製品がたくさん
ありますが、皆さんの財布の中で必ず1枚は
目にする1円硬貨もアルミニウム。じつはこ
の硬貨、つくるのに2倍以上のコストがかか
っているのです。つい最近も、ある国の人が
アルミ素材に使うため日本の1円硬貨を大量
に自国に持ち帰ったという噂が、まことしや
かに流れていました。
　このように私たちの生活になくてはならな
いアルミニウムですが、使われるようになっ
たのは、ほんの100年ほど前ですから、比較
的新しい金属といえます。また、最近よく耳
にする「チタン」という金属は、1910年に鉱
石から取り出す方法が見つかったばかりなの
で、いわば金属の「新人」といえるでしょう。
このふたつの金属の登場により合金が作られ
るようになり、軽くて丈夫なアルミニウムの
チタン合金も誕生しました。

アルミニウムを作るにはまず、鉱物のボーキ
サイトを水酸化ナトリウムで処理し、アルミ
ナという酸化アルミニウムを取り出します。
その後で氷晶石と共に溶解し、電気分解を行
います。その際、大量の電力を消費するため、
アルミニウムのリサイクルが叫ばれているの
です。
　純粋なアルミニウムは強度が小さいのです
が、ジュラルミンやアルミニウム合金などに
なると俄然、強度が増すことにより、使われ
る頻度が高くなるわけです。それにアルミニ
ウムは白色の金属で熱伝導性がよく、また加
工もしやすく腐食に強く、かつ軽量という特
性があります。

凹みの位置を合わせる

K
EY & LO

C
K

HOUSE

記事は塩浦さん独自のわかりやすく楽しい視点を交えた読み物です。金物業界の定義とは異なる場合があります 910
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日
光
連
山
の
山
麓
、
東
照
宮
の
ほ
ど
近
く
に
、
大
正
天
皇
の
御
静
養
所
で
あ
っ
た
「
旧
日
光

田
母
沢
御
用
邸
」
が
あ
る
。
御
用
邸
は
太
平
洋
戦
争
後
に
廃
用
と
な
っ
た
の
ち
、
幾
多
の
変

遷
を
経
て
修
復
・
整
備
さ
れ
、
平
成
十
二
年
に
「
日
光
田
母
沢
御
用
邸
記
念
公
園
」
と
し
て

再
生
し
た
。
そ
の
貴
重
な
木
造
建
築
は
、
平
成
十
五
年
に
「
国
の
重
要
文
化
財
」
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。

栃
木
県
日
光
市
・
旧
日
光
田た

　

母も

　ざ

沢わ

　

御
用
邸

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

三
時
代
に
わ
た
る
建
築
様
式

　畏
れ
多
く
も
「
御
用
邸
」
で
あ
る
。

　正
門
の
前
に
立
っ
た
だ
け
で
も
、
身
が
引
き

締
ま
る
。
背
筋
が
ピ
ン
と
伸
び
る
。

　周
辺
を
杉
並
木
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
「
旧
日

光
田
母
沢
御
用
邸
」
は
、
建
築
規
模
が
四
四
七

一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
〇
六
に
お
よ
ぶ
部
屋
が

あ
っ
て
一
部
が
三
階
建
て
。
敷
地
は
じ
つ
に
東

京
ド
ー
ム
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
三
つ
分
と
い
う
広
大

さ
を
誇
っ
て
い
る
。
明
治
期
に
造
営
さ
れ
た
御

用
邸
の
中
で
も
最
大
規
模
の
木
造
建
築
で
、
三

　御
用
邸
の
中
核
を
な
す
部
分
が
、
廊
下
の
先

に
あ
る
三
階
建
て
の
建
物
「
聖
上
御
殿
」
で
あ

る
。
か
つ
て
は
天
保
年
間
に
紀
州
徳
川
家
の
江

戸
中
屋
敷
と
し
て
建
て
ら
れ
、
明
治
維
新
後
に

皇
室
に
献
上
さ
れ
た
も
の
。
赤
坂
に
あ
っ
た
嘉

仁
親
王
の
東
宮
御
所
（
別
称
・
花
御
殿
）
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
解
体
・
移
築

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
御
用
邸
の
中
で
は
、
も

っ
と
も
古
い
建
築
様
式
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　一
階
に
あ
る
「
御ご

座ざ
し

所ょ

」
は
、
大
正
天
皇
が

日
常
的
な
公
務
を
執
ら
れ
た
執
務
室
・
居
間
で
、

書
院
造
り
の
部
屋
。
和
室
で
は
あ
る
も
の
の
、

床
に
は
多
彩
で
複
雑
な
絵
柄
を
特
色
と
す
る
ア

キ
ス
ミ
ン
ス
タ
ー
織
の
絨
緞
が
敷
か
れ
、
天
井

に
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
と
い
う
和
洋
折
衷
様
式
が
採

り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。

　二
階
に
は
「
御
寝
室
」
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は

純
和
風
の
畳
敷
き
。
邸
内
で
は
こ
の
部
屋
の
み

電
灯
が
な
く
、
燭
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
蝋
燭

の
や
わ
ら
か
な
光
が
眠
り
の
世
界
を
彩
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　三
階
に
は
原
則
非
公
開
の
「
御
展
望
室
」
が

代
に
わ
た
る
天
皇
お
よ
び
皇
太
子
が
ご
利
用
に

な
ら
れ
た
、
旧
御
用
邸
で
現
存
す
る
唯
一
の
建

物
で
あ
る
。

　創
設
は
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
。
病

弱
で
あ
っ
た
皇
太
子
・
嘉よ

し

仁ひ
と

親
王
（
大
正
天
皇
）

の
夏
の
御
静
養
所
と
し
て
造
営
さ
れ
た
。

　た
だ
し
、
す
べ
て
一
時
期
に
新
築
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
す
で
に
こ
の
地
に
あ
っ
た
民
間
の

別
荘
住
宅
に
合
体
さ
せ
る
形
で
、
赤
坂
に
あ
っ

た
東
宮
御
所
を
移
築
し
、
さ
ら
に
大
正
期
に
新

た
な
部
分
を
増
築
し
た
も
の
。
建
物
は
大
き
く

分
け
て
、
江
戸
・
明
治
・
大
正
と
い
う
三
つ
の

時
代
の
建
築
様
式
を
持
つ
集
合
建
築
群
で
あ
る
。

　と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
用
途
が
異

な
る
建
物
は
一
・
二
階
の
屋
根
が
ひ
と
繋
が
り

に
な
り
、
ど
こ
を
見
て
も
付
け
足
し
た
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
違
和
感
な
く
、
み
ご
と
に
調
和
が

と
れ
て
い
る
の
だ
。

紀
州
徳
川
家
の
中
屋
敷
を
移
築

　ま
ず
は
唐か

ら
破は
風ふ

造
り
の「
御み

く

車る
ま

寄よ
せ

」か
ら
入
っ

て
、長
さ
六
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
御
通
り
廊
下
へ
。

あ
る
が
、
毎
冬
、
期
間
限
定
で
の
公
開
が
行
わ

れ
、
窓
か
ら
は
庭
園
が
一
望
で
き
る
。
紀
州
徳

川
家
の
中
屋
敷
時
代
は
、
藩
主
だ
け
が
家
庭
と

仕
事
か
ら
離
れ
て
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
特
別

な
部
屋
で
あ
っ
た
と
か
。
大
正
天
皇
は
、
賓
客

や
女
官
た
ち
を
お
連
れ
に
な
り
、
当
時
は
今
ほ

ど
木
々
も
高
く
な
か
っ
た
田
母
沢
の
風
景
を
遠

望
さ
れ
楽
し
ま
れ
た
と
い
う
。

最
高
級
の
木
曽
檜
材
と

か
錺ざ

り
金
具

　一
方
、
皇
后
の
「
御
座
所
」
の
あ
る
皇
后
宮

は
、
明
治
二
十
年
頃
に
も
と
も
と
田
母
沢
の
地

に
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
。
日
光
出
身
の
実
業

家
・
小
林
年ね

ん保ぽ

の
別
荘
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し

た
も
の
で
、
皇
后
の
お
住
ま
い
に
ふ
さ
わ
し
く
、

京
風
の
様
式
を
意
識
し
た
優
美
な
造
り
が
特
徴

で
あ
る
。

　一
階
に
「
皇
后
御
座
所
」「
皇
后
御
寝
室
」「
高

等
女
官
詰
所
」
な
ど
が
あ
り
、
二
階
に
「
御
学

問
所
」
や
「
御お

つ
次ぎ

の
間
」
が
あ
る
。
柱
や
長な

げ
押し

に
は
京
都
や
大
阪
の
高
級
住
宅
で
も
て
は
や
さ

れ
た
栂つ

が

材
が
用
い
ら
れ
、
天
皇
の
「
御
座
所
」

と
は
異
な
っ
て
絨
緞
で
は
な
く
畳
敷
き
と
な
っ

て
い
る
。

　栂
の
語
源
は
、
長
短
の
葉
が
次
々
に
つ
く
こ

と
か
ら
「
継
ぐ
」
の
意
味
を
か
け
た
と
い
う
説

も
あ
り
、
関
西
で
は
高
級
良
材
と
さ
れ
、
時
に

は
檜
よ
り
上
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
。

　こ
の
ほ
か
御
用
邸
の
重
要
な
建
築
部
分
と
し

て
、
大
正
天
皇
の
御
即
位
後
に
増
築
さ
れ
た

「
謁え

っ

見け
ん

所じ
ょ

」
や
「

お
表も

て
御お

し
食ょ

く
堂ど

う

」「
御お

た
玉ま

つ突き
じ所ょ

」
な

ど
が
あ
る
。

　「
謁
見
所
」
は
天
皇
が
公
式
に
来
客
と
面
会

す
る
部
屋
で
、
伝
統
的
な
書
院
造
り
で
あ
り
な

が
ら
、
畳
の
上
に
絨
緞
を
敷
き
シ
ャ
ン
デ
リ
ア

を
設
け
る
な
ど
、
和
洋
折
衷
の
様
式
で
あ
る
。

柱
や
格
天
井
、
長
押
、
鴨
居
な
ど
に
は
す
べ
て

木
曽
の
御
料
林
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
尾
州
檜
な

ど
の
最
高
の
木
材
が
用
い
ら
れ
た
。

　床
柱
は
樹
齢
八
百
年
以
上
と
い
わ
れ
る
檜
の

四し
ほ

方う
い

糸と
ま柾さ

、
違
い
棚
の
棚
板
は
欅
の
玉た

ま

杢も
く

、
釘

隠
し
や
襖
の
引
手
に
は
最
高
級
の
錺
金
具
が
使

わ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
海
外
か
ら
の

要
人
の
こ
と
を
考
慮
し
て
通
常
よ
り
も
鴨
居
を

高
く
し
、
敷
居
は
時
代
を
先
取
り
し
た
バ
リ
ア

フ
リ
ー
の
造
り
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

和
風
と
西
洋
文
化
と
の
融
合

　大
正
天
皇
が
臣
下
や
賓
客
と
食
事
を
共
に
さ

れ
、
御
誕
生
祝
い
の
宴
が
開
か
れ
た
の
は
「
表

御
食
堂
」
で
あ
る
。

　襖
や
壁
、
天
井
な
ど
は
和
風
で
あ
る
も
の
の
、

照
明
は
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
で
あ
る
。
ま
た
床
も
洋

風
で
、
欅
の
柾ま

さ
目め

寄よ
せ

木ぎ

張
り
。
建
築
以
来
百
年

近
く
経
っ
た
今
で
も
、
ま
っ
た
く
狂
い
が
な
く

匠
の
技
が
生
き
て
い
る
。

　テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
な
っ
た「
天
皇
の
料
理
番
」

の
秋
山
徳
蔵
氏
に
よ
れ
ば
、
大
正
天
皇
の
料
理

の
味
つ
け
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
辛
口
が
お

好
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　旧
日
光
田
母
沢
御
用
邸
は
、
明
治
維
新
以
降

の
西
洋
化
の
波
の
な
か
に
あ
っ
て
、
和
風
建
築

の
伝
統
を
活
か
し
つ
つ
、
西
洋
文
化
と
の
融
合

を
は
か
っ
た
稀
有
な
木
造
建
築
で
あ
る
。

　太
平
洋
戦
争
後
は
、
昭
和
二
十
二
年
に
廃
用

と
な
っ
て
一
般
公
開
さ
れ
、
博
物
館
や
研
修
施

設
、
修
学
旅
行
生
の
宿
泊
施
設
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
い
た
。

　そ
の
後
、
栃
木
県
の
所
有
と
な
り
、
御
用
邸

に
刻
ま
れ
た
建
築
の
技
と
伝
統
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
に
、
老
朽
化
し
て
い
た
部
分
の
修
復
と

整
備
が
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
平
成
十
二
年

に
「
記
念
公
園
」
と
し
て
開
園
、
現
代
の
匠
た

ち
の
手
に
よ
っ
て
往
時
の
姿
が
よ
み
が
え
っ
た

の
で
あ
る
。

　崇
高
に
し
て
雅
や
か
。

　邸
内
に
足
を
踏
み
い
れ
れ
ば
、
一
瞬
に
し
て

そ
の
建
築
美
に
心
を
奪
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。

赤坂の東宮御所から移築した「御車寄」は、明治期に
建築された唐破風造り

崇
高
で
雅
や
か
な
る
木
造
建
築

静寂に包まれた中庭の右手に見えるのが「御通り廊下」。中央の3階建てが
「聖上御殿」で、左手前が「表御食堂」

公式の謁見を行う「謁見所」。床・棚・書院を設けた書院造りだが、
絨緞やシャンデリアなど和洋折衷様式
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日
光
連
山
の
山
麓
、
東
照
宮
の
ほ
ど
近
く
に
、
大
正
天
皇
の
御
静
養
所
で
あ
っ
た
「
旧
日
光

田
母
沢
御
用
邸
」
が
あ
る
。
御
用
邸
は
太
平
洋
戦
争
後
に
廃
用
と
な
っ
た
の
ち
、
幾
多
の
変

遷
を
経
て
修
復
・
整
備
さ
れ
、
平
成
十
二
年
に
「
日
光
田
母
沢
御
用
邸
記
念
公
園
」
と
し
て

再
生
し
た
。
そ
の
貴
重
な
木
造
建
築
は
、
平
成
十
五
年
に
「
国
の
重
要
文
化
財
」
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。

栃
木
県
日
光
市
・
旧
日
光
田た

　

母も

　ざ

沢わ

　

御
用
邸

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

三
時
代
に
わ
た
る
建
築
様
式

　畏
れ
多
く
も
「
御
用
邸
」
で
あ
る
。

　正
門
の
前
に
立
っ
た
だ
け
で
も
、
身
が
引
き

締
ま
る
。
背
筋
が
ピ
ン
と
伸
び
る
。

　周
辺
を
杉
並
木
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
「
旧
日

光
田
母
沢
御
用
邸
」
は
、
建
築
規
模
が
四
四
七

一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
〇
六
に
お
よ
ぶ
部
屋
が

あ
っ
て
一
部
が
三
階
建
て
。
敷
地
は
じ
つ
に
東

京
ド
ー
ム
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
三
つ
分
と
い
う
広
大

さ
を
誇
っ
て
い
る
。
明
治
期
に
造
営
さ
れ
た
御

用
邸
の
中
で
も
最
大
規
模
の
木
造
建
築
で
、
三

　御
用
邸
の
中
核
を
な
す
部
分
が
、
廊
下
の
先

に
あ
る
三
階
建
て
の
建
物
「
聖
上
御
殿
」
で
あ

る
。
か
つ
て
は
天
保
年
間
に
紀
州
徳
川
家
の
江

戸
中
屋
敷
と
し
て
建
て
ら
れ
、
明
治
維
新
後
に

皇
室
に
献
上
さ
れ
た
も
の
。
赤
坂
に
あ
っ
た
嘉

仁
親
王
の
東
宮
御
所
（
別
称
・
花
御
殿
）
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
解
体
・
移
築

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
御
用
邸
の
中
で
は
、
も

っ
と
も
古
い
建
築
様
式
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　一
階
に
あ
る
「
御ご

座ざ
し

所ょ

」
は
、
大
正
天
皇
が

日
常
的
な
公
務
を
執
ら
れ
た
執
務
室
・
居
間
で
、

書
院
造
り
の
部
屋
。
和
室
で
は
あ
る
も
の
の
、

床
に
は
多
彩
で
複
雑
な
絵
柄
を
特
色
と
す
る
ア

キ
ス
ミ
ン
ス
タ
ー
織
の
絨
緞
が
敷
か
れ
、
天
井

に
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
と
い
う
和
洋
折
衷
様
式
が
採

り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。

　二
階
に
は
「
御
寝
室
」
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は

純
和
風
の
畳
敷
き
。
邸
内
で
は
こ
の
部
屋
の
み

電
灯
が
な
く
、
燭
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
蝋
燭

の
や
わ
ら
か
な
光
が
眠
り
の
世
界
を
彩
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　三
階
に
は
原
則
非
公
開
の
「
御
展
望
室
」
が

代
に
わ
た
る
天
皇
お
よ
び
皇
太
子
が
ご
利
用
に

な
ら
れ
た
、
旧
御
用
邸
で
現
存
す
る
唯
一
の
建

物
で
あ
る
。

　創
設
は
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
。
病

弱
で
あ
っ
た
皇
太
子
・
嘉よ

し

仁ひ
と

親
王
（
大
正
天
皇
）

の
夏
の
御
静
養
所
と
し
て
造
営
さ
れ
た
。

　た
だ
し
、
す
べ
て
一
時
期
に
新
築
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
す
で
に
こ
の
地
に
あ
っ
た
民
間
の

別
荘
住
宅
に
合
体
さ
せ
る
形
で
、
赤
坂
に
あ
っ

た
東
宮
御
所
を
移
築
し
、
さ
ら
に
大
正
期
に
新

た
な
部
分
を
増
築
し
た
も
の
。
建
物
は
大
き
く

分
け
て
、
江
戸
・
明
治
・
大
正
と
い
う
三
つ
の

時
代
の
建
築
様
式
を
持
つ
集
合
建
築
群
で
あ
る
。

　と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
用
途
が
異

な
る
建
物
は
一
・
二
階
の
屋
根
が
ひ
と
繋
が
り

に
な
り
、
ど
こ
を
見
て
も
付
け
足
し
た
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
違
和
感
な
く
、
み
ご
と
に
調
和
が

と
れ
て
い
る
の
だ
。

紀
州
徳
川
家
の
中
屋
敷
を
移
築

　ま
ず
は
唐か

ら
破は
風ふ

造
り
の「
御み

く

車る
ま

寄よ
せ

」か
ら
入
っ

て
、長
さ
六
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
御
通
り
廊
下
へ
。

あ
る
が
、
毎
冬
、
期
間
限
定
で
の
公
開
が
行
わ

れ
、
窓
か
ら
は
庭
園
が
一
望
で
き
る
。
紀
州
徳

川
家
の
中
屋
敷
時
代
は
、
藩
主
だ
け
が
家
庭
と

仕
事
か
ら
離
れ
て
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
特
別

な
部
屋
で
あ
っ
た
と
か
。
大
正
天
皇
は
、
賓
客

や
女
官
た
ち
を
お
連
れ
に
な
り
、
当
時
は
今
ほ

ど
木
々
も
高
く
な
か
っ
た
田
母
沢
の
風
景
を
遠

望
さ
れ
楽
し
ま
れ
た
と
い
う
。

最
高
級
の
木
曽
檜
材
と

か
錺ざ

り
金
具

　一
方
、
皇
后
の
「
御
座
所
」
の
あ
る
皇
后
宮

は
、
明
治
二
十
年
頃
に
も
と
も
と
田
母
沢
の
地

に
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
。
日
光
出
身
の
実
業

家
・
小
林
年ね

ん保ぽ

の
別
荘
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し

た
も
の
で
、
皇
后
の
お
住
ま
い
に
ふ
さ
わ
し
く
、

京
風
の
様
式
を
意
識
し
た
優
美
な
造
り
が
特
徴

で
あ
る
。

　一
階
に
「
皇
后
御
座
所
」「
皇
后
御
寝
室
」「
高

等
女
官
詰
所
」
な
ど
が
あ
り
、
二
階
に
「
御
学

問
所
」
や
「
御お

つ
次ぎ

の
間
」
が
あ
る
。
柱
や
長な

げ
押し

に
は
京
都
や
大
阪
の
高
級
住
宅
で
も
て
は
や
さ

れ
た
栂つ

が

材
が
用
い
ら
れ
、
天
皇
の
「
御
座
所
」

と
は
異
な
っ
て
絨
緞
で
は
な
く
畳
敷
き
と
な
っ

て
い
る
。

　栂
の
語
源
は
、
長
短
の
葉
が
次
々
に
つ
く
こ

と
か
ら
「
継
ぐ
」
の
意
味
を
か
け
た
と
い
う
説

も
あ
り
、
関
西
で
は
高
級
良
材
と
さ
れ
、
時
に

は
檜
よ
り
上
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
。

　こ
の
ほ
か
御
用
邸
の
重
要
な
建
築
部
分
と
し

て
、
大
正
天
皇
の
御
即
位
後
に
増
築
さ
れ
た

「
謁え

っ

見け
ん

所じ
ょ

」
や
「

お
表も

て
御お

し
食ょ

く
堂ど

う

」「
御お

た
玉ま

つ突き
じ所ょ

」
な

ど
が
あ
る
。

　「
謁
見
所
」
は
天
皇
が
公
式
に
来
客
と
面
会

す
る
部
屋
で
、
伝
統
的
な
書
院
造
り
で
あ
り
な

が
ら
、
畳
の
上
に
絨
緞
を
敷
き
シ
ャ
ン
デ
リ
ア

を
設
け
る
な
ど
、
和
洋
折
衷
の
様
式
で
あ
る
。

柱
や
格
天
井
、
長
押
、
鴨
居
な
ど
に
は
す
べ
て

木
曽
の
御
料
林
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
尾
州
檜
な

ど
の
最
高
の
木
材
が
用
い
ら
れ
た
。

　床
柱
は
樹
齢
八
百
年
以
上
と
い
わ
れ
る
檜
の

四し
ほ

方う
い

糸と
ま柾さ

、
違
い
棚
の
棚
板
は
欅
の
玉た

ま

杢も
く

、
釘

隠
し
や
襖
の
引
手
に
は
最
高
級
の
錺
金
具
が
使

わ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
海
外
か
ら
の

要
人
の
こ
と
を
考
慮
し
て
通
常
よ
り
も
鴨
居
を

高
く
し
、
敷
居
は
時
代
を
先
取
り
し
た
バ
リ
ア

フ
リ
ー
の
造
り
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

和
風
と
西
洋
文
化
と
の
融
合

　大
正
天
皇
が
臣
下
や
賓
客
と
食
事
を
共
に
さ

れ
、
御
誕
生
祝
い
の
宴
が
開
か
れ
た
の
は
「
表

御
食
堂
」
で
あ
る
。

　襖
や
壁
、
天
井
な
ど
は
和
風
で
あ
る
も
の
の
、

照
明
は
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
で
あ
る
。
ま
た
床
も
洋

風
で
、
欅
の
柾ま

さ
目め

寄よ
せ

木ぎ

張
り
。
建
築
以
来
百
年

近
く
経
っ
た
今
で
も
、
ま
っ
た
く
狂
い
が
な
く

匠
の
技
が
生
き
て
い
る
。

　テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
な
っ
た「
天
皇
の
料
理
番
」

の
秋
山
徳
蔵
氏
に
よ
れ
ば
、
大
正
天
皇
の
料
理

の
味
つ
け
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
辛
口
が
お

好
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　旧
日
光
田
母
沢
御
用
邸
は
、
明
治
維
新
以
降

の
西
洋
化
の
波
の
な
か
に
あ
っ
て
、
和
風
建
築

の
伝
統
を
活
か
し
つ
つ
、
西
洋
文
化
と
の
融
合

を
は
か
っ
た
稀
有
な
木
造
建
築
で
あ
る
。

　太
平
洋
戦
争
後
は
、
昭
和
二
十
二
年
に
廃
用

と
な
っ
て
一
般
公
開
さ
れ
、
博
物
館
や
研
修
施

設
、
修
学
旅
行
生
の
宿
泊
施
設
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
い
た
。

　そ
の
後
、
栃
木
県
の
所
有
と
な
り
、
御
用
邸

に
刻
ま
れ
た
建
築
の
技
と
伝
統
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
に
、
老
朽
化
し
て
い
た
部
分
の
修
復
と

整
備
が
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
平
成
十
二
年

に
「
記
念
公
園
」
と
し
て
開
園
、
現
代
の
匠
た

ち
の
手
に
よ
っ
て
往
時
の
姿
が
よ
み
が
え
っ
た

の
で
あ
る
。

　崇
高
に
し
て
雅
や
か
。

　邸
内
に
足
を
踏
み
い
れ
れ
ば
、
一
瞬
に
し
て

そ
の
建
築
美
に
心
を
奪
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。

赤坂の東宮御所から移築した「御車寄」は、明治期に
建築された唐破風造り

崇
高
で
雅
や
か
な
る
木
造
建
築

静寂に包まれた中庭の右手に見えるのが「御通り廊下」。中央の3階建てが
「聖上御殿」で、左手前が「表御食堂」

公式の謁見を行う「謁見所」。床・棚・書院を設けた書院造りだが、
絨緞やシャンデリアなど和洋折衷様式
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I N F O R M A T I O N

三
時
代
に
わ
た
る
建
築
様
式

　畏
れ
多
く
も
「
御
用
邸
」
で
あ
る
。

　正
門
の
前
に
立
っ
た
だ
け
で
も
、
身
が
引
き

締
ま
る
。
背
筋
が
ピ
ン
と
伸
び
る
。

　周
辺
を
杉
並
木
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
「
旧
日

光
田
母
沢
御
用
邸
」
は
、
建
築
規
模
が
四
四
七

一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
〇
六
に
お
よ
ぶ
部
屋
が

あ
っ
て
一
部
が
三
階
建
て
。
敷
地
は
じ
つ
に
東

京
ド
ー
ム
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
三
つ
分
と
い
う
広
大

さ
を
誇
っ
て
い
る
。
明
治
期
に
造
営
さ
れ
た
御

用
邸
の
中
で
も
最
大
規
模
の
木
造
建
築
で
、
三

　御
用
邸
の
中
核
を
な
す
部
分
が
、
廊
下
の
先

に
あ
る
三
階
建
て
の
建
物
「
聖
上
御
殿
」
で
あ

る
。
か
つ
て
は
天
保
年
間
に
紀
州
徳
川
家
の
江

戸
中
屋
敷
と
し
て
建
て
ら
れ
、
明
治
維
新
後
に

皇
室
に
献
上
さ
れ
た
も
の
。
赤
坂
に
あ
っ
た
嘉

仁
親
王
の
東
宮
御
所
（
別
称
・
花
御
殿
）
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
解
体
・
移
築

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
御
用
邸
の
中
で
は
、
も

っ
と
も
古
い
建
築
様
式
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　一
階
に
あ
る
「
御ご

座ざ
し

所ょ

」
は
、
大
正
天
皇
が

日
常
的
な
公
務
を
執
ら
れ
た
執
務
室
・
居
間
で
、

書
院
造
り
の
部
屋
。
和
室
で
は
あ
る
も
の
の
、

床
に
は
多
彩
で
複
雑
な
絵
柄
を
特
色
と
す
る
ア

キ
ス
ミ
ン
ス
タ
ー
織
の
絨
緞
が
敷
か
れ
、
天
井

に
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
と
い
う
和
洋
折
衷
様
式
が
採

り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。

　二
階
に
は
「
御
寝
室
」
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は

純
和
風
の
畳
敷
き
。
邸
内
で
は
こ
の
部
屋
の
み

電
灯
が
な
く
、
燭
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
蝋
燭

の
や
わ
ら
か
な
光
が
眠
り
の
世
界
を
彩
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　三
階
に
は
原
則
非
公
開
の
「
御
展
望
室
」
が

代
に
わ
た
る
天
皇
お
よ
び
皇
太
子
が
ご
利
用
に

な
ら
れ
た
、
旧
御
用
邸
で
現
存
す
る
唯
一
の
建

物
で
あ
る
。

　創
設
は
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
。
病

弱
で
あ
っ
た
皇
太
子
・
嘉よ

し

仁ひ
と

親
王
（
大
正
天
皇
）

の
夏
の
御
静
養
所
と
し
て
造
営
さ
れ
た
。

　た
だ
し
、
す
べ
て
一
時
期
に
新
築
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
す
で
に
こ
の
地
に
あ
っ
た
民
間
の

別
荘
住
宅
に
合
体
さ
せ
る
形
で
、
赤
坂
に
あ
っ

た
東
宮
御
所
を
移
築
し
、
さ
ら
に
大
正
期
に
新

た
な
部
分
を
増
築
し
た
も
の
。
建
物
は
大
き
く

分
け
て
、
江
戸
・
明
治
・
大
正
と
い
う
三
つ
の

時
代
の
建
築
様
式
を
持
つ
集
合
建
築
群
で
あ
る
。

　と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
用
途
が
異

な
る
建
物
は
一
・
二
階
の
屋
根
が
ひ
と
繋
が
り

に
な
り
、
ど
こ
を
見
て
も
付
け
足
し
た
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
違
和
感
な
く
、
み
ご
と
に
調
和
が

と
れ
て
い
る
の
だ
。

紀
州
徳
川
家
の
中
屋
敷
を
移
築

　ま
ず
は
唐か

ら
破は
風ふ

造
り
の「
御み

く

車る
ま

寄よ
せ

」か
ら
入
っ

て
、長
さ
六
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
御
通
り
廊
下
へ
。

あ
る
が
、
毎
冬
、
期
間
限
定
で
の
公
開
が
行
わ

れ
、
窓
か
ら
は
庭
園
が
一
望
で
き
る
。
紀
州
徳

川
家
の
中
屋
敷
時
代
は
、
藩
主
だ
け
が
家
庭
と

仕
事
か
ら
離
れ
て
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
特
別

な
部
屋
で
あ
っ
た
と
か
。
大
正
天
皇
は
、
賓
客

や
女
官
た
ち
を
お
連
れ
に
な
り
、
当
時
は
今
ほ

ど
木
々
も
高
く
な
か
っ
た
田
母
沢
の
風
景
を
遠

望
さ
れ
楽
し
ま
れ
た
と
い
う
。

最
高
級
の
木
曽
檜
材
と

か
錺ざ

り
金
具

　一
方
、
皇
后
の
「
御
座
所
」
の
あ
る
皇
后
宮

は
、
明
治
二
十
年
頃
に
も
と
も
と
田
母
沢
の
地

に
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
。
日
光
出
身
の
実
業

家
・
小
林
年ね

ん保ぽ

の
別
荘
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し

た
も
の
で
、
皇
后
の
お
住
ま
い
に
ふ
さ
わ
し
く
、

京
風
の
様
式
を
意
識
し
た
優
美
な
造
り
が
特
徴

で
あ
る
。

　一
階
に
「
皇
后
御
座
所
」「
皇
后
御
寝
室
」「
高

等
女
官
詰
所
」
な
ど
が
あ
り
、
二
階
に
「
御
学

問
所
」
や
「
御お

つ
次ぎ

の
間
」
が
あ
る
。
柱
や
長な

げ
押し

に
は
京
都
や
大
阪
の
高
級
住
宅
で
も
て
は
や
さ

れ
た
栂つ

が

材
が
用
い
ら
れ
、
天
皇
の
「
御
座
所
」

と
は
異
な
っ
て
絨
緞
で
は
な
く
畳
敷
き
と
な
っ

て
い
る
。

　栂
の
語
源
は
、
長
短
の
葉
が
次
々
に
つ
く
こ

と
か
ら
「
継
ぐ
」
の
意
味
を
か
け
た
と
い
う
説

も
あ
り
、
関
西
で
は
高
級
良
材
と
さ
れ
、
時
に

は
檜
よ
り
上
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
。

　こ
の
ほ
か
御
用
邸
の
重
要
な
建
築
部
分
と
し

て
、
大
正
天
皇
の
御
即
位
後
に
増
築
さ
れ
た

「
謁え

っ

見け
ん

所じ
ょ

」
や
「

お
表も

て
御お

し
食ょ

く
堂ど

う

」「
御お

た
玉ま

つ突き
じ所ょ

」
な

ど
が
あ
る
。

　「
謁
見
所
」
は
天
皇
が
公
式
に
来
客
と
面
会

す
る
部
屋
で
、
伝
統
的
な
書
院
造
り
で
あ
り
な

が
ら
、
畳
の
上
に
絨
緞
を
敷
き
シ
ャ
ン
デ
リ
ア

を
設
け
る
な
ど
、
和
洋
折
衷
の
様
式
で
あ
る
。

柱
や
格
天
井
、
長
押
、
鴨
居
な
ど
に
は
す
べ
て

木
曽
の
御
料
林
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
尾
州
檜
な

ど
の
最
高
の
木
材
が
用
い
ら
れ
た
。

　床
柱
は
樹
齢
八
百
年
以
上
と
い
わ
れ
る
檜
の

四し
ほ

方う
い

糸と
ま柾さ

、
違
い
棚
の
棚
板
は
欅
の
玉た

ま

杢も
く

、
釘

隠
し
や
襖
の
引
手
に
は
最
高
級
の
錺
金
具
が
使

わ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
海
外
か
ら
の

要
人
の
こ
と
を
考
慮
し
て
通
常
よ
り
も
鴨
居
を

高
く
し
、
敷
居
は
時
代
を
先
取
り
し
た
バ
リ
ア

フ
リ
ー
の
造
り
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

和
風
と
西
洋
文
化
と
の
融
合

　大
正
天
皇
が
臣
下
や
賓
客
と
食
事
を
共
に
さ

れ
、
御
誕
生
祝
い
の
宴
が
開
か
れ
た
の
は
「
表

御
食
堂
」
で
あ
る
。

　襖
や
壁
、
天
井
な
ど
は
和
風
で
あ
る
も
の
の
、

照
明
は
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
で
あ
る
。
ま
た
床
も
洋

風
で
、
欅
の
柾ま

さ
目め

寄よ
せ

木ぎ

張
り
。
建
築
以
来
百
年

近
く
経
っ
た
今
で
も
、
ま
っ
た
く
狂
い
が
な
く

匠
の
技
が
生
き
て
い
る
。

　テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
な
っ
た「
天
皇
の
料
理
番
」

の
秋
山
徳
蔵
氏
に
よ
れ
ば
、
大
正
天
皇
の
料
理

の
味
つ
け
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
辛
口
が
お

好
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　旧
日
光
田
母
沢
御
用
邸
は
、
明
治
維
新
以
降

の
西
洋
化
の
波
の
な
か
に
あ
っ
て
、
和
風
建
築

の
伝
統
を
活
か
し
つ
つ
、
西
洋
文
化
と
の
融
合

を
は
か
っ
た
稀
有
な
木
造
建
築
で
あ
る
。

　太
平
洋
戦
争
後
は
、
昭
和
二
十
二
年
に
廃
用

と
な
っ
て
一
般
公
開
さ
れ
、
博
物
館
や
研
修
施

設
、
修
学
旅
行
生
の
宿
泊
施
設
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
い
た
。

　そ
の
後
、
栃
木
県
の
所
有
と
な
り
、
御
用
邸

に
刻
ま
れ
た
建
築
の
技
と
伝
統
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
に
、
老
朽
化
し
て
い
た
部
分
の
修
復
と

整
備
が
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
平
成
十
二
年

に
「
記
念
公
園
」
と
し
て
開
園
、
現
代
の
匠
た

ち
の
手
に
よ
っ
て
往
時
の
姿
が
よ
み
が
え
っ
た

の
で
あ
る
。

　崇
高
に
し
て
雅
や
か
。

　邸
内
に
足
を
踏
み
い
れ
れ
ば
、
一
瞬
に
し
て

そ
の
建
築
美
に
心
を
奪
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　旧日光田母沢御用邸

4所在地：栃木県日光市本町 8－27

4TEL：0288 - 53-6767（日光田母沢御用邸記念公園管理事務所）

4開園時間：4月～10月 9:00～17:00（受付は16:00まで）
　　　　 11月～ 3月 9:00～16:30（受付は16:00まで）

4休園日：毎週火曜日（その日が祝日の場合は翌日）　年末年始（12/29～ 1/1）
＊ただし4 /15～ 5 / 31、8 /13～ 8 /16、10 / 1～ 11/ 30、1/ 2～ 1/5の期間は無休

4入園料：大人・高校生 510円（団体20人以上の場合は410円）
　　　　小・中学生 250円（団体20人以上の場合は200円）

4交通：JR日光駅、東武日光駅下車　東武バス「湯元温泉行き」「中禅寺温泉行き」
　　　「奥細尾行き」「清滝行き」などで、「日光田母沢御用邸記念公園」下車1分

4http: //www.park-tochigi.com/tamozawa/ 平成の復元工事の際、菊の御紋の
下から葵の御紋が発見された

最も印象深かったのは一番左の写真、3階御展望室（期間限定公開）の襖にあった半月型の戸引手。モダンで奥ゆかしい佇まいでした

花びら16枚の「十六八重表菊」、いわゆる菊の御紋を配した襖戸引手は多種多彩です 錺職人が“たがね”を使って彫金している様子が目に浮かびますね

柱や吊り束と交差するところの長押に見られる「釘隠し」。和風建築ならではの粋な遊び心が感じられます

天皇・皇后両陛下が日常生活において食事をされた「御食堂」。
美しい庭園が一望できる

皇室では明治時代の初期から諸外国の賓客との交流のために、ビリヤード用の「御玉突所」を設けていた 開放感を持たせるため窓側に傾斜している廊下

「御湯殿」は皇室の伝統的な、浴槽のない掛かり湯式 シェードの赤は金を王水に溶かして発色させた赤坂離宮から移築した「御座所」（元 紀州藩江戸中屋敷）

誰かの言葉を借りるなら、

邸内は「錺金具の宝石箱」

です。奥へ進むほどに次々

と釘隠しや戸引手が登場

し、興奮度はうなぎ上り。

部屋を使う人の位が金具

に表れています。

アトム の 視 点
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I N F O R M A T I O N

三
時
代
に
わ
た
る
建
築
様
式

　畏
れ
多
く
も
「
御
用
邸
」
で
あ
る
。

　正
門
の
前
に
立
っ
た
だ
け
で
も
、
身
が
引
き

締
ま
る
。
背
筋
が
ピ
ン
と
伸
び
る
。

　周
辺
を
杉
並
木
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
「
旧
日

光
田
母
沢
御
用
邸
」
は
、
建
築
規
模
が
四
四
七

一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
〇
六
に
お
よ
ぶ
部
屋
が

あ
っ
て
一
部
が
三
階
建
て
。
敷
地
は
じ
つ
に
東

京
ド
ー
ム
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
三
つ
分
と
い
う
広
大

さ
を
誇
っ
て
い
る
。
明
治
期
に
造
営
さ
れ
た
御

用
邸
の
中
で
も
最
大
規
模
の
木
造
建
築
で
、
三

　御
用
邸
の
中
核
を
な
す
部
分
が
、
廊
下
の
先

に
あ
る
三
階
建
て
の
建
物
「
聖
上
御
殿
」
で
あ

る
。
か
つ
て
は
天
保
年
間
に
紀
州
徳
川
家
の
江

戸
中
屋
敷
と
し
て
建
て
ら
れ
、
明
治
維
新
後
に

皇
室
に
献
上
さ
れ
た
も
の
。
赤
坂
に
あ
っ
た
嘉

仁
親
王
の
東
宮
御
所
（
別
称
・
花
御
殿
）
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
解
体
・
移
築

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
御
用
邸
の
中
で
は
、
も

っ
と
も
古
い
建
築
様
式
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　一
階
に
あ
る
「
御ご

座ざ
し

所ょ

」
は
、
大
正
天
皇
が

日
常
的
な
公
務
を
執
ら
れ
た
執
務
室
・
居
間
で
、

書
院
造
り
の
部
屋
。
和
室
で
は
あ
る
も
の
の
、

床
に
は
多
彩
で
複
雑
な
絵
柄
を
特
色
と
す
る
ア

キ
ス
ミ
ン
ス
タ
ー
織
の
絨
緞
が
敷
か
れ
、
天
井

に
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
と
い
う
和
洋
折
衷
様
式
が
採

り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。

　二
階
に
は
「
御
寝
室
」
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は

純
和
風
の
畳
敷
き
。
邸
内
で
は
こ
の
部
屋
の
み

電
灯
が
な
く
、
燭
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
蝋
燭

の
や
わ
ら
か
な
光
が
眠
り
の
世
界
を
彩
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　三
階
に
は
原
則
非
公
開
の
「
御
展
望
室
」
が

代
に
わ
た
る
天
皇
お
よ
び
皇
太
子
が
ご
利
用
に

な
ら
れ
た
、
旧
御
用
邸
で
現
存
す
る
唯
一
の
建

物
で
あ
る
。

　創
設
は
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
。
病

弱
で
あ
っ
た
皇
太
子
・
嘉よ

し

仁ひ
と

親
王
（
大
正
天
皇
）

の
夏
の
御
静
養
所
と
し
て
造
営
さ
れ
た
。

　た
だ
し
、
す
べ
て
一
時
期
に
新
築
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
す
で
に
こ
の
地
に
あ
っ
た
民
間
の

別
荘
住
宅
に
合
体
さ
せ
る
形
で
、
赤
坂
に
あ
っ

た
東
宮
御
所
を
移
築
し
、
さ
ら
に
大
正
期
に
新

た
な
部
分
を
増
築
し
た
も
の
。
建
物
は
大
き
く

分
け
て
、
江
戸
・
明
治
・
大
正
と
い
う
三
つ
の

時
代
の
建
築
様
式
を
持
つ
集
合
建
築
群
で
あ
る
。

　と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
用
途
が
異

な
る
建
物
は
一
・
二
階
の
屋
根
が
ひ
と
繋
が
り

に
な
り
、
ど
こ
を
見
て
も
付
け
足
し
た
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
違
和
感
な
く
、
み
ご
と
に
調
和
が

と
れ
て
い
る
の
だ
。

紀
州
徳
川
家
の
中
屋
敷
を
移
築

　ま
ず
は
唐か

ら
破は
風ふ

造
り
の「
御み

く

車る
ま

寄よ
せ

」か
ら
入
っ

て
、長
さ
六
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
御
通
り
廊
下
へ
。

あ
る
が
、
毎
冬
、
期
間
限
定
で
の
公
開
が
行
わ

れ
、
窓
か
ら
は
庭
園
が
一
望
で
き
る
。
紀
州
徳

川
家
の
中
屋
敷
時
代
は
、
藩
主
だ
け
が
家
庭
と

仕
事
か
ら
離
れ
て
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
特
別

な
部
屋
で
あ
っ
た
と
か
。
大
正
天
皇
は
、
賓
客

や
女
官
た
ち
を
お
連
れ
に
な
り
、
当
時
は
今
ほ

ど
木
々
も
高
く
な
か
っ
た
田
母
沢
の
風
景
を
遠

望
さ
れ
楽
し
ま
れ
た
と
い
う
。

最
高
級
の
木
曽
檜
材
と

か
錺ざ

り
金
具

　一
方
、
皇
后
の
「
御
座
所
」
の
あ
る
皇
后
宮

は
、
明
治
二
十
年
頃
に
も
と
も
と
田
母
沢
の
地

に
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
。
日
光
出
身
の
実
業

家
・
小
林
年ね

ん保ぽ

の
別
荘
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し

た
も
の
で
、
皇
后
の
お
住
ま
い
に
ふ
さ
わ
し
く
、

京
風
の
様
式
を
意
識
し
た
優
美
な
造
り
が
特
徴

で
あ
る
。

　一
階
に
「
皇
后
御
座
所
」「
皇
后
御
寝
室
」「
高

等
女
官
詰
所
」
な
ど
が
あ
り
、
二
階
に
「
御
学

問
所
」
や
「
御お

つ
次ぎ

の
間
」
が
あ
る
。
柱
や
長な

げ
押し

に
は
京
都
や
大
阪
の
高
級
住
宅
で
も
て
は
や
さ

れ
た
栂つ

が

材
が
用
い
ら
れ
、
天
皇
の
「
御
座
所
」

と
は
異
な
っ
て
絨
緞
で
は
な
く
畳
敷
き
と
な
っ

て
い
る
。

　栂
の
語
源
は
、
長
短
の
葉
が
次
々
に
つ
く
こ

と
か
ら
「
継
ぐ
」
の
意
味
を
か
け
た
と
い
う
説

も
あ
り
、
関
西
で
は
高
級
良
材
と
さ
れ
、
時
に

は
檜
よ
り
上
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
。

　こ
の
ほ
か
御
用
邸
の
重
要
な
建
築
部
分
と
し

て
、
大
正
天
皇
の
御
即
位
後
に
増
築
さ
れ
た

「
謁え

っ

見け
ん

所じ
ょ

」
や
「

お
表も

て
御お

し
食ょ

く
堂ど

う

」「
御お

た
玉ま

つ突き
じ所ょ

」
な

ど
が
あ
る
。

　「
謁
見
所
」
は
天
皇
が
公
式
に
来
客
と
面
会

す
る
部
屋
で
、
伝
統
的
な
書
院
造
り
で
あ
り
な

が
ら
、
畳
の
上
に
絨
緞
を
敷
き
シ
ャ
ン
デ
リ
ア

を
設
け
る
な
ど
、
和
洋
折
衷
の
様
式
で
あ
る
。

柱
や
格
天
井
、
長
押
、
鴨
居
な
ど
に
は
す
べ
て

木
曽
の
御
料
林
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
尾
州
檜
な

ど
の
最
高
の
木
材
が
用
い
ら
れ
た
。

　床
柱
は
樹
齢
八
百
年
以
上
と
い
わ
れ
る
檜
の

四し
ほ

方う
い

糸と
ま柾さ

、
違
い
棚
の
棚
板
は
欅
の
玉た

ま

杢も
く

、
釘

隠
し
や
襖
の
引
手
に
は
最
高
級
の
錺
金
具
が
使

わ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
海
外
か
ら
の

要
人
の
こ
と
を
考
慮
し
て
通
常
よ
り
も
鴨
居
を

高
く
し
、
敷
居
は
時
代
を
先
取
り
し
た
バ
リ
ア

フ
リ
ー
の
造
り
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

和
風
と
西
洋
文
化
と
の
融
合

　大
正
天
皇
が
臣
下
や
賓
客
と
食
事
を
共
に
さ

れ
、
御
誕
生
祝
い
の
宴
が
開
か
れ
た
の
は
「
表

御
食
堂
」
で
あ
る
。

　襖
や
壁
、
天
井
な
ど
は
和
風
で
あ
る
も
の
の
、

照
明
は
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
で
あ
る
。
ま
た
床
も
洋

風
で
、
欅
の
柾ま

さ
目め

寄よ
せ

木ぎ

張
り
。
建
築
以
来
百
年

近
く
経
っ
た
今
で
も
、
ま
っ
た
く
狂
い
が
な
く

匠
の
技
が
生
き
て
い
る
。

　テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
な
っ
た「
天
皇
の
料
理
番
」

の
秋
山
徳
蔵
氏
に
よ
れ
ば
、
大
正
天
皇
の
料
理

の
味
つ
け
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
辛
口
が
お

好
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　旧
日
光
田
母
沢
御
用
邸
は
、
明
治
維
新
以
降

の
西
洋
化
の
波
の
な
か
に
あ
っ
て
、
和
風
建
築

の
伝
統
を
活
か
し
つ
つ
、
西
洋
文
化
と
の
融
合

を
は
か
っ
た
稀
有
な
木
造
建
築
で
あ
る
。

　太
平
洋
戦
争
後
は
、
昭
和
二
十
二
年
に
廃
用

と
な
っ
て
一
般
公
開
さ
れ
、
博
物
館
や
研
修
施

設
、
修
学
旅
行
生
の
宿
泊
施
設
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
い
た
。

　そ
の
後
、
栃
木
県
の
所
有
と
な
り
、
御
用
邸

に
刻
ま
れ
た
建
築
の
技
と
伝
統
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
に
、
老
朽
化
し
て
い
た
部
分
の
修
復
と

整
備
が
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
平
成
十
二
年

に
「
記
念
公
園
」
と
し
て
開
園
、
現
代
の
匠
た

ち
の
手
に
よ
っ
て
往
時
の
姿
が
よ
み
が
え
っ
た

の
で
あ
る
。

　崇
高
に
し
て
雅
や
か
。

　邸
内
に
足
を
踏
み
い
れ
れ
ば
、
一
瞬
に
し
て

そ
の
建
築
美
に
心
を
奪
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　旧日光田母沢御用邸

4所在地：栃木県日光市本町 8－27

4TEL：0288 - 53-6767（日光田母沢御用邸記念公園管理事務所）

4開園時間：4月～10月 9:00～17:00（受付は16:00まで）
　　　　 11月～ 3月 9:00～16:30（受付は16:00まで）

4休園日：毎週火曜日（その日が祝日の場合は翌日）　年末年始（12/29～ 1/1）
＊ただし4 /15～ 5 / 31、8 /13～ 8 /16、10 / 1～ 11/ 30、1/ 2～ 1/5の期間は無休

4入園料：大人・高校生 510円（団体20人以上の場合は410円）
　　　　小・中学生 250円（団体20人以上の場合は200円）

4交通：JR日光駅、東武日光駅下車　東武バス「湯元温泉行き」「中禅寺温泉行き」
　　　「奥細尾行き」「清滝行き」などで、「日光田母沢御用邸記念公園」下車1分

4http: //www.park-tochigi.com/tamozawa/ 平成の復元工事の際、菊の御紋の
下から葵の御紋が発見された

最も印象深かったのは一番左の写真、3階御展望室（期間限定公開）の襖にあった半月型の戸引手。モダンで奥ゆかしい佇まいでした

花びら16枚の「十六八重表菊」、いわゆる菊の御紋を配した襖戸引手は多種多彩です 錺職人が“たがね”を使って彫金している様子が目に浮かびますね

柱や吊り束と交差するところの長押に見られる「釘隠し」。和風建築ならではの粋な遊び心が感じられます

天皇・皇后両陛下が日常生活において食事をされた「御食堂」。
美しい庭園が一望できる

皇室では明治時代の初期から諸外国の賓客との交流のために、ビリヤード用の「御玉突所」を設けていた 開放感を持たせるため窓側に傾斜している廊下

「御湯殿」は皇室の伝統的な、浴槽のない掛かり湯式 シェードの赤は金を王水に溶かして発色させた赤坂離宮から移築した「御座所」（元 紀州藩江戸中屋敷）

誰かの言葉を借りるなら、

邸内は「錺金具の宝石箱」

です。奥へ進むほどに次々

と釘隠しや戸引手が登場

し、興奮度はうなぎ上り。

部屋を使う人の位が金具

に表れています。

アトム の 視 点
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Q 1

A

Q 2

A

Q 3

A

Q 4

A

 そうですね、もともとは
か

錺
ざり

職人だった創業者の高橋

良助が、明治36年（1903年）に修業を了
お

えて独立し、自宅

にフイゴ場をつくって、指
さし

物
もの

金具の製造を始めたのがルー

ツなんですね。指物というのは、釘などの接合道具を使わ

ずに木と木を組み合わせてつくる家具や建具、調度品の

ことです。

 いいえ、当時はまだ金物の販売は行っていません。か

つては長火鉢や鏡台、あるいは針箱や茶箪笥といった指

物が暮らしのなかにありました。最近は目にする機会がほ

とんどなくなってしまいましたが、創業時はそうした家具

類に使われる装飾金具の受注生産がメインだったんです。

金物の業界は、大きく分けて「建築金

物」「家具金物」「家庭金物」「利器・工

具」という4つの分野で構成されてい

ます。このうち「家庭金物」とは、鍋

や釜、やかん、フライパンなどのこと。

また「利器・工具」とは、金づちやノ

コギリ、ドライバー、ペンチなど。た

だこのふたつの分野は、いずれもアト

ムリビンテックの事業領域ではあり

ません。

　残りふたつのうち「建築金物」とは、

門扉や外柵、バルコニーの手摺りをは

じめ、ネジやボルト、カスガイなど、

取り扱い品目は建築資材や建築関連

商品の広範囲におよんでいます。ま

た「家具金物」は、収納家具の取手や

引手、戸車、レールをはじめ、引き出

しの開閉をスムーズにするスライド

レールや、ジョイント金具、椅子やテ

ーブルのキャスターなど、文字どお

り家具に取り付ける金具全般にわた

っています。

　当社は、この実用本位の「建築金

物」と繊細な形や動きを重視した「家

具金物」のふたつの分野を統合し、新

たに「内装金物（住まいの金物）」とい

う事業領域を創出。創業者の思いで

もある「ものづくりの精神」を反映さ

せたATOMブランド製品の企画・開

発・販売に特化し、より豊かで快適な

住環境を演出する「住空間創造企業」

をめざしています。

当社の業績概況や事業戦略
にスムーズにアクセス! アト
ムリビンテックの「株主・投
資家情報」サイトをぜひご活
用ください。

www.atomlt .com/ ir

3創業 
1903年（明治36年）
3設立 
1954年（昭和29年）
3代表者 
代表取締役社長　高橋　良一

3資本金 
3億74万円（平成27年6月期末）
3従業員数 
115名（平成27年6月30日現在）
3本社所在地 
東京都台東区入谷1-27-4

アトムリビンテック株式会社　会社概要

1949年生まれ。1969年入社。
集配センター、研究室、営業管
理部、販売部等を経て、1980
年代表取締役副社長。1984年、
代表取締役社長。

アトムリビンテック株式会社 

代表取締役社長  高橋 良一

建築金物

家庭金物 利器・工具

家具金物内装金物

当社がつくり出した独自の事業分野

木製建具用
木製家具用

3年商 
93億100万円（平成27年6月期）
3事業内容 
内装金物（住まいの金物）の
企画・開発・販売

I N F O R M AT I O N

アトムリビンテック「2015秋の内覧会」のご案内

JR・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新橋駅」より徒歩10分
都営三田線｢御成門駅｣・｢内幸町駅｣より徒歩７分

10/
7（水）8（木）9（金）10（土）

10/
14（水）15（木）16（金）17（土）

大阪会場 東京会場

アトムCSタワー　
tel. 03（3437）3440 東京都港区新橋4- 31-5
10:00～18:00　＊最終日は17:00まで

御堂筋線・南北線「江坂駅」南改札より徒歩 5分

アトム住まいの金物ギャラリー大阪　
tel. 06（6821）7281 大阪府吹田市広芝町18-5
10:00～18:00　＊最終日は17:00まで

ご来場ご希望の方は、アトムリビンテックホームページより招待状をプリントアウトしてお持ちください。

今回は大阪・東京の両ショールームともに会期を土曜日まで延長して、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

http://www.atomlt.com

至東銀座

至東京

至銀座至浜松町・品川

SL広場

三菱東京
U FJ銀行

阪急交通社

TRUSCO

芝郵便局 ファミリーマート

新橋4丁目
交差点

赤 レ ン ガ 通 り

日 比 谷 通 り

JR新橋駅

アトムCSタワー

烏森口

外
堀
通
り

都営浅草線
新橋駅

新
橋
駅

銀
座
線

三田線
御成門駅

三田線
内幸町駅

新
虎
通
り

烏
森
通
り

至汐留

至虎ノ門

アトム住まいの
金物ギャラリー
大阪

関西アーバン銀行

アトムリビンテックって、どんな会社?

 大まかにいえば、家具金物・建具金物といった住宅用

に使われる「内装金物」全般に関わった事業を展開してい

ます。たとえば、ドアや家具などの蝶番や、ドア錠、取手

や引手のほか、戸車やレールなど、住まいのいたるところ

で使われている身近な金物…といえばイメージしやすい

かもしれません。

 はい。でも、お付き合いの中心は、家具メーカーやハ

ウスメーカー、住宅設備機器メーカーですから、一般の消

費者の方々とは直接の接点がほとんどありません。テレビ

CMもしていませんから、「ATOMブランド」の製品を使

っているという認識をお持ちの方は、多くはないでしょう

ね。とはいえ、取り扱いアイテムは5万アイテムを超えて

います。その意味でアトムリビンテックは、「内装金物（住

まいの金物）」という独自の分野に特化した会社といえる

のではないでしょうか。

アトムリビンテックのルーツは
職人と聞きましたが ?

その頃から製造に加えて販売も
行っていたのですか ?

では、現在はどんな事業を
しているのでしょう ?

気づかないけれど、とっても
身近な存在なのですね ?

1

証券コード：3426

K
ey

wo
rd of

ATOMLIV
IN

T
E
C
H「内装金物」

ってなに?
「内装金物」とは、アトムリビンテックによる

独自の事業分野を表現する言葉です。

じつは、皆さんからよく「アトムリビンテックって、どんな会社?」

と聞かれます。知っているようで、ホントはよく知らない…。

そんな皆さんの疑問にお答えしようと、連載スタートの第1回は、

高橋良一社長にインタビューしました。

What is ATOM?
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Q 1

A

Q 2

A

Q 3

A

Q 4

A

 そうですね、もともとは
か

錺
ざり

職人だった創業者の高橋

良助が、明治36年（1903年）に修業を了
お

えて独立し、自宅

にフイゴ場をつくって、指
さし

物
もの

金具の製造を始めたのがルー

ツなんですね。指物というのは、釘などの接合道具を使わ

ずに木と木を組み合わせてつくる家具や建具、調度品の

ことです。

 いいえ、当時はまだ金物の販売は行っていません。か

つては長火鉢や鏡台、あるいは針箱や茶箪笥といった指

物が暮らしのなかにありました。最近は目にする機会がほ

とんどなくなってしまいましたが、創業時はそうした家具

類に使われる装飾金具の受注生産がメインだったんです。

金物の業界は、大きく分けて「建築金

物」「家具金物」「家庭金物」「利器・工

具」という4つの分野で構成されてい

ます。このうち「家庭金物」とは、鍋

や釜、やかん、フライパンなどのこと。

また「利器・工具」とは、金づちやノ

コギリ、ドライバー、ペンチなど。た

だこのふたつの分野は、いずれもアト

ムリビンテックの事業領域ではあり

ません。

　残りふたつのうち「建築金物」とは、

門扉や外柵、バルコニーの手摺りをは

じめ、ネジやボルト、カスガイなど、

取り扱い品目は建築資材や建築関連

商品の広範囲におよんでいます。ま

た「家具金物」は、収納家具の取手や

引手、戸車、レールをはじめ、引き出

しの開閉をスムーズにするスライド

レールや、ジョイント金具、椅子やテ

ーブルのキャスターなど、文字どお

り家具に取り付ける金具全般にわた

っています。

　当社は、この実用本位の「建築金

物」と繊細な形や動きを重視した「家

具金物」のふたつの分野を統合し、新

たに「内装金物（住まいの金物）」とい

う事業領域を創出。創業者の思いで

もある「ものづくりの精神」を反映さ

せたATOMブランド製品の企画・開

発・販売に特化し、より豊かで快適な

住環境を演出する「住空間創造企業」

をめざしています。

当社の業績概況や事業戦略
にスムーズにアクセス! アト
ムリビンテックの「株主・投
資家情報」サイトをぜひご活
用ください。

www.atomlt .com/ ir

3創業 
1903年（明治36年）
3設立 
1954年（昭和29年）
3代表者 
代表取締役社長　高橋　良一

3資本金 
3億74万円（平成27年6月期末）
3従業員数 
115名（平成27年6月30日現在）
3本社所在地 
東京都台東区入谷1-27-4

アトムリビンテック株式会社　会社概要

1949年生まれ。1969年入社。
集配センター、研究室、営業管
理部、販売部等を経て、1980
年代表取締役副社長。1984年、
代表取締役社長。

アトムリビンテック株式会社 

代表取締役社長  高橋 良一

建築金物

家庭金物 利器・工具

家具金物内装金物

当社がつくり出した独自の事業分野

木製建具用
木製家具用

3年商 
93億100万円（平成27年6月期）
3事業内容 
内装金物（住まいの金物）の
企画・開発・販売

I N F O R M AT I O N

アトムリビンテック「2015秋の内覧会」のご案内

JR・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新橋駅」より徒歩10分
都営三田線｢御成門駅｣・｢内幸町駅｣より徒歩７分

10/
7（水）8（木）9（金）10（土）

10/
14（水）15（木）16（金）17（土）

大阪会場 東京会場

アトムCSタワー　
tel. 03（3437）3440 東京都港区新橋4- 31-5
10:00～18:00　＊最終日は17:00まで

御堂筋線・南北線「江坂駅」南改札より徒歩 5分

アトム住まいの金物ギャラリー大阪　
tel. 06（6821）7281 大阪府吹田市広芝町18-5
10:00～18:00　＊最終日は17:00まで

ご来場ご希望の方は、アトムリビンテックホームページより招待状をプリントアウトしてお持ちください。

今回は大阪・東京の両ショールームともに会期を土曜日まで延長して、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

http://www.atomlt.com

至東銀座

至東京

至銀座至浜松町・品川

SL広場

三菱東京
U FJ銀行

阪急交通社

TRUSCO

芝郵便局 ファミリーマート

新橋4丁目
交差点

赤 レ ン ガ 通 り

日 比 谷 通 り

JR新橋駅

アトムCSタワー

烏森口

外
堀
通
り

都営浅草線
新橋駅

新
橋
駅

銀
座
線

三田線
御成門駅

三田線
内幸町駅

新
虎
通
り

烏
森
通
り

至汐留

至虎ノ門

アトム住まいの
金物ギャラリー
大阪

関西アーバン銀行

アトムリビンテックって、どんな会社?

 大まかにいえば、家具金物・建具金物といった住宅用

に使われる「内装金物」全般に関わった事業を展開してい

ます。たとえば、ドアや家具などの蝶番や、ドア錠、取手

や引手のほか、戸車やレールなど、住まいのいたるところ

で使われている身近な金物…といえばイメージしやすい

かもしれません。

 はい。でも、お付き合いの中心は、家具メーカーやハ

ウスメーカー、住宅設備機器メーカーですから、一般の消

費者の方々とは直接の接点がほとんどありません。テレビ

CMもしていませんから、「ATOMブランド」の製品を使

っているという認識をお持ちの方は、多くはないでしょう

ね。とはいえ、取り扱いアイテムは5万アイテムを超えて

います。その意味でアトムリビンテックは、「内装金物（住

まいの金物）」という独自の分野に特化した会社といえる

のではないでしょうか。

アトムリビンテックのルーツは
職人と聞きましたが ?

その頃から製造に加えて販売も
行っていたのですか ?

では、現在はどんな事業を
しているのでしょう ?

気づかないけれど、とっても
身近な存在なのですね ?

1

証券コード：3426

K
ey

wo
rd of

ATOMLIV
IN

T
E
C
H「内装金物」

ってなに?
「内装金物」とは、アトムリビンテックによる

独自の事業分野を表現する言葉です。

じつは、皆さんからよく「アトムリビンテックって、どんな会社?」

と聞かれます。知っているようで、ホントはよく知らない…。

そんな皆さんの疑問にお答えしようと、連載スタートの第1回は、

高橋良一社長にインタビューしました。

What is ATOM?
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個人情報の取り扱いについて
アンケートや読者プレゼントにご応募いただいた皆さまの個人情報は、読者プレゼントおよび「ATOMNEWS」の発送にのみ使用いたします。ご本人の承諾のない限り、
第三者に提供することはありません。また、ご応募の集計結果は個人を識別できない形で管理の上、「ATOMNEWS」の企画・編集・制作の参考にさせていただきます。

卸売事業部　後藤 貴弘
アトム商品取り扱い代理店への卸営業を担当

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

　私
の
趣
味
の
ひ
と
つ
に
ラ
ジ
コ
ン
が
あ
り
ま
す
。
20
歳

の
頃
に
始
め
た
の
で
、
か
れ
こ
れ
20
年
に
な
り
ま
す
。
ラ

ジ
コ
ン
に
は
飛
行
機
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
、
船
、
車
な
ど
色
々

な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
て

い
る
タ
イ
プ
の
車
、
エ
ン
ジ
ン
カ
ー
ラ
ジ
コ
ン
に
つ
い
て

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　駆
動
原
理
は
自
動
車
と
同
じ
で
す
が
、
燃
料
は
ガ
ソ
リ

ン
で
は
な
く
、
メ
タ
ノ
ー
ル
を
使
用
し
ま
す
。
ち
な
み
に

模
型
用
で
使
用
す
る
燃
料
は
ニ
ト
ロ
入
り
（
か
な
り
爆
発

力
が
あ
り
、
取
り
扱
い
注
意
の
液
体
で
す
）
が
通
常
で
す
。

こ
の
ニ
ト
ロ
入
り
燃
料
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
な

り
元
気
よ
く
走
り
、
時
速
50
キ
ロ
は
余
裕
で
出
ま
す
。

M
A
X
70
キ
ロ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、

ス
ピ
ー
ド
が
増
す
分
操
縦
が
か
な
り
難
し
く
な
る
た
め
、

壁
や
何
か
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
、
全
損
に
近
い
壊
れ
方
を

し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
修
理
費
も
数
万
円
単
位
と
な
り
、
精

神
的
に
も
か
な
り
へ
こ
み
ま
す
。

　エ
ン
ジ
ン
は
か
な
り
の
高
回
転
で
回
し
っ
ぱ
な
し
で
走

ら
せ
て
い
る
た
め
、
こ
ち
ら
も
短
い
期
間
で
破
損
し
ま
す
。

過
去
に
エ
ン
ジ
ン
を
2
機
ほ
ど
壊
し
て
お
り
、
現
在
は
3

機
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
数
十
回
ほ
ど
走

ら
せ
た
後
は
分
解
し
て
洗
浄
す
る
た
め
、
走
ら
せ
て
い
る

時
間
以
上
に
洗
浄
に
時
間
を
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

　現
在
は
ラ
ジ
コ
ン
の
範
囲
を
超
え
た
ド
ロ
ー
ン
（
小
型

無
人
飛
行
機
）
と
い
う
も
の
が
か
な
り
世
間
を
に
ぎ
わ
せ

て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
は
こ
ち
ら
に
も
手
を
出

し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ド
ロ
ー
ン
も
使
用
条
件
を

守
っ
て
遊
ぶ
分
に
は
楽
し
い
時
間
を
過
ご
せ
る
ア
イ
テ
ム

で
す
。
皆
さ
ん
も
気
軽
に
ラ
ジ
コ
ン
を
体
験
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
?

壊れたときの修理費など、なにかと出費がかさみます

I N F O R M AT I O N

アトムCSタワー公式HP

1階ギャラリーショップKANAGU 

新着アイテムのご紹介やイベント情報、

ATOMNEWS関連記事をお届けしています。

☞http://www.atomlt.com/cstower/

「アトムCSタワー」で検索してください。
アトムリビンテック公式HPからもご覧になれます。

編 集 後 記

6月末にテレビ放送された「有吉くんの正直さんぽ」（フジテレビ
系列）のなかでアトムCSタワーが紹介され、予想をはるかに上回
る反響をいただきました。作り手の思いが詰まった商品の魅力が、
タレントさんの力を借りてテレビの前の視聴者にダイレクトに届
くのって、結果的に私たちにとっても、うれしいことだなぁと思
いました。番組内でクローズアップされた「すずがみ」「真空チタ
ンロックカップ」「15.0%アイスクリームスプーン」をはじめとす
る金属雑貨のなかには、今なお入荷待ちのアイテムもありますが、
気になる商品がありましたらお気軽にお問い合わせください。と
いうわけで、今年はアトムニューズの誌面制作とCSタワー 1階シ
ョップの応援でアツいアツい夏になりました。 〈燕三条燕〉

188号の表紙、とても素敵でした。

A

KIKOさん、シンプルで素
敵な作品ですね。 〈兵庫県　H・I様　女性〉

「家具のへそ」の作家が製作している時の動きがわかる。容易に
想像できる。音が聞こえる文章が良い。「かなぐや」の女性の作
家の指先が非常に美しい。 〈神奈川県　カネゴン様　男性〉

今回のたてものがたり、とても興味を持ちました。今の学校建
築は無機質であたたかみがなく、学ぶ気力がなくなります。全
てのものがハイテクになろうとしていますが、学びの園はロー
テクであってほしいです。 〈千葉県　乗り鉄男様　男性〉

銅の腐食の緑青は、人体に影響なしとの記述があり、たいへん
安心しました。たまに10円玉がそのような色になっていると、
おそろしい気持ちになっていたので。これからも多くの人が思
い込んでいるものの真実をお知らせください。
 〈東京都　S・Y様　女性〉

2wayソフトクローズ上部吊り車は非常に興味があります。ぜ
ひ現物でその機能を確かめてみたいと思います。
 〈千葉県　kosii様　男性〉

長崎県に現存する古い教会建物を特集してほしい。
 〈愛知県　I・K様　男性〉

次の休日にカフェスローへ行こうと思います。おいしいを基本
に安心・エコが加わって、とても魅力的なカフェだと思いました。
 〈東京都　H・A様　女性〉

取材・文・イラスト　塩浦信太郎　撮影　大屋徳亮・カフェスロー

東京都国分寺市東元町2-20-10　T E L: 042- 401-8505　
Mail: cafeslow@h4.dion.ne.jp

4カフェスロー

ス ロ ー ラ イ フ を 実 践 し て い る 人 や 空 間 を レ ポ ー ト

地
域
の
繋
が
り
を
乗
せ
て
馬
車
が
行
く

　な
ぜ
人
々
は
こ
の
お
店
に
集
う
の
で
し
ょ
う
?
　そ

れ
は
、
人
と
人
と
が
繫
が
っ
て
、
お
互
い
に
笑
顔
が
交

わ
せ
る
場
所
を
み
ん
な
が
求
め
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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　「最
近
、
国
分
寺
の
街
に
馬
車
が
走
る
よ
う
に
な
っ
た
ん

で
す
よ
。
馬
車
が
走
る
だ
け
で
街
の
人
々
の
顔
に
は
笑
み
が

こ
ぼ
れ
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
人
と
人
と
が
繋
が
る
気

持
ち
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
」

　こ
う
話
す
吉
岡
代
表
は
、
カ
フ
ェ
ス
ロ
ー
立
ち
上
げ
の
頃

か
ら
ロ
ー
カ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
充
実
さ
せ
た
い
と
考
え
て

い
ま
し
た
。
世
界
を
相
手
に
ユ
ネ
ス
コ
で
仕
事
を
し
て
い
た

吉
岡
代
表
に
は
、
地
域
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う

想
い
が
強
く
、そ
れ
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
、カ
フ
ェ
ス
ロ
ー
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　た
と
え
ば
、
店
の
中
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
併
設
し
て
、
地
域

住
民
や
問
題
意
識
の
強
い
作
家
の
方
々
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
情
報
発
信
の
で
き
る
空
間
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
取
材

時
も
助
産
婦
さ
ん
の
写
真
展
が
開
催
さ
れ
て
い
て
、
赤
ち
ゃ

ん
を
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
お
母
さ
ん
や
成
長
し
た
子
ど
も

た
ち
も
来
場
し
て
、
笑
顔
の
花
が
咲
い
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

「
暗
闇
カ
フ
ェ
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
店
内
す
べ
て
の

電
気
を
消
し
、
キ
ャ
ン
ド
ル
だ
け
で
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま

す
。
キ
ャ
ン
ド
ル
の
向
こ
う
に
は
心
地
よ
い
ラ
イ
ブ
音
楽
が

流
れ
、
朗
読
会
も
行
わ
れ
ま
す
。「
な
ぜ
か
人
は
キ
ャ
ン
ド

ル
の
炎
の
前
で
は
心
を
開
き
、
素
直
な
気
持
ち
で
話
が
で
き

る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
あ
ら
た
な
発
見
で
し
た
」
と
吉
岡
代
表
。

そ
し
て
今
、
吉
岡
代
表
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
輪
を
日
本
全
国

に
広
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

国
分
寺 4

 

カ
フ
ェ
ス
ロ
ー 4

3

　地
域
の
繋
が
り 

編

＊次回カフェスローの最終回は『エコを楽しむために』をテーマにします。

スローでエコロジカルな暮らしを提案するオーガニックカフェ「カフェ
スロー」。藁と土をつかった内装、大きな窓からのぞむ木々、赤ちゃんか
らお年寄りまで、幅広い世代の方々がのんびりゆったりと行き交える場
となっています。

見てね!
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6月末にテレビ放送された「有吉くんの正直さんぽ」（フジテレビ
系列）のなかでアトムCSタワーが紹介され、予想をはるかに上回
る反響をいただきました。作り手の思いが詰まった商品の魅力が、
タレントさんの力を借りてテレビの前の視聴者にダイレクトに届
くのって、結果的に私たちにとっても、うれしいことだなぁと思
いました。番組内でクローズアップされた「すずがみ」「真空チタ
ンロックカップ」「15.0%アイスクリームスプーン」をはじめとす
る金属雑貨のなかには、今なお入荷待ちのアイテムもありますが、
気になる商品がありましたらお気軽にお問い合わせください。と
いうわけで、今年はアトムニューズの誌面制作とCSタワー 1階シ
ョップの応援でアツいアツい夏になりました。 〈燕三条燕〉

188号の表紙、とても素敵でした。

A

KIKOさん、シンプルで素
敵な作品ですね。 〈兵庫県　H・I様　女性〉

「家具のへそ」の作家が製作している時の動きがわかる。容易に
想像できる。音が聞こえる文章が良い。「かなぐや」の女性の作
家の指先が非常に美しい。 〈神奈川県　カネゴン様　男性〉

今回のたてものがたり、とても興味を持ちました。今の学校建
築は無機質であたたかみがなく、学ぶ気力がなくなります。全
てのものがハイテクになろうとしていますが、学びの園はロー
テクであってほしいです。 〈千葉県　乗り鉄男様　男性〉

銅の腐食の緑青は、人体に影響なしとの記述があり、たいへん
安心しました。たまに10円玉がそのような色になっていると、
おそろしい気持ちになっていたので。これからも多くの人が思
い込んでいるものの真実をお知らせください。
 〈東京都　S・Y様　女性〉

2wayソフトクローズ上部吊り車は非常に興味があります。ぜ
ひ現物でその機能を確かめてみたいと思います。
 〈千葉県　kosii様　男性〉

長崎県に現存する古い教会建物を特集してほしい。
 〈愛知県　I・K様　男性〉

次の休日にカフェスローへ行こうと思います。おいしいを基本
に安心・エコが加わって、とても魅力的なカフェだと思いました。
 〈東京都　H・A様　女性〉

取材・文・イラスト　塩浦信太郎　撮影　大屋徳亮・カフェスロー

東京都国分寺市東元町2-20-10　T E L: 042- 401-8505　
Mail: cafeslow@h4.dion.ne.jp

4カフェスロー

ス ロ ー ラ イ フ を 実 践 し て い る 人 や 空 間 を レ ポ ー ト
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は
こ
の
お
店
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集
う
の
で
し
ょ
う
?
　そ

れ
は
、
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と
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と
が
繫
が
っ
て
、
お
互
い
に
笑
顔
が
交

わ
せ
る
場
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を
み
ん
な
が
求
め
て
い
る
か
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で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
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　「最
近
、
国
分
寺
の
街
に
馬
車
が
走
る
よ
う
に
な
っ
た
ん

で
す
よ
。
馬
車
が
走
る
だ
け
で
街
の
人
々
の
顔
に
は
笑
み
が

こ
ぼ
れ
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
人
と
人
と
が
繋
が
る
気

持
ち
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
」

　こ
う
話
す
吉
岡
代
表
は
、
カ
フ
ェ
ス
ロ
ー
立
ち
上
げ
の
頃

か
ら
ロ
ー
カ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
充
実
さ
せ
た
い
と
考
え
て

い
ま
し
た
。
世
界
を
相
手
に
ユ
ネ
ス
コ
で
仕
事
を
し
て
い
た

吉
岡
代
表
に
は
、
地
域
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う

想
い
が
強
く
、そ
れ
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
、カ
フ
ェ
ス
ロ
ー
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　た
と
え
ば
、
店
の
中
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
併
設
し
て
、
地
域

住
民
や
問
題
意
識
の
強
い
作
家
の
方
々
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
情
報
発
信
の
で
き
る
空
間
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
取
材

時
も
助
産
婦
さ
ん
の
写
真
展
が
開
催
さ
れ
て
い
て
、
赤
ち
ゃ

ん
を
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
お
母
さ
ん
や
成
長
し
た
子
ど
も

た
ち
も
来
場
し
て
、
笑
顔
の
花
が
咲
い
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

「
暗
闇
カ
フ
ェ
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
店
内
す
べ
て
の

電
気
を
消
し
、
キ
ャ
ン
ド
ル
だ
け
で
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま

す
。
キ
ャ
ン
ド
ル
の
向
こ
う
に
は
心
地
よ
い
ラ
イ
ブ
音
楽
が

流
れ
、
朗
読
会
も
行
わ
れ
ま
す
。「
な
ぜ
か
人
は
キ
ャ
ン
ド

ル
の
炎
の
前
で
は
心
を
開
き
、
素
直
な
気
持
ち
で
話
が
で
き

る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
あ
ら
た
な
発
見
で
し
た
」
と
吉
岡
代
表
。

そ
し
て
今
、
吉
岡
代
表
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
輪
を
日
本
全
国

に
広
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

国
分
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　地
域
の
繋
が
り 

編

＊次回カフェスローの最終回は『エコを楽しむために』をテーマにします。

スローでエコロジカルな暮らしを提案するオーガニックカフェ「カフェ
スロー」。藁と土をつかった内装、大きな窓からのぞむ木々、赤ちゃんか
らお年寄りまで、幅広い世代の方々がのんびりゆったりと行き交える場
となっています。

見てね!

1718



タオル掛け
ペーパーホルダー

棚 など

補助手摺り
傘立て
室内ドアのレバー
戸当り
ドア用丁番
玄関用収納椅子 など

引手・戸車・明かり採り
引戸錠・大型取手・ステー
引戸ソフトクローズ など

折戸・引戸システム金具
ハンガーパイプ・フック

キャスター・デスク用金物 など

扉のマグネットキャッチ
ツマミ・ハンドル・耐震ラッチ
スライド丁番・スライドレール など

ここにも、あそこにも、ATOMの金物。ここにも、あそこにも、ATOMの金物。
アトムブランドは信頼と高品質の証。これからも快適な暮らしを支えていきます。アトムブランドは信頼と高品質の証。これからも快適な暮らしを支えていきます。

kitchen

bedroom

sanitary

entrance

livingroom

http:// www.atomlt .com

■本社／〒110-8680 東京都台東区入谷1-27-4 TEL.03-3876-0600（代表）

■アトムCSタワー／〒105-0004 東京都港区新橋4-31-5

■アトム住まいの金物ギャラリー大阪事業所／〒564-0052 大阪府吹田市広芝町18-5
TEL.06-6821-7281　　FAX.06-6821-7282

■札幌営業所／〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東三丁目28-32 井門札幌東ビル1F
TEL.011-748-3113　　FAX.011-753-3015

■前橋営業所／〒371-0805 群馬県前橋市南町3-72-7
TEL.027-223-2651　　FAX.027-223-2661

■広島営業所／〒733-0031 広島県広島市西区観音町16-9 みさおビル1F
TEL.082-291-4235　　FAX.082-291-4880

特 販 事 業 部
卸 売 事 業 部

TEL.03-3876-0603
TEL.03-3876-0602

アーバンスタイル事業部
亜 吐 夢 金 物 館

TEL.03-3437-3673
TEL.03-3437-3440

FAX.03-3876-8833
FAX.03-3876-4435

FAX.03-3437-3565
FAX.03-3437-3565
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