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今号の表紙 写真　黒大根

photo by 吉田周平

1981年神奈川県南足柄市生まれ。千葉県八千代市

在住。娘の誕生をきっかけに写真に出会う。あるが

ままの日常を独自の視点で撮影する。

音をテーマにしたブランド「Timbre（ティンブレ）」から、愛らしい小

鳥のかたちをしたドアチャイムのご紹介です。手に持ってみるとずっ

しりと重たい亜鉛ダイカスト製ですが、まるで木工クラフトのような

あたたかみに溢れた、ぷっくりとしたフォルムです。裏側はマグネット

になっていて、鉄扉ならそのまま取り付けが可能。木製扉には付属の

ビスか両面テープを使って鉄プレートを扉に固定し、そこに本体をく

っつけます。星が瞬くようなキラキラした音色が、明るい気持ちにさ

せてくれます。

6ドアチャイム Tori

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
5名様にプレゼントいたします。

締め切り　2017年 1月31日（火）

職人・金属・手しごとをキーワードに、

こだわりのアイテムを取り揃えています。

どうぞお気軽にお立ち寄りください。

読者プレゼント

［サイズ］　約W 98×H 70×D40 mm　［材質］　本体：亜鉛ダイカスト  しっぽ：アルミ　
［重量］　約310 g　［販売価格］　5,000円＋消費税　made in Japan　
［色］　ホワイト・イエロー・ブルーグリーン・ピンク　＊4色からひとつ選んでお届けします

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

ギャラリーショップKANAGU

「黒大根」については10ページでご紹介しています

ホワイト

イエロー

ブルーグリーンピンク

野菜農家 クリタタカシさん

今日はなんだかやたらと寒いね～

家の中をワープする空間『階段』

アトムCSタワーは10周年を迎えます

黒大根

京都市上京区　冨田屋

2016 秋の内覧会レポート

岩手県花巻市　やえはた自然農園
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Fr iend Circle 864 30

野
菜
農
家

ク
リ
タ
タ
カ
シ
さ
ん

千
葉
県
は
四
街
道
市
、
ク
リ
タ
タ
カ
シ
さ
ん
の
営
む
畑

「
キ
レ
ド
」
は
住
宅
街
の
ど
真
ん
中
。「
野
菜
の
一
生
を
み
る
」
を

テ
ー
マ
に
年
間
1
5
0
種
以
上
も
の
野
菜
を
生
産
す
る

ク
リ
タ
さ
ん
の
語
る
「
野
菜
の
お
も
し
ろ
さ
」
と
は
。

│
│

　元
々
石
川
県
で
会
社
員
を
さ
れ
て
い
た

と
の
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ
農
業
に
惹
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　僕
、
と
に
か
く
食
べ
る
こ
と
が
大
好
き
な

ん
で
す
。
石
川
に
も
行
き
つ
け
の
レ
ス
ト
ラ

ン
は
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
時
そ
こ
へ

卸
し
て
い
る
農
家
さ
ん
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
畑
で
採
れ
た
野
菜
を
そ
の
ま
ま

食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
こ
ん
な

に
お
い
し
い
野
菜
が
あ
る
の
か
!
」
と
感
動

し
て
。
そ
こ
か
ら
農
業
に
興
味
を
抱
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　そ
れ
で
、農
業
の
道
へ
と
進
む
よ
う
に
。

　は
じ
め
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
そ
の
農

家
さ
ん
と
仲
良
く
な
り
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
が
強
か
っ
た
で
す
ね
。
で
は
ど
う
し
よ
う

か
と
考
え
て
い
る
と
き
に
、
た
ま
た
ま
「
市

民
農
園
募
集
中
」
と
い
う
新
聞
広
告
を
見
つ

け
て
、
家
庭
菜
園
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
。
農

業
を
始
め
れ
ば
直
接
教
わ
り
に
い
け
る
と
思

っ
た
ん
で
す
。

　そ
れ
か
ら
毎
朝
5
時
に
起
き
て
畑
作
業
、

そ
の
後
会
社
へ
行
く
と
い
う
日
々
が
始
ま
り

ま
し
た
。

│
│

　毎
朝
5
時
起
き
!

　大
幅
に
生
活
が
変

わ
っ
た
の
で
は
?

　色
々
な
発
見
を
す
る
こ
と
が
楽
し
く
て
、

朝
は
自
然
と
目
が
覚
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
ト
マ
ト
は
ど
う
い
う
風
に
緑
か

ら
赤
に
変
化
し
て
い
く
の
か
。
花
は
ど
ん
な

形
を
し
て
い
る
の
か
。
畑
に
行
け
ば
お
い
し

い
野
菜
に
あ
り
つ
け
る
の
が
う
れ
し
い
と
い

う
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す（
笑
）。

　そ
ん
な
生
活
を
2
年
ほ
ど
続
け
た
後
、
会

社
を
や
め
、
農
家
に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
決
断
で
す
ね
。

　「農
業
は
天
職
だ
」
と
感
じ
て
い
た
の
で
、

迷
い
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
に
は
な
か
っ
た
「
つ
く

り
た
い
も
の
」
に
畑
を
通
し
て
出
合
え
た
こ

と
が
う
れ
し
か
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
お
も

し
ろ
い
と
思
う
と
こ
ろ
に
転
ば
な
い
と
、
と

い
う
意
識
も
あ
り
ま
し
た
。

　ま
た
地
元
・
千
葉
に
、
教
わ
り
た
い
、
師

匠
と
呼
び
た
い
と
思
え
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
農
業
の
道
へ
と
進
む

強
い
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　千
葉
の
師
匠
の
も
と
で
は
ど
の
よ
う
な

学
び
が
あ
り
ま
し
た
か
?

　学
び
と
し
て
は
、
発
想
の
し
か
た
な
ど
の

精
神
的
な
こ
と
や
、
人
に
興
味
を
持
っ
て
も

ら
う
た
め
の
方
法
論
が
大
き
か
っ
た
で
す
。

キ
レ
ド
で
は
、
野
菜
の
説
明
を
す
る
ま
え
に

ま
ず
問
い
か
け
て
考
え
て
も
ら
う
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。「
こ
れ
、
な
ん
の
花
だ
と
思
う

?
」「
ど
ん
な
味
が
す
る
?
」
と
い
う
風
に
。

突
っ
込
み
ど
こ
ろ
を
残
し
て
お
く
こ
と
を
心

が
け
て
い
ま
す
。

　師
匠
の
畑
は
朝
と
お
昼
、
そ
し
て
15
時
頃

　か
じ
っ
た
だ
け
で
お
い
し
い
野
菜
に
は
、

複
雑
な
調
理
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ン
プ

ル
な
料
理
で
も
食
卓
が
一
気
に
豊
か
に
な
る

こ
と
に
気
付
い
て
ほ
し
い
の
で
す
。

│
│

　そ
ん
な
お
い
し
い
野
菜
た
ち
の
な
か
に

は
珍
し
い
も
の
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
栽
培

す
る
際
に
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
な
ど
は
?

　原
産
地
の
環
境
に
合
わ
せ
て
育
て
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
メ
ロ
ン
は
砂

漠
の
植
物
な
の
で
、
水
は
一
切
与
え
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

　も
ち
ろ
ん
図
鑑
に
育
て
方
が
載
っ
て
い
る

野
菜
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と
お
り
に
や
る

と
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
。
ヤ
ー

コ
ン
と
い
う
野
菜
は
「
日
当
た
り
の
良
い
と

こ
ろ
で
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
畑
で
見

クリタタカシ 864  野菜農家「キレド」代表。アトムニューズ192号から連載が始まった『ベジタブルアトリエ』や、表紙の鮮やかな写真は
クリタさんの作った自慢の野菜。毎号ちょっと風変わりな野菜たちを紹介しています。詳しくは10ページをご覧ください

る
限
り
は
半
分
日
陰
と
い
っ
た
環
境
の
方
が

良
い
み
た
い
。
最
終
的
に
は
自
分
の
畑
で
作

ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い
で
す
。

│
│

　大
変
な
こ
と
は
な
ん
で
す
か
?

　自
然
災
害
は
大
変
で
す
。
2
年
前
の
大
雪

の
際
に
は
、
小
松
菜
を
育
て
て
い
た
ビ
ニ
ー

ル
の
ト
ン
ネ
ル
が
つ
ぶ
れ
て
、
葉
が
す
べ
て

折
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
普
通
な
ら
廃
棄
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
状
況
で
す
。
で
も
僕
は
、
そ
の
小
松
菜
が

春
に
な
る
と
お
い
し
い
新
芽
を
出
す
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
だ
け

撤
去
し
て
野
菜
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
き
、

新
芽
を
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　キ
レ
ド
は
1
対
1
の
直
販
形
式
を
と
っ
て

い
ま
す
。
キ
レ
ド
の
野
菜
を
信
頼
し
、
楽
し

み
に
し
て
く
れ
て
い
る
お
客
さ
ま
が
い
る
か

ら
こ
そ
で
き
た
こ
と
で
す
。

│
│

　今
後
キ
レ
ド
は
ど
の
よ
う
に
進
化
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　キ
レ
ド
の
理
念
に
共
感
し
て
く
れ
る
仲
間

た
ち
と
一
緒
に
農
業
を
や
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
弟
子
を
と
る
予
定
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
一
緒
に
同
じ
未
来
を
見
て
頑
張

る
従
業
員
た
ち
が
い
ま
す
。

　具
体
的
な
今
後
の
目
標
と
し
て
は
、
畑
を

「
た
だ
野
菜
を
作
る
場
所
」
に
終
わ
ら
せ
ず
、

地
域
に
と
っ
て
大
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
と
し
て
い
く
こ
と
。
作
物
が
な
っ
て

い
る
様
子
を
ふ
ら
っ
と
見
に
き
て
く
れ
る
よ

う
な
、
つ
い
散
歩
コ
ー
ス
に
し
た
く
な
る
よ

う
な
、
そ
ん
な
ス
ペ
ー
ス
に
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　四
街
道
市
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
、
家
の
増

加
に
伴
い
ど
ん
ど
ん
畑
が
減
っ
て
き
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
新
し
い
都
市
農
業
を
つ
く
り
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
僕
ら
を
モ
デ
ル
ケ

ー
ス
と
し
て
他
の
都
市
や
住
宅
街
で
も
畑
や

緑
が
増
え
て
い
く
は
ず
で
す
。

に
1
時
間
の
休
憩
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い

て
、
そ
こ
で
の
師
匠
と
の
お
し
ゃ
べ
り
が
と

て
も
役
立
っ
て
い
る
な
と
感
じ
ま
す
。
当
時

の
僕
は「
は
や
く
技
術
を
教
わ
り
た
い
の
に
、

い
つ
ま
で
休
憩
し
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
気

持
ち
で
し
た
が（
笑
）。

│
│

　そ
ん
な
ユ
ニ
ー
ク
な
師
匠
の
教
え
を
受
け

て
、今
キ
レ
ド
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
?

　僕
と
キ
レ
ド
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
「
野
菜

の
一
生
を
み
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
市

場
に
出
回
っ
て
い
な
い
部
位
で
も
ぜ
ひ
食
べ

て
ほ
し
い
、
と
い
う
野
菜
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

　た
と
え
ば
ル
ッ
コ
ラ
。
普
通
は
葉
っ
ぱ
の

部
分
し
か
食
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
じ
つ

は
花
芽
も
す
ご
く
お
い
し
い
。
そ
う
い
う
野

菜
の
お
も
し
ろ
さ
を
常
に
発
見
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
農
家
は
ク
リ
エ
イ
タ

ー
で
す
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
魅
力
を
、
お
客

さ
ま
一
人
ひ
と
り
に
届
け
た
い
。

│
│

　レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
は
な
く
、
一
般
の

人
に
野
菜
を
届
け
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
こ

だ
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
す
が
…
。

　ユ
ニ
ー
ク
で
お
い
し
い
野
菜
が
、
手
の
込

ん
だ
料
理
を
出
す
レ
ス
ト
ラ
ン
に
し
か
卸
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
も
っ
た
い

な
い
こ
と
で
す
。
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野
菜
農
家

ク
リ
タ
タ
カ
シ
さ
ん

千
葉
県
は
四
街
道
市
、
ク
リ
タ
タ
カ
シ
さ
ん
の
営
む
畑

「
キ
レ
ド
」
は
住
宅
街
の
ど
真
ん
中
。「
野
菜
の
一
生
を
み
る
」
を

テ
ー
マ
に
年
間
1
5
0
種
以
上
も
の
野
菜
を
生
産
す
る

ク
リ
タ
さ
ん
の
語
る
「
野
菜
の
お
も
し
ろ
さ
」
と
は
。

│
│

　元
々
石
川
県
で
会
社
員
を
さ
れ
て
い
た

と
の
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ
農
業
に
惹
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　僕
、
と
に
か
く
食
べ
る
こ
と
が
大
好
き
な

ん
で
す
。
石
川
に
も
行
き
つ
け
の
レ
ス
ト
ラ

ン
は
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
時
そ
こ
へ

卸
し
て
い
る
農
家
さ
ん
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
畑
で
採
れ
た
野
菜
を
そ
の
ま
ま

食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
こ
ん
な

に
お
い
し
い
野
菜
が
あ
る
の
か
!
」
と
感
動

し
て
。
そ
こ
か
ら
農
業
に
興
味
を
抱
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　そ
れ
で
、農
業
の
道
へ
と
進
む
よ
う
に
。

　は
じ
め
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
そ
の
農

家
さ
ん
と
仲
良
く
な
り
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
が
強
か
っ
た
で
す
ね
。
で
は
ど
う
し
よ
う

か
と
考
え
て
い
る
と
き
に
、
た
ま
た
ま
「
市

民
農
園
募
集
中
」
と
い
う
新
聞
広
告
を
見
つ

け
て
、
家
庭
菜
園
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
。
農

業
を
始
め
れ
ば
直
接
教
わ
り
に
い
け
る
と
思

っ
た
ん
で
す
。

　そ
れ
か
ら
毎
朝
5
時
に
起
き
て
畑
作
業
、

そ
の
後
会
社
へ
行
く
と
い
う
日
々
が
始
ま
り

ま
し
た
。

│
│

　毎
朝
5
時
起
き
!

　大
幅
に
生
活
が
変

わ
っ
た
の
で
は
?

　色
々
な
発
見
を
す
る
こ
と
が
楽
し
く
て
、

朝
は
自
然
と
目
が
覚
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
ト
マ
ト
は
ど
う
い
う
風
に
緑
か

ら
赤
に
変
化
し
て
い
く
の
か
。
花
は
ど
ん
な

形
を
し
て
い
る
の
か
。
畑
に
行
け
ば
お
い
し

い
野
菜
に
あ
り
つ
け
る
の
が
う
れ
し
い
と
い

う
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す（
笑
）。

　そ
ん
な
生
活
を
2
年
ほ
ど
続
け
た
後
、
会

社
を
や
め
、
農
家
に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
決
断
で
す
ね
。

　「農
業
は
天
職
だ
」
と
感
じ
て
い
た
の
で
、

迷
い
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
に
は
な
か
っ
た
「
つ
く

り
た
い
も
の
」
に
畑
を
通
し
て
出
合
え
た
こ

と
が
う
れ
し
か
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
お
も

し
ろ
い
と
思
う
と
こ
ろ
に
転
ば
な
い
と
、
と

い
う
意
識
も
あ
り
ま
し
た
。

　ま
た
地
元
・
千
葉
に
、
教
わ
り
た
い
、
師

匠
と
呼
び
た
い
と
思
え
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
農
業
の
道
へ
と
進
む

強
い
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　千
葉
の
師
匠
の
も
と
で
は
ど
の
よ
う
な

学
び
が
あ
り
ま
し
た
か
?

　学
び
と
し
て
は
、
発
想
の
し
か
た
な
ど
の

精
神
的
な
こ
と
や
、
人
に
興
味
を
持
っ
て
も

ら
う
た
め
の
方
法
論
が
大
き
か
っ
た
で
す
。

キ
レ
ド
で
は
、
野
菜
の
説
明
を
す
る
ま
え
に

ま
ず
問
い
か
け
て
考
え
て
も
ら
う
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。「
こ
れ
、
な
ん
の
花
だ
と
思
う

?
」「
ど
ん
な
味
が
す
る
?
」
と
い
う
風
に
。

突
っ
込
み
ど
こ
ろ
を
残
し
て
お
く
こ
と
を
心

が
け
て
い
ま
す
。

　師
匠
の
畑
は
朝
と
お
昼
、
そ
し
て
15
時
頃

　か
じ
っ
た
だ
け
で
お
い
し
い
野
菜
に
は
、

複
雑
な
調
理
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ン
プ

ル
な
料
理
で
も
食
卓
が
一
気
に
豊
か
に
な
る

こ
と
に
気
付
い
て
ほ
し
い
の
で
す
。

│
│

　そ
ん
な
お
い
し
い
野
菜
た
ち
の
な
か
に

は
珍
し
い
も
の
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
栽
培

す
る
際
に
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
な
ど
は
?

　原
産
地
の
環
境
に
合
わ
せ
て
育
て
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
メ
ロ
ン
は
砂

漠
の
植
物
な
の
で
、
水
は
一
切
与
え
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

　も
ち
ろ
ん
図
鑑
に
育
て
方
が
載
っ
て
い
る

野
菜
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と
お
り
に
や
る

と
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
。
ヤ
ー

コ
ン
と
い
う
野
菜
は
「
日
当
た
り
の
良
い
と

こ
ろ
で
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
畑
で
見

クリタタカシ 864  野菜農家「キレド」代表。アトムニューズ192号から連載が始まった『ベジタブルアトリエ』や、表紙の鮮やかな写真は
クリタさんの作った自慢の野菜。毎号ちょっと風変わりな野菜たちを紹介しています。詳しくは10ページをご覧ください

る
限
り
は
半
分
日
陰
と
い
っ
た
環
境
の
方
が

良
い
み
た
い
。
最
終
的
に
は
自
分
の
畑
で
作

ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い
で
す
。

│
│

　大
変
な
こ
と
は
な
ん
で
す
か
?

　自
然
災
害
は
大
変
で
す
。
2
年
前
の
大
雪

の
際
に
は
、
小
松
菜
を
育
て
て
い
た
ビ
ニ
ー

ル
の
ト
ン
ネ
ル
が
つ
ぶ
れ
て
、
葉
が
す
べ
て

折
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
普
通
な
ら
廃
棄
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
状
況
で
す
。
で
も
僕
は
、
そ
の
小
松
菜
が

春
に
な
る
と
お
い
し
い
新
芽
を
出
す
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
だ
け

撤
去
し
て
野
菜
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
き
、

新
芽
を
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　キ
レ
ド
は
1
対
1
の
直
販
形
式
を
と
っ
て

い
ま
す
。
キ
レ
ド
の
野
菜
を
信
頼
し
、
楽
し

み
に
し
て
く
れ
て
い
る
お
客
さ
ま
が
い
る
か

ら
こ
そ
で
き
た
こ
と
で
す
。

│
│

　今
後
キ
レ
ド
は
ど
の
よ
う
に
進
化
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　キ
レ
ド
の
理
念
に
共
感
し
て
く
れ
る
仲
間

た
ち
と
一
緒
に
農
業
を
や
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
弟
子
を
と
る
予
定
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
一
緒
に
同
じ
未
来
を
見
て
頑
張

る
従
業
員
た
ち
が
い
ま
す
。

　具
体
的
な
今
後
の
目
標
と
し
て
は
、
畑
を

「
た
だ
野
菜
を
作
る
場
所
」
に
終
わ
ら
せ
ず
、

地
域
に
と
っ
て
大
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
と
し
て
い
く
こ
と
。
作
物
が
な
っ
て

い
る
様
子
を
ふ
ら
っ
と
見
に
き
て
く
れ
る
よ

う
な
、
つ
い
散
歩
コ
ー
ス
に
し
た
く
な
る
よ

う
な
、
そ
ん
な
ス
ペ
ー
ス
に
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　四
街
道
市
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
、
家
の
増

加
に
伴
い
ど
ん
ど
ん
畑
が
減
っ
て
き
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
新
し
い
都
市
農
業
を
つ
く
り
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
僕
ら
を
モ
デ
ル
ケ

ー
ス
と
し
て
他
の
都
市
や
住
宅
街
で
も
畑
や

緑
が
増
え
て
い
く
は
ず
で
す
。

に
1
時
間
の
休
憩
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い

て
、
そ
こ
で
の
師
匠
と
の
お
し
ゃ
べ
り
が
と

て
も
役
立
っ
て
い
る
な
と
感
じ
ま
す
。
当
時

の
僕
は「
は
や
く
技
術
を
教
わ
り
た
い
の
に
、

い
つ
ま
で
休
憩
し
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
気

持
ち
で
し
た
が（
笑
）。

│
│

　そ
ん
な
ユ
ニ
ー
ク
な
師
匠
の
教
え
を
受
け

て
、今
キ
レ
ド
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
?

　僕
と
キ
レ
ド
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
「
野
菜

の
一
生
を
み
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
市

場
に
出
回
っ
て
い
な
い
部
位
で
も
ぜ
ひ
食
べ

て
ほ
し
い
、
と
い
う
野
菜
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

　た
と
え
ば
ル
ッ
コ
ラ
。
普
通
は
葉
っ
ぱ
の

部
分
し
か
食
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
じ
つ

は
花
芽
も
す
ご
く
お
い
し
い
。
そ
う
い
う
野

菜
の
お
も
し
ろ
さ
を
常
に
発
見
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
農
家
は
ク
リ
エ
イ
タ

ー
で
す
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
魅
力
を
、
お
客

さ
ま
一
人
ひ
と
り
に
届
け
た
い
。

│
│

　レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
は
な
く
、
一
般
の

人
に
野
菜
を
届
け
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
こ

だ
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
す
が
…
。

　ユ
ニ
ー
ク
で
お
い
し
い
野
菜
が
、
手
の
込

ん
だ
料
理
を
出
す
レ
ス
ト
ラ
ン
に
し
か
卸
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
も
っ
た
い

な
い
こ
と
で
す
。
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石
の神

様   

仏
様 23

光泉寺 地蔵菩薩（群馬県吾妻郡草津町）

古くからある温泉地にはお寺がつきもの。地面からお湯が湧

き出す温泉自体が信仰の対象だったためです。人々は病気平

癒などを祈願するため、そこに石の仏様を建てました。この

お地蔵さんは、近くに「安永七年（1778年）」という文字が刻

まれた石柱があることから、それと同時代のものと推定され

ます。

6JRバス草津温泉バスターミナルから徒歩1分

群
馬
県
吾
妻
郡
草
津
町
　光
泉
寺 

地
蔵
菩
薩

今
日
は
な
ん
だ
か
や
た
ら
と
寒
い
ね
〜

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。2014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/

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
。

「
毎
年
の
こ
と
だ
か
ら
慣
れ
っ
こ
さ
」
と
う
そ
ぶ
い
て
み
て
も
、

や
っ
ぱ
り
寒
い
と
き
は
、
僕
ら
だ
っ
て
つ
ら
い
。

お
ま
け
に
雪
が
降
り
積
も
っ
て
、
身
動
き
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、

正
直
「
な
ん
で
ぼ
く
た
ち
ば
っ
か
り
こ
ん
な
目
に
？
」
と

愚
痴
の
ひ
と
つ
も
言
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

だ
け
ど
、
人
間
も
地
蔵
も
、
愚
痴
を
吐
い
た
ら
負
け
だ
よ
ね
。

雪
が
こ
れ
だ
け
積
る
の
は
、
も
う
冬
が
盛
り
を
過
ぎ
、

先
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
か
ら
、
こ
ん
な
日
に
こ
そ
、

「
お
っ
、
今
年
は
春
が
早
そ
う
だ
な
」
と
言
っ
て
み
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
不
思
議
な
も
の
で
、
本
当
に
春
が
早
く
来
た
り
す
る
ん
だ
。

「
つ
ら
い
」
と
言
え
ば
言
う
ほ
ど
、
心
が
余
計
に
重
く
な
る
。

「
楽
し
い
な
ぁ
」
と
言
え
ば
、
だ
ん
だ
ん
と
気
持
ち
が
浮
き
立
っ
て
く
る
。

言
葉
と
い
う
も
の
は
、
口
か
ら
出
た
と
た
ん
に

神
様
み
た
い
な
力
を
持
っ
て
、

君
を
い
い
方
に
も
悪
い
方
に
も
導
い
て
い
く
ん
だ
よ
。

│
│

　元
々
石
川
県
で
会
社
員
を
さ
れ
て
い
た

と
の
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ
農
業
に
惹
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　僕
、
と
に
か
く
食
べ
る
こ
と
が
大
好
き
な

ん
で
す
。
石
川
に
も
行
き
つ
け
の
レ
ス
ト
ラ

ン
は
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
時
そ
こ
へ

卸
し
て
い
る
農
家
さ
ん
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
畑
で
採
れ
た
野
菜
を
そ
の
ま
ま

食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
こ
ん
な

に
お
い
し
い
野
菜
が
あ
る
の
か
!
」
と
感
動

し
て
。
そ
こ
か
ら
農
業
に
興
味
を
抱
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　そ
れ
で
、農
業
の
道
へ
と
進
む
よ
う
に
。

　は
じ
め
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
そ
の
農

家
さ
ん
と
仲
良
く
な
り
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
が
強
か
っ
た
で
す
ね
。
で
は
ど
う
し
よ
う

か
と
考
え
て
い
る
と
き
に
、
た
ま
た
ま
「
市

民
農
園
募
集
中
」
と
い
う
新
聞
広
告
を
見
つ

け
て
、
家
庭
菜
園
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
。
農

業
を
始
め
れ
ば
直
接
教
わ
り
に
い
け
る
と
思

っ
た
ん
で
す
。

　そ
れ
か
ら
毎
朝
5
時
に
起
き
て
畑
作
業
、

そ
の
後
会
社
へ
行
く
と
い
う
日
々
が
始
ま
り

ま
し
た
。

│
│

　毎
朝
5
時
起
き
!

　大
幅
に
生
活
が
変

わ
っ
た
の
で
は
?

　色
々
な
発
見
を
す
る
こ
と
が
楽
し
く
て
、

朝
は
自
然
と
目
が
覚
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
ト
マ
ト
は
ど
う
い
う
風
に
緑
か

ら
赤
に
変
化
し
て
い
く
の
か
。
花
は
ど
ん
な

形
を
し
て
い
る
の
か
。
畑
に
行
け
ば
お
い
し

い
野
菜
に
あ
り
つ
け
る
の
が
う
れ
し
い
と
い

う
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す（
笑
）。

　そ
ん
な
生
活
を
2
年
ほ
ど
続
け
た
後
、
会

社
を
や
め
、
農
家
に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
決
断
で
す
ね
。

　「農
業
は
天
職
だ
」
と
感
じ
て
い
た
の
で
、

迷
い
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
に
は
な
か
っ
た
「
つ
く

り
た
い
も
の
」
に
畑
を
通
し
て
出
合
え
た
こ

と
が
う
れ
し
か
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
お
も

し
ろ
い
と
思
う
と
こ
ろ
に
転
ば
な
い
と
、
と

い
う
意
識
も
あ
り
ま
し
た
。

　ま
た
地
元
・
千
葉
に
、
教
わ
り
た
い
、
師

匠
と
呼
び
た
い
と
思
え
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
農
業
の
道
へ
と
進
む

強
い
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　千
葉
の
師
匠
の
も
と
で
は
ど
の
よ
う
な

学
び
が
あ
り
ま
し
た
か
?

　学
び
と
し
て
は
、
発
想
の
し
か
た
な
ど
の

精
神
的
な
こ
と
や
、
人
に
興
味
を
持
っ
て
も

ら
う
た
め
の
方
法
論
が
大
き
か
っ
た
で
す
。

キ
レ
ド
で
は
、
野
菜
の
説
明
を
す
る
ま
え
に

ま
ず
問
い
か
け
て
考
え
て
も
ら
う
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。「
こ
れ
、
な
ん
の
花
だ
と
思
う

?
」「
ど
ん
な
味
が
す
る
?
」
と
い
う
風
に
。

突
っ
込
み
ど
こ
ろ
を
残
し
て
お
く
こ
と
を
心

が
け
て
い
ま
す
。

　師
匠
の
畑
は
朝
と
お
昼
、
そ
し
て
15
時
頃

　か
じ
っ
た
だ
け
で
お
い
し
い
野
菜
に
は
、

複
雑
な
調
理
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ン
プ

ル
な
料
理
で
も
食
卓
が
一
気
に
豊
か
に
な
る

こ
と
に
気
付
い
て
ほ
し
い
の
で
す
。

│
│

　そ
ん
な
お
い
し
い
野
菜
た
ち
の
な
か
に

は
珍
し
い
も
の
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
栽
培

す
る
際
に
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
な
ど
は
?

　原
産
地
の
環
境
に
合
わ
せ
て
育
て
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
メ
ロ
ン
は
砂

漠
の
植
物
な
の
で
、
水
は
一
切
与
え
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

　も
ち
ろ
ん
図
鑑
に
育
て
方
が
載
っ
て
い
る

野
菜
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と
お
り
に
や
る

と
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
。
ヤ
ー

コ
ン
と
い
う
野
菜
は
「
日
当
た
り
の
良
い
と

こ
ろ
で
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
畑
で
見

る
限
り
は
半
分
日
陰
と
い
っ
た
環
境
の
方
が

良
い
み
た
い
。
最
終
的
に
は
自
分
の
畑
で
作

ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い
で
す
。

│
│

　大
変
な
こ
と
は
な
ん
で
す
か
?

　自
然
災
害
は
大
変
で
す
。
2
年
前
の
大
雪

の
際
に
は
、
小
松
菜
を
育
て
て
い
た
ビ
ニ
ー

ル
の
ト
ン
ネ
ル
が
つ
ぶ
れ
て
、
葉
が
す
べ
て

折
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
普
通
な
ら
廃
棄
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
状
況
で
す
。
で
も
僕
は
、
そ
の
小
松
菜
が

春
に
な
る
と
お
い
し
い
新
芽
を
出
す
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
だ
け

撤
去
し
て
野
菜
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
き
、

新
芽
を
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　キ
レ
ド
は
1
対
1
の
直
販
形
式
を
と
っ
て

い
ま
す
。
キ
レ
ド
の
野
菜
を
信
頼
し
、
楽
し

み
に
し
て
く
れ
て
い
る
お
客
さ
ま
が
い
る
か

ら
こ
そ
で
き
た
こ
と
で
す
。

│
│

　今
後
キ
レ
ド
は
ど
の
よ
う
に
進
化
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　キ
レ
ド
の
理
念
に
共
感
し
て
く
れ
る
仲
間

た
ち
と
一
緒
に
農
業
を
や
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
弟
子
を
と
る
予
定
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
一
緒
に
同
じ
未
来
を
見
て
頑
張

る
従
業
員
た
ち
が
い
ま
す
。

　具
体
的
な
今
後
の
目
標
と
し
て
は
、
畑
を

「
た
だ
野
菜
を
作
る
場
所
」
に
終
わ
ら
せ
ず
、

地
域
に
と
っ
て
大
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
と
し
て
い
く
こ
と
。
作
物
が
な
っ
て

い
る
様
子
を
ふ
ら
っ
と
見
に
き
て
く
れ
る
よ

う
な
、
つ
い
散
歩
コ
ー
ス
に
し
た
く
な
る
よ

う
な
、
そ
ん
な
ス
ペ
ー
ス
に
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　四
街
道
市
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
、
家
の
増

加
に
伴
い
ど
ん
ど
ん
畑
が
減
っ
て
き
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
新
し
い
都
市
農
業
を
つ
く
り
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
僕
ら
を
モ
デ
ル
ケ

ー
ス
と
し
て
他
の
都
市
や
住
宅
街
で
も
畑
や

緑
が
増
え
て
い
く
は
ず
で
す
。

キレドカーがやってきた!!
「キレドの野菜を皆に届けるにはどうしたらいいんだろう？」

そんな想いから生まれたピタサンドをのせて、今日も元気に出店中！

K i re d o  Fa s t  Ve g e t a b l e

に
1
時
間
の
休
憩
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い

て
、
そ
こ
で
の
師
匠
と
の
お
し
ゃ
べ
り
が
と

て
も
役
立
っ
て
い
る
な
と
感
じ
ま
す
。
当
時

の
僕
は「
は
や
く
技
術
を
教
わ
り
た
い
の
に
、

い
つ
ま
で
休
憩
し
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
気

持
ち
で
し
た
が（
笑
）。

│
│

　そ
ん
な
ユ
ニ
ー
ク
な
師
匠
の
教
え
を
受
け

て
、今
キ
レ
ド
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
?

　僕
と
キ
レ
ド
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
「
野
菜

の
一
生
を
み
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
市

場
に
出
回
っ
て
い
な
い
部
位
で
も
ぜ
ひ
食
べ

て
ほ
し
い
、
と
い
う
野
菜
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

　た
と
え
ば
ル
ッ
コ
ラ
。
普
通
は
葉
っ
ぱ
の

部
分
し
か
食
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
じ
つ

は
花
芽
も
す
ご
く
お
い
し
い
。
そ
う
い
う
野

菜
の
お
も
し
ろ
さ
を
常
に
発
見
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
農
家
は
ク
リ
エ
イ
タ

ー
で
す
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
魅
力
を
、
お
客

さ
ま
一
人
ひ
と
り
に
届
け
た
い
。

│
│

　レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
は
な
く
、
一
般
の

人
に
野
菜
を
届
け
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
こ

だ
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
す
が
…
。

　ユ
ニ
ー
ク
で
お
い
し
い
野
菜
が
、
手
の
込

ん
だ
料
理
を
出
す
レ
ス
ト
ラ
ン
に
し
か
卸
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
も
っ
た
い

な
い
こ
と
で
す
。

　ク
リ
タ
さ
ん
の
奥
さ
ま
、
ク
リ
タ
ケ

イ
コ
さ
ん
に
よ
る
移
動
キ
ッ
チ
ン
、
キ

レ
ド
カ
ー
。
販
売
中
の
「
野
菜
ギ
ュ
ギ

ュ
ッ
と
ピ
タ
サ
ン
ド
」
は
、
大
き
な
ピ

タ
パ
ン
に
キ
レ
ド
の
野
菜
を
め
い
っ
ぱ

い
詰
め
込
ん
だ
逸
品
で
す
。

　ピ
タ
パ
ン
の
中
に
は
、
サ
ラ
ダ
以
外

に
も
炒
め
物
や
和
え
物
、
時
に
は
煮
物

が
は
い
っ
て
い
る
こ
と
も
。
料
理
一
つ

ひ
と
つ
を
感
じ
る
も
よ
し
、
か
ぶ
り
つ

い
て
ま
ざ
り
あ
う
風
味
を
楽
し
む
も
よ

し
、
食
べ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。

　ま
た
、
同
じ
く
季
節
の
野
菜
を
使
っ

た
ス
ー
プ
も
お
す
す
め
。
寒
い
冬
に
は
、

あ
た
た
か
い
ス
ー
プ
で
暖
ま
っ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　ど
ち
ら
も
畑
で
採
れ
た
ば
か
り
の
野

菜
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
メ
ニ
ュ
ー

は
随
時
更
新
中
。
季
節
の
移
り
変
わ
り

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
。

　出
店
予
定
は
公
式
サ
イ
ト
の
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
。

w
w

w
.kired

o
.co

m

聞き手・文　島仲こすも（ワードストライク）　撮影　吉田周平 56



石
の神

様   

仏
様 23

光泉寺 地蔵菩薩（群馬県吾妻郡草津町）

古くからある温泉地にはお寺がつきもの。地面からお湯が湧

き出す温泉自体が信仰の対象だったためです。人々は病気平

癒などを祈願するため、そこに石の仏様を建てました。この

お地蔵さんは、近くに「安永七年（1778年）」という文字が刻

まれた石柱があることから、それと同時代のものと推定され

ます。

6JRバス草津温泉バスターミナルから徒歩1分

群
馬
県
吾
妻
郡
草
津
町
　光
泉
寺 

地
蔵
菩
薩

今
日
は
な
ん
だ
か
や
た
ら
と
寒
い
ね
〜

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。2014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/

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
。

「
毎
年
の
こ
と
だ
か
ら
慣
れ
っ
こ
さ
」
と
う
そ
ぶ
い
て
み
て
も
、

や
っ
ぱ
り
寒
い
と
き
は
、
僕
ら
だ
っ
て
つ
ら
い
。

お
ま
け
に
雪
が
降
り
積
も
っ
て
、
身
動
き
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、

正
直
「
な
ん
で
ぼ
く
た
ち
ば
っ
か
り
こ
ん
な
目
に
？
」
と

愚
痴
の
ひ
と
つ
も
言
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

だ
け
ど
、
人
間
も
地
蔵
も
、
愚
痴
を
吐
い
た
ら
負
け
だ
よ
ね
。

雪
が
こ
れ
だ
け
積
る
の
は
、
も
う
冬
が
盛
り
を
過
ぎ
、

先
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
か
ら
、
こ
ん
な
日
に
こ
そ
、

「
お
っ
、
今
年
は
春
が
早
そ
う
だ
な
」
と
言
っ
て
み
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
不
思
議
な
も
の
で
、
本
当
に
春
が
早
く
来
た
り
す
る
ん
だ
。

「
つ
ら
い
」
と
言
え
ば
言
う
ほ
ど
、
心
が
余
計
に
重
く
な
る
。

「
楽
し
い
な
ぁ
」
と
言
え
ば
、
だ
ん
だ
ん
と
気
持
ち
が
浮
き
立
っ
て
く
る
。

言
葉
と
い
う
も
の
は
、
口
か
ら
出
た
と
た
ん
に

神
様
み
た
い
な
力
を
持
っ
て
、

君
を
い
い
方
に
も
悪
い
方
に
も
導
い
て
い
く
ん
だ
よ
。

│
│

　元
々
石
川
県
で
会
社
員
を
さ
れ
て
い
た

と
の
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ
農
業
に
惹
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　僕
、
と
に
か
く
食
べ
る
こ
と
が
大
好
き
な

ん
で
す
。
石
川
に
も
行
き
つ
け
の
レ
ス
ト
ラ

ン
は
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
時
そ
こ
へ

卸
し
て
い
る
農
家
さ
ん
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
畑
で
採
れ
た
野
菜
を
そ
の
ま
ま

食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
こ
ん
な

に
お
い
し
い
野
菜
が
あ
る
の
か
!
」
と
感
動

し
て
。
そ
こ
か
ら
農
業
に
興
味
を
抱
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　そ
れ
で
、農
業
の
道
へ
と
進
む
よ
う
に
。

　は
じ
め
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
そ
の
農

家
さ
ん
と
仲
良
く
な
り
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
が
強
か
っ
た
で
す
ね
。
で
は
ど
う
し
よ
う

か
と
考
え
て
い
る
と
き
に
、
た
ま
た
ま
「
市

民
農
園
募
集
中
」
と
い
う
新
聞
広
告
を
見
つ

け
て
、
家
庭
菜
園
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
。
農

業
を
始
め
れ
ば
直
接
教
わ
り
に
い
け
る
と
思

っ
た
ん
で
す
。

　そ
れ
か
ら
毎
朝
5
時
に
起
き
て
畑
作
業
、

そ
の
後
会
社
へ
行
く
と
い
う
日
々
が
始
ま
り

ま
し
た
。

│
│

　毎
朝
5
時
起
き
!

　大
幅
に
生
活
が
変

わ
っ
た
の
で
は
?

　色
々
な
発
見
を
す
る
こ
と
が
楽
し
く
て
、

朝
は
自
然
と
目
が
覚
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
ト
マ
ト
は
ど
う
い
う
風
に
緑
か

ら
赤
に
変
化
し
て
い
く
の
か
。
花
は
ど
ん
な

形
を
し
て
い
る
の
か
。
畑
に
行
け
ば
お
い
し

い
野
菜
に
あ
り
つ
け
る
の
が
う
れ
し
い
と
い

う
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す（
笑
）。

　そ
ん
な
生
活
を
2
年
ほ
ど
続
け
た
後
、
会

社
を
や
め
、
農
家
に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
決
断
で
す
ね
。

　「農
業
は
天
職
だ
」
と
感
じ
て
い
た
の
で
、

迷
い
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
に
は
な
か
っ
た
「
つ
く

り
た
い
も
の
」
に
畑
を
通
し
て
出
合
え
た
こ

と
が
う
れ
し
か
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
お
も

し
ろ
い
と
思
う
と
こ
ろ
に
転
ば
な
い
と
、
と

い
う
意
識
も
あ
り
ま
し
た
。

　ま
た
地
元
・
千
葉
に
、
教
わ
り
た
い
、
師

匠
と
呼
び
た
い
と
思
え
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
農
業
の
道
へ
と
進
む

強
い
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

│
│

　千
葉
の
師
匠
の
も
と
で
は
ど
の
よ
う
な

学
び
が
あ
り
ま
し
た
か
?

　学
び
と
し
て
は
、
発
想
の
し
か
た
な
ど
の

精
神
的
な
こ
と
や
、
人
に
興
味
を
持
っ
て
も

ら
う
た
め
の
方
法
論
が
大
き
か
っ
た
で
す
。

キ
レ
ド
で
は
、
野
菜
の
説
明
を
す
る
ま
え
に

ま
ず
問
い
か
け
て
考
え
て
も
ら
う
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。「
こ
れ
、
な
ん
の
花
だ
と
思
う

?
」「
ど
ん
な
味
が
す
る
?
」
と
い
う
風
に
。

突
っ
込
み
ど
こ
ろ
を
残
し
て
お
く
こ
と
を
心

が
け
て
い
ま
す
。

　師
匠
の
畑
は
朝
と
お
昼
、
そ
し
て
15
時
頃

　か
じ
っ
た
だ
け
で
お
い
し
い
野
菜
に
は
、

複
雑
な
調
理
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ン
プ

ル
な
料
理
で
も
食
卓
が
一
気
に
豊
か
に
な
る

こ
と
に
気
付
い
て
ほ
し
い
の
で
す
。

│
│

　そ
ん
な
お
い
し
い
野
菜
た
ち
の
な
か
に

は
珍
し
い
も
の
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
栽
培

す
る
際
に
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
な
ど
は
?

　原
産
地
の
環
境
に
合
わ
せ
て
育
て
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
メ
ロ
ン
は
砂

漠
の
植
物
な
の
で
、
水
は
一
切
与
え
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

　も
ち
ろ
ん
図
鑑
に
育
て
方
が
載
っ
て
い
る

野
菜
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と
お
り
に
や
る

と
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
。
ヤ
ー

コ
ン
と
い
う
野
菜
は
「
日
当
た
り
の
良
い
と

こ
ろ
で
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
畑
で
見

る
限
り
は
半
分
日
陰
と
い
っ
た
環
境
の
方
が

良
い
み
た
い
。
最
終
的
に
は
自
分
の
畑
で
作

ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い
で
す
。

│
│

　大
変
な
こ
と
は
な
ん
で
す
か
?

　自
然
災
害
は
大
変
で
す
。
2
年
前
の
大
雪

の
際
に
は
、
小
松
菜
を
育
て
て
い
た
ビ
ニ
ー

ル
の
ト
ン
ネ
ル
が
つ
ぶ
れ
て
、
葉
が
す
べ
て

折
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
普
通
な
ら
廃
棄
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
状
況
で
す
。
で
も
僕
は
、
そ
の
小
松
菜
が

春
に
な
る
と
お
い
し
い
新
芽
を
出
す
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
だ
け

撤
去
し
て
野
菜
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
き
、

新
芽
を
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　キ
レ
ド
は
1
対
1
の
直
販
形
式
を
と
っ
て

い
ま
す
。
キ
レ
ド
の
野
菜
を
信
頼
し
、
楽
し

み
に
し
て
く
れ
て
い
る
お
客
さ
ま
が
い
る
か

ら
こ
そ
で
き
た
こ
と
で
す
。

│
│

　今
後
キ
レ
ド
は
ど
の
よ
う
に
進
化
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　キ
レ
ド
の
理
念
に
共
感
し
て
く
れ
る
仲
間

た
ち
と
一
緒
に
農
業
を
や
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
弟
子
を
と
る
予
定
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
一
緒
に
同
じ
未
来
を
見
て
頑
張

る
従
業
員
た
ち
が
い
ま
す
。

　具
体
的
な
今
後
の
目
標
と
し
て
は
、
畑
を

「
た
だ
野
菜
を
作
る
場
所
」
に
終
わ
ら
せ
ず
、

地
域
に
と
っ
て
大
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
と
し
て
い
く
こ
と
。
作
物
が
な
っ
て

い
る
様
子
を
ふ
ら
っ
と
見
に
き
て
く
れ
る
よ

う
な
、
つ
い
散
歩
コ
ー
ス
に
し
た
く
な
る
よ

う
な
、
そ
ん
な
ス
ペ
ー
ス
に
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　四
街
道
市
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
、
家
の
増

加
に
伴
い
ど
ん
ど
ん
畑
が
減
っ
て
き
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
新
し
い
都
市
農
業
を
つ
く
り
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
僕
ら
を
モ
デ
ル
ケ

ー
ス
と
し
て
他
の
都
市
や
住
宅
街
で
も
畑
や

緑
が
増
え
て
い
く
は
ず
で
す
。

キレドカーがやってきた!!
「キレドの野菜を皆に届けるにはどうしたらいいんだろう？」

そんな想いから生まれたピタサンドをのせて、今日も元気に出店中！

K i re d o  Fa s t  Ve g e t a b l e

に
1
時
間
の
休
憩
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い

て
、
そ
こ
で
の
師
匠
と
の
お
し
ゃ
べ
り
が
と

て
も
役
立
っ
て
い
る
な
と
感
じ
ま
す
。
当
時

の
僕
は「
は
や
く
技
術
を
教
わ
り
た
い
の
に
、

い
つ
ま
で
休
憩
し
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
気

持
ち
で
し
た
が（
笑
）。

│
│

　そ
ん
な
ユ
ニ
ー
ク
な
師
匠
の
教
え
を
受
け

て
、今
キ
レ
ド
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
?

　僕
と
キ
レ
ド
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
「
野
菜

の
一
生
を
み
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
市

場
に
出
回
っ
て
い
な
い
部
位
で
も
ぜ
ひ
食
べ

て
ほ
し
い
、
と
い
う
野
菜
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

　た
と
え
ば
ル
ッ
コ
ラ
。
普
通
は
葉
っ
ぱ
の

部
分
し
か
食
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
じ
つ

は
花
芽
も
す
ご
く
お
い
し
い
。
そ
う
い
う
野

菜
の
お
も
し
ろ
さ
を
常
に
発
見
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
農
家
は
ク
リ
エ
イ
タ

ー
で
す
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
魅
力
を
、
お
客

さ
ま
一
人
ひ
と
り
に
届
け
た
い
。

│
│

　レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
は
な
く
、
一
般
の

人
に
野
菜
を
届
け
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
こ

だ
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
す
が
…
。

　ユ
ニ
ー
ク
で
お
い
し
い
野
菜
が
、
手
の
込

ん
だ
料
理
を
出
す
レ
ス
ト
ラ
ン
に
し
か
卸
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
も
っ
た
い

な
い
こ
と
で
す
。

　ク
リ
タ
さ
ん
の
奥
さ
ま
、
ク
リ
タ
ケ

イ
コ
さ
ん
に
よ
る
移
動
キ
ッ
チ
ン
、
キ

レ
ド
カ
ー
。
販
売
中
の
「
野
菜
ギ
ュ
ギ

ュ
ッ
と
ピ
タ
サ
ン
ド
」
は
、
大
き
な
ピ

タ
パ
ン
に
キ
レ
ド
の
野
菜
を
め
い
っ
ぱ

い
詰
め
込
ん
だ
逸
品
で
す
。

　ピ
タ
パ
ン
の
中
に
は
、
サ
ラ
ダ
以
外

に
も
炒
め
物
や
和
え
物
、
時
に
は
煮
物

が
は
い
っ
て
い
る
こ
と
も
。
料
理
一
つ

ひ
と
つ
を
感
じ
る
も
よ
し
、
か
ぶ
り
つ

い
て
ま
ざ
り
あ
う
風
味
を
楽
し
む
も
よ

し
、
食
べ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。

　ま
た
、
同
じ
く
季
節
の
野
菜
を
使
っ

た
ス
ー
プ
も
お
す
す
め
。
寒
い
冬
に
は
、

あ
た
た
か
い
ス
ー
プ
で
暖
ま
っ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　ど
ち
ら
も
畑
で
採
れ
た
ば
か
り
の
野

菜
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
メ
ニ
ュ
ー

は
随
時
更
新
中
。
季
節
の
移
り
変
わ
り

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
。

　出
店
予
定
は
公
式
サ
イ
ト
の
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
。
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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

水晶の不思議なチカラ

水晶は二酸化ケイ素が結晶してできた石英
の一種で、原石は6 角柱の状態で発見されま
す。不純物が入っていないものは透明度が
高く、特に透き通ったものを水晶と呼びます。
この鉱物はマグマによって熱せられた水が
冷えることによって形成されます。

太古の昔から、人類は世界中でこの鉱物を
大切にしてきました。宗教の儀式や神聖な
場所で使ったり、また健康のために身につ
けたりしてきました。なかでもヒマラヤ地
帯で採れるヒマラヤ水晶は、100 年でおよ
そ1mm しか成長しないと言われていますが、
チベット密教の僧侶にも使われ、『ヒマラヤ
山魔法の石』とも呼ばれる貴重な水晶です。

クオーツ時計に水晶が使われていることは
有名ですが、もとをたどれば、水晶に圧力を
かけると振動して電圧が発生する圧電気現
象を1880 年に発見したジャック・キュリー
とピエール・キュリーの功績です。デジタル
時計では毎秒32,768 回の振動を電気的に処
理して表示しますが、ほぼ狂うことがない
ため現在でも時計や家電製品の中に使われ
続けています。

素材を知る
HOUSE

水晶
STA

IR
S

78
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南桜公園

愛宕神社

SL広場

烏森口 ▼
虎ノ門ヒルズ

新 虎 通 り

桜田公園

虎ノ門駅

神
谷
町
駅

桜
田
通
り

日
比
谷
通
り

外堀通り

愛
宕
下
通
り

赤
レ
ン
ガ
通
り

新
橋
駅

第
一
京
浜

御
成
門
駅

内
幸
町
駅

新駅
2020年
開業予定

アトムCSタワー

クリタタカシ│野菜農家「キレド」代表。サラリーマン時代に出会った「梨の
ような大根」に感銘を受け、農業の道に。現在は千葉県四街道市にて、年間
150種類以上の野菜を栽培している。「野菜の一生をみる」「レストランでしか
食べられないような野菜を、食卓にも」を基本理念として活動中。同県千葉市
には、とれたて野菜を味わうことのできる「キレドベジタブルアトリエ」も。

キレドベジタブルアトリエ
千葉県千葉市若葉区小倉台 5 -13- 4-1F　
www.kiredo.com

見
た
目
は
ク
ー
ル
。

で
も
、
煮
込
む
と
豹
変
。

黒
大
根
。

ぜ
ひ
見
て
ほ
し
い
、

こ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
と
色
合
い
。

ク
ー
ル
な
見
た
目
と
相
ま
っ
た
、

強
い
辛
味
と
硬
い
食
感
が
特
徴
で
す
。

少
し
気
難
し
い
黒
大
根
で
す
が
、

煮
込
め
ば
が
ら
り
と
変
わ
り
ま
す
。

コ
ツ
は
、
し
っ
か
り
火
を
い
れ
る
こ
と
。

皮
目
に
ぎ
ゅ
っ
と
集
中
し
た
辛
味
が

徐
々
に
う
ま
味
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

相
性
が
良
い
の
は
黒
キ
ャ
ベ
ツ
や
タ
ケ
ノ
コ
。

同
じ
く
癖
の
あ
る
食
材
と
一
緒
に
煮
込
む
と

風
味
が
入
り
交
じ
っ
て
、
も
う
最
高
。

い
つ
も
の
大
根
も
い
い
け
れ
ど
、

た
ま
に
は
「
個
性
派
」
も
取
り
入
れ
た
い
。

冬
ら
し
い
、
シ
ッ
ク
な
黒
大
根
は
い
か
が
?

ア
　ト
ム
C
S
タ
ワ
ー
が
建
つ
こ
の
場

　
　
　所
は
旧
地
名
を
芝し

ば

田た
む

村ら
ち町ょ
う

と
い
い
、

古
く
は
芝
家
具
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
芝
家
具
と
は
芝
地
区
で
製

造
販
売
さ
れ
た
高
級
洋
家
具
の
こ
と
。
そ

の
関
係
か
ら
こ
の
場
所
に
は
か
つ
て
金
物

屋
が
多
く
集
ま
り
、「
赤
レ
ン
ガ
通
り
」
は

別
名
「
金
物
屋
通
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

ほ
ど
で
し
た
。

　そ
ん
な
芝
田
村
町
に
1
9
8
0
年
、
当

時
の
ア
ト
ム
リ
ビ
ン
テ
ッ
ク
（
旧
高
橋
金

物
）
社
長
・
高
橋
良
男
は
、
内
装
金
物
の

シ
ョ
ッ
プ
&
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
亜
吐
夢
金
物

館
を
開
設
。
こ
れ
に
よ
り
建
築
設
計
者
や

デ
ザ
イ
ナ
ー
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
生
の

声
を
い
ち
早
く
捉
え
、
製
品
開
発
に
こ
れ

を
活
か
し
、
ま
た
、
お
客
さ
ま
と
の
相
互

の
交
流
を
目
指
し
た
の
で
し
た
。

　2
0
0
7
年
、
亜
吐
夢
金
物
館
は
「
住

空
間
創
造
企
業
」
を
目
指
し
、
ア
ト
ム
C

S
タ
ワ
ー
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

11月19日・20日の2日間、「東北×東京」「伝統×

革新」をテーマに、東北が誇る六祭りが新虎通りに

集い、「鎮魂と復興」へののろしを上げました。東北

の未来が一層輝けるものとなるよう祈りを込めて、

集まった人々と踊り手とが一緒に盛り上がりました。

ベジタブルアトリエ

photo by 吉田周平

JR・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新橋駅」より徒歩8分
都営三田線｢御成門駅｣・｢内幸町駅｣より徒歩 8分

アトムCSタワー
東京都港区新橋 4- 31-5 TEL. 03（3437）7750 

Open　月̶金 10時 ̶ 18時　
Close　土・日・祝日（第1・第3土曜日は営業）

「東京新虎まつり・東北六魂祭パレード」が開催されました

文

　新
井
真
紀
子
（
ア
ー
バ
ン
ス
タ
イ
ル
事
業
部
）

10 th10 th
ANNIVERSARYANNIVERSARY

2017年1月、
アトムCSタワーは
10周年を迎えます

芝田村町、そして新虎エリア。いつの時代も、これからも。

　そ
　ん
な
C
S
タ
ワ
ー
の
オ
ー
プ
ン
か

　
　
　ら
10
年
。
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区
は
、

時
代
の
移
ろ
い
と
と
も
に
目
覚
ま
し
く
変

貌
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
特
筆
す
べ
き
は
新

橋
か
ら
虎
ノ
門
ま
で
を
一
直
線
に
結
ぶ

「
新
虎
通
り
（
2
0
1
4
年
3
月
開
通
）」

を
主
体
と
し
た
新
エ
リ
ア
で
す
。

　新
虎
通
り
の
名
前
の
由
来
は
新
橋
と
虎

ノ
門
を
意
味
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
は
「
新
（N

e
w

）」
と
「
虎

（T
ra

d
itio

n
a
l

）」、「
新
し
い
」
と
「
伝

統
的
」
が
融
合
す
る
魅
力
的
な
街
に
し
た

い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　未
来
の
東
京
の
シ
ン
ボ
ル
ス
ト
リ
ー
ト

と
な
る
新
虎
通
り
と
と
も
に
、
C
S
タ
ワ

ー
は
こ
れ
か
ら
も
一
歩
ず
つ
、
お
客
さ
ま

と
と
も
に
歩
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
今
後
の

C
S
タ
ワ
ー
と
、
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区

の
発
展
に
ご
注
目
く
だ
さ
い
!

通信

シントラトピ!シントラトピ!シントラトピ!
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見
た
目
は
ク
ー
ル
。

で
も
、
煮
込
む
と
豹
変
。

黒
大
根
。

ぜ
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見
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い
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シ
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。

ク
ー
ル
な
見
た
目
と
相
ま
っ
た
、

強
い
辛
味
と
硬
い
食
感
が
特
徴
で
す
。

少
し
気
難
し
い
黒
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は
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っ
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徐
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に
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ま
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相
性
が
良
い
の
は
黒
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ベ
ツ
や
タ
ケ
ノ
コ
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込
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も
う
最
高
。
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つ
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根
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れ
ど
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た
ま
に
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「
個
性
派
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も
取
り
入
れ
た
い
。

冬
ら
し
い
、
シ
ッ
ク
な
黒
大
根
は
い
か
が
?

ア
　ト
ム
C
S
タ
ワ
ー
が
建
つ
こ
の
場

　
　
　所
は
旧
地
名
を
芝し

ば

田た
む

村ら
ち町ょ
う

と
い
い
、

古
く
は
芝
家
具
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
芝
家
具
と
は
芝
地
区
で
製

造
販
売
さ
れ
た
高
級
洋
家
具
の
こ
と
。
そ

の
関
係
か
ら
こ
の
場
所
に
は
か
つ
て
金
物

屋
が
多
く
集
ま
り
、「
赤
レ
ン
ガ
通
り
」
は

別
名
「
金
物
屋
通
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

ほ
ど
で
し
た
。

　そ
ん
な
芝
田
村
町
に
1
9
8
0
年
、
当

時
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ア
ト
ム
リ
ビ
ン
テ
ッ
ク
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旧
高
橋
金

物
）
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長
・
高
橋
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は
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内
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金
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シ
ョ
ッ
プ
&
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
亜
吐
夢
金
物
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開
設
。
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よ
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建
築
設
計
者
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デ
ザ
イ
ナ
ー
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
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い
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捉
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品
開
発
に
こ
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し
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ま
た
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お
客
さ
ま
と
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相
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流
を
目
指
し
た
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。
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0
0
7
年
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吐
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創
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S
タ
ワ
ー
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し
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引戸用ボトムタイト

引戸下の隙間を目立たなくする
シャッター機能付き

開く⇄閉じる
両サイド跳ね上がり抑制機能付きの

2wayソフトクローズ

2wayソフトクローズ
上部吊り車
［ FCX-2940-K-H ］

跳ね上がり抑制付
吊り車
［ AFD-2940-K-H2 ］

2wayソフトクローズ上部吊り車ひと
つで開閉どちら側もソフトクローズが
作動しますが、これまでは跳ね上がり
抑制機能は戸先側にしかありません
でした。戸尻側に跳ね上がり抑制付吊
り車を使用することで、ソフトクロー
ズも跳ね上がり抑制もすべて搭載さ
れ、またひとつ引き戸の動きがグレー
ドアップします。

MTSフランス落し

移動間仕切りの戸を固定する金
具です。シャフトのストロークは
17ミリで一度クリックし、最大
で25ミリまで落とせる二段式に
なっていますので、スムーズな操
作ができます。またシャフトの先
端に軟質樹脂チューブを覆せて
いますので、ガタつきによる音鳴
りの発生を防止します。

展示ブース

会社説明会

2016 秋の内覧会レポート

アトムリビンテックが
「日経 IR・投資フェア2016」に

出展しました

What is ATOM?

「飾る住まいに福来る」をキャッチフレーズに、10月に大阪と東京でアトムリビンテック「2016 秋の内覧

会」を開催いたしました。上吊式から下荷重式引戸までお客様のさまざまなニーズに対応した引戸ソフト

クローズをはじめ、少ない引き込み代で省スペース設計のシンクロタイプ連動引戸、折戸ソフトクローズ

システムや新型折戸金具など、数多くの新製品と施工例をご覧いただきました。

引戸を閉じたときにボトムタイトエンドに内蔵されたマグネッ
トが作動して戸の下からスクリーンが下り、床との間にできる
隙間をなくします。光漏れ防止のほか、冷暖房効果を高める気密
性の向上にも役立ちます。ソフトクローズとの併用が可能で、か
つコンパクトであるというメリットがあります。

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

ご来場くださいましたお客様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

東京会場
アトムCSタワー

大阪会場
アトム住まいの

金物ギャラリー大阪

［ 受けプレート ］ ［ ボトムタイトエンド ］

軟質樹脂チューブが
ガタつきの音を和らげる

NEW

NEW NEW

NEW

8月26日（金）・27日（土）の 2日間、国内最大級
の個人投資家向け IRイベントとして東京ビッグ
サイトで開催された「日経 IR・投資
フェア2016」に今年も出展いた
しました。出展企業は85社、来
場者数は2日間で1万6000名を
上回りました。

展示ブースではマンツーマンでのご説明を実施、また

2日目には別会場で会社説明会を実施しました。イベン

ト初日の朝から多くの方々に展示ブースにお立ち寄り

いただき、会社説明会では120名を超える方々にご出席

いただきました。内装金物全般を取り扱うアトムリビン

テックとしては、商品の約8割をオリジナルとする企画

開発力や全方位の販売力、ファブレス企業としての優

位性などを含め、当社のことをより深くご理解いただく

ことができたのではないかと思います。ご来場ください

ました皆さまには、心より御礼申し上げます。

今後ともすべてのステークホルダーの方々との良好な

関係を構築・維持できるように、さまざまな機会をと

らえ、積極的な情報発信に努めてまいります。
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世
界
的
に
有
名
な
高
級
絹
織
物
「
西
陣
織
」
発
祥
の
地
、
京
都
・
西
陣
。
そ
の
西
陣
の
地
に
百

三
十
一
年
前
に
建
て
ら
れ
た
『
冨と

ん田だ

家や

』
は
、
京
町
家
と
し
て
の
様
式
を
数
多
く
残
す
貴
重
な

建
物
。
そ
の
文
化
的
価
値
か
ら
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
年
）
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
登

録
さ
れ
、平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
に
は
、京
都
市
の
景
観
重
要
建
造
物
に
も
指
定
さ
れ
た
。

京
都
市
上
京
区
・
冨
田
屋

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

　も
と
も
と
は
初
代
冨
田
屋
籐
兵
衛
が
、
江
戸

中
期
に
京
都
・
伏
見
で
両
替
商
を
始
め
た
の
が

端
緒
で
あ
る
。
商
売
は
順
調
だ
っ
た
が
、
鳥
羽

伏
見
の
戦
い
で
家
が
全
焼
。
心
機
一
転
、
高
級

絹
織
物
の
「
西
陣
織
」
発
祥
の
地
、
西
陣
へ
。

　当
時
、
建
ち
並
ぶ
糸
問
屋
や
織
物
商
が
一
日

に
千
両
に
値
す
る
商
品
を
売
買
し
た
と
い
う
西

陣
織
の
中
心
地
「
千
両
ヶ
辻
」
で
絹
を
積
み
、

荷
車
を
引
い
て
呉
服
問
屋
と
し
て
の
商
売
に
励

ん
だ
。
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
年
）、
現
在
の

京
町
家
「
冨
田
屋
」
を
建
て
た
の
は
、
十
代
冨

田
屋
籐
兵
衛
。
い
ま
か
ら
百
三
十
一
年
前
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

格
子
の
デ
ザ
イ
ン
で
職
業
を
表
す

　家
の
正
面
に
立
っ
て
、
ひ
と
き
わ
目
を
引
く

の
が
弁
柄
格
子
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
そ
の
形

状
は
職
業
に
よ
っ
て
異
な
り
、「
冨
田
屋
」
の
場

合
は
、
太
め
の
親
格
子
の
間
に
細さ

さ
目め

格
子
が
二

京
町
家
の
様
式
を
残
す
建
築

　京
都
の
町
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
。

　ふ
と
出
会
う
町
家
の
あ
る
風
景
は
、
古
都
な

ら
で
は
の
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
。

　町
家
（
町
屋
）
と
は
、
住
居
と
店
舗
が
合
体

し
た
職
住
一
体
型
の
建
築
様
式
。
古
く
は
平
安

時
代
に
そ
の
原
型
が
生
ま
れ
、
米
屋
や
酒
屋
、

炭
屋
、
織
物
屋
、
呉
服
屋
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

職
種
の
職
人
や
商
人
が
店
舗
を
構
え
、
商
い
を

営
む
か
た
わ
ら
、
住
ま
い
も
兼
ね
て
い
た
。

　同
じ
よ
う
な
町
家
は
日
本
各
地
に
見
ら
れ
る

が
、
京
町
家
は
ほ
か
と
は
異
な
る
工
法
や
構
造
、

意
匠
に
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
壁
伝
い
に

め
ぐ
ら
し
た
竹
作
り
の
犬い

ぬ
矢や

ら来い

。
細
か
な
木
を

縦
横
に
組
み
合
わ
せ
た
弁べ

ん

柄が
ら

格
子
。
軒
先
を
直

線
的
に
見
せ
る
一
文
字
瓦
な
ど
。
そ
ん
な
京
町

家
の
雰
囲
気
を
い
ま
な
お
色
濃
く
残
し
て
い
る

の
が
、
西
陣
の
商
家
特
有
の
様
式
を
も
つ
「
冨

田
屋
」
で
あ
る
。

公
私
の
空
間
を
分
け
た
隠
し
階
段

　屋
敷
内
に
は
三
つ
の
蔵
と
二
つ
の
井
戸
、
六

つ
の
庭
が
あ
る
。
主
屋
の
奥
に
茶
室
と
離
れ
座

敷
が
あ
る
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
建
築
主
で
あ

る
十
代
当
主
の
「
こ
だ
わ
り
」
と
「
心
く
ば
り
」

が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

　一
見
、
押
し
入
れ
か
と
思
わ
せ
る
襖
を
引
き

開
け
る
と
、
そ
こ
に
「
隠
し
階
段
」。
階
段
下
の

空
間
は
引
き
出
し
に
活
用
で
き
る
よ
う
設
計
さ

れ
て
い
る
。
一
階
は
呉
服
問
屋
と
し
て
の
商
業

ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
二
階
は
家
族
が
暮
ら
す
団

ら
ん
の
場
所
。
そ
の
公
と
私
の
空
間
を
分
け
る

工
夫
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
生
活
感
を
見
せ
な

い
「
心
く
ば
り
」
で
も
あ
る
。

　ま
た
、
離
れ
に
通
ず
る
廊
下
は
、
一
カ
所
も

継
ぎ
目
が
な
い
赤
松
の
一
枚
板
を
張
っ
た
も
の
。

十
代
当
主
み
ず
か
ら
職
人
と
と
も
に
山
に
入
り
、

納
得
の
い
く
木
材
を
目
利
き
し
選
び
抜
い
た
本

物
へ
の
「
こ
だ
わ
り
」
で
あ
る
。

　廊
下
の
天
井
は
「
船
底
天
井
」
の
造
り
。
商

い
の
場
は
現
実
世
界
だ
が
、
奥
座
敷
は
限
ら
れ

た
お
客
様
を
招
く
非
現
実
・
非
日
常
の
世
界
。

そ
こ
へ
船
に
乗
っ
て
い
く
よ
う
に
お
連
れ
し
た

い
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　そ
の
奥
座
敷
は
、
貴
重
な
四し

ほ
方う

ま柾さ

の
床
柱
の

あ
る
書
院
造
り
。
か
つ
て
は
能
舞
台
と
し
て
も

使
わ
れ
、足
拍
子
の
音
響
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、

畳
の
下
に
大お

お

甕が
め

が
仕
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

京
の
文
化
と
美
意
識
の
象
徴

　京
都
の
粋す

い

人じ
ん

に
欠
か
せ
な
い
茶
室
は
、
武
者

小
路
千
家
官
休
庵
九
代
家
元
・
千
宗
守
氏
に
よ

り
「
楽ら

く

寿じ
ゅ

」
と
命
名
さ
れ
た
。
通
常
の
茶
室
の

「
に
じ
り
口
」
は
庭
側
に
あ
る
が
、
雨
や
雪
の
日

に
も
気
軽
に
茶
の
湯
を
楽
し
め
る
よ
う
、
あ
え

て
室
内
に
置
か
れ
て
い
る
。

　ま
た
屋
敷
内
の
各
所
に
神
棚
が
し
つ
ら
え
ら

れ
、い
ま
も
毎
朝
炊
き
た
て
の
ご
飯
と
神じ

ん

水ず
い（

井

戸
水
）
を
各
神
様
に
お
供
え
す
る
こ
と
か
ら
一

日
が
始
ま
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
す
べ
て
が
、

京
の
文
化
と
美
意
識
で
あ
り
、
西
陣
の
地
で
育

ま
れ
て
き
た
「
伝
統
」「
風
習
」「
し
き
た
り
」

な
の
だ
。

　「冨
田
屋
」
は
、
そ
れ
を
守
り
伝
え
る
「
生
き

た
町
家
」
と
し
て
、
平
成
十
一
年
に
国
の
登
録

有
形
文
化
財
に
登
録
。
そ
れ
を
機
に
、
建
物
は

「
西
陣
く
ら
し
の
美
術
館
」
と
し
て
公
開
さ
れ
、

十
三
代
当
主
、
田
中
峰
子
氏
の
も
と
で
新
た
な

一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　京
町
家
の
見
学
だ
け
で
な
く
、
商
家
の
し
き

た
り
や
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う
に
触
れ
、
着
付
け

や
茶
席
の
作
法
を
学
ぶ
コ
ー
ス
も
体
験
で
き
る
。

　代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
京
町
家
は
、
京
都

の
歴
史
と
伝
統
文
化
を
伝
え
る
象
徴
的
存
在
で

あ
り
、
日
本
人
の
心
の
、
ま
さ
に
原
点
な
の
で

あ
る
。

明治18年に創業した歴史ある呉服問屋の佇まい。西陣の商家特有の様式である弁柄格子と一文字瓦の軒先が京町家の雰囲気を漂わせる

西
陣
で
京
町
家
の
伝
統
と
文
化
に
触
れ
る

本
。
呉
服
を
美
し
く
見
せ
る
採
光
に
適
し
た
格

子
で
「
呉
服
屋
格
子
」
と
呼
ば
れ
る
。

　軒
先
を
見
る
と
、
端
を
切
り
落
と
し
た
よ
う

な
瓦
が
一
直
線
に
並
ん
だ
「
一
文
字
瓦
」。
そ
の

屋
根
の
上
に
は
江
戸
時
代
か
ら
魔
除
け
の
風
習

で
あ
る
「
鍾し

ょ

馗う
き

」
の
瓦
人
形
が
置
か
れ
る
。

　全
体
は
典
型
的
な
京
町
家
の
造
り
で
、
間
口

が
狭
く
奥
行
き
が
広
い
、
い
わ
ば
「
う
な
ぎ
の

寝
床
」
と
い
わ
れ
る
建
築
ス
タ
イ
ル
。
道
路
に

面
し
た
部
分
に
店
舗
を
設
け
た「
表
屋
造
り
」で
、

そ
の
奥
に
居
住
用
の
別
棟
が
つ
な
が
る
。
両
方

の
棟
は
中
庭
で
隔
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
通

り
庭
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　「通
り
庭
」
と
は
、
玄
関
か
ら
裏
庭
ま
で
通

り
抜
け
ら
れ
る
土
間
の
部
分
。
出
入
口
で
あ
り

奥
へ
の
連
絡
通
路
で
あ
る
と
同
時
に
、
井
戸
や

竈か
ま
ど、

流
し
な
ど
が
置
か
れ
た
台
所
の
役
割
も
兼

ね
備
え
る
。

　そ
の
台
所
の
上
部
に
は
天
井
を
張
ら
ず
、梁
な

ど
の
木
組
み
を
大
胆
に
見
せ
、炊
事
の
熱
や
煙
を

逃
が
す
吹
き
抜
け
の
空
間
が
広
が
る
。
外
光
を

採
り
入
れ
、
風
の
通
り
道
と
な
る
構
造
で
あ
る
。
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世
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」
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西
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。
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地
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ら
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建
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。
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造
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。
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。
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。
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。
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居
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舗
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た
職
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の
建
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古
く
は
平
安

時
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に
そ
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が
生
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、
米
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や
酒
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、

炭
屋
、
織
物
屋
、
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服
屋
な
ど
、
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ま
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の
職
人
や
商
人
が
店
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を
構
え
、
商
い
を

営
む
か
た
わ
ら
、
住
ま
い
も
兼
ね
て
い
た
。
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じ
よ
う
な
町
家
は
日
本
各
地
に
見
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れ
る

が
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京
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家
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か
と
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る
工
法
や
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造
、

意
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に
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が
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る
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壁
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し
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作
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。
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横
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み
合
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た
弁べ

ん

柄が
ら

格
子
。
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先
を
直

線
的
に
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文
字
瓦
な
ど
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そ
ん
な
京
町

家
の
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囲
気
を
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ま
な
お
色
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く
残
し
て
い
る

の
が
、
西
陣
の
商
家
特
有
の
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式
を
も
つ
「
冨

田
屋
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で
あ
る
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公
私
の
空
間
を
分
け
た
隠
し
階
段

　屋
敷
内
に
は
三
つ
の
蔵
と
二
つ
の
井
戸
、
六

つ
の
庭
が
あ
る
。
主
屋
の
奥
に
茶
室
と
離
れ
座

敷
が
あ
る
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
建
築
主
で
あ

る
十
代
当
主
の
「
こ
だ
わ
り
」
と
「
心
く
ば
り
」

が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

　一
見
、
押
し
入
れ
か
と
思
わ
せ
る
襖
を
引
き

開
け
る
と
、
そ
こ
に
「
隠
し
階
段
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階
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下
の
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間
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き
出
し
に
活
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で
き
る
よ
う
設
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さ

れ
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い
る
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は
呉
服
問
屋
と
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て
の
商
業

ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
二
階
は
家
族
が
暮
ら
す
団

ら
ん
の
場
所
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そ
の
公
と
私
の
空
間
を
分
け
る

工
夫
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
生
活
感
を
見
せ
な

い
「
心
く
ば
り
」
で
も
あ
る
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た
、
離
れ
に
通
ず
る
廊
下
は
、
一
カ
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も

継
ぎ
目
が
な
い
赤
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の
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枚
板
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張
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た
も
の
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当
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か
ら
職
人
と
と
も
に
山
に
入
り
、

納
得
の
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く
木
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を
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し
選
び
抜
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た
本
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へ
の
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こ
だ
わ
り
」
で
あ
る
。
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下
の
天
井
は
「
船
底
天
井
」
の
造
り
。
商

い
の
場
は
現
実
世
界
だ
が
、
奥
座
敷
は
限
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れ

た
お
客
様
を
招
く
非
現
実
・
非
日
常
の
世
界
。

そ
こ
へ
船
に
乗
っ
て
い
く
よ
う
に
お
連
れ
し
た

い
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　そ
の
奥
座
敷
は
、
貴
重
な
四し

ほ
方う

ま柾さ

の
床
柱
の

あ
る
書
院
造
り
。
か
つ
て
は
能
舞
台
と
し
て
も

使
わ
れ
、足
拍
子
の
音
響
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、

畳
の
下
に
大お

お

甕が
め

が
仕
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

京
の
文
化
と
美
意
識
の
象
徴

　京
都
の
粋す

い

人じ
ん

に
欠
か
せ
な
い
茶
室
は
、
武
者

小
路
千
家
官
休
庵
九
代
家
元
・
千
宗
守
氏
に
よ

り
「
楽ら

く

寿じ
ゅ

」
と
命
名
さ
れ
た
。
通
常
の
茶
室
の

「
に
じ
り
口
」
は
庭
側
に
あ
る
が
、
雨
や
雪
の
日

に
も
気
軽
に
茶
の
湯
を
楽
し
め
る
よ
う
、
あ
え

て
室
内
に
置
か
れ
て
い
る
。

　ま
た
屋
敷
内
の
各
所
に
神
棚
が
し
つ
ら
え
ら

れ
、い
ま
も
毎
朝
炊
き
た
て
の
ご
飯
と
神じ

ん

水ず
い（

井

戸
水
）
を
各
神
様
に
お
供
え
す
る
こ
と
か
ら
一

日
が
始
ま
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
す
べ
て
が
、

京
の
文
化
と
美
意
識
で
あ
り
、
西
陣
の
地
で
育

ま
れ
て
き
た
「
伝
統
」「
風
習
」「
し
き
た
り
」

な
の
だ
。

　「冨
田
屋
」
は
、
そ
れ
を
守
り
伝
え
る
「
生
き

た
町
家
」
と
し
て
、
平
成
十
一
年
に
国
の
登
録

有
形
文
化
財
に
登
録
。
そ
れ
を
機
に
、
建
物
は

「
西
陣
く
ら
し
の
美
術
館
」
と
し
て
公
開
さ
れ
、

十
三
代
当
主
、
田
中
峰
子
氏
の
も
と
で
新
た
な

一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　京
町
家
の
見
学
だ
け
で
な
く
、
商
家
の
し
き

た
り
や
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う
に
触
れ
、
着
付
け

や
茶
席
の
作
法
を
学
ぶ
コ
ー
ス
も
体
験
で
き
る
。

　代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
京
町
家
は
、
京
都

の
歴
史
と
伝
統
文
化
を
伝
え
る
象
徴
的
存
在
で

あ
り
、
日
本
人
の
心
の
、
ま
さ
に
原
点
な
の
で

あ
る
。

明治18年に創業した歴史ある呉服問屋の佇まい。西陣の商家特有の様式である弁柄格子と一文字瓦の軒先が京町家の雰囲気を漂わせる

西
陣
で
京
町
家
の
伝
統
と
文
化
に
触
れ
る

本
。
呉
服
を
美
し
く
見
せ
る
採
光
に
適
し
た
格

子
で
「
呉
服
屋
格
子
」
と
呼
ば
れ
る
。

　軒
先
を
見
る
と
、
端
を
切
り
落
と
し
た
よ
う

な
瓦
が
一
直
線
に
並
ん
だ
「
一
文
字
瓦
」。
そ
の

屋
根
の
上
に
は
江
戸
時
代
か
ら
魔
除
け
の
風
習

で
あ
る
「
鍾し

ょ

馗う
き

」
の
瓦
人
形
が
置
か
れ
る
。

　全
体
は
典
型
的
な
京
町
家
の
造
り
で
、
間
口

が
狭
く
奥
行
き
が
広
い
、
い
わ
ば
「
う
な
ぎ
の

寝
床
」
と
い
わ
れ
る
建
築
ス
タ
イ
ル
。
道
路
に

面
し
た
部
分
に
店
舗
を
設
け
た「
表
屋
造
り
」で
、

そ
の
奥
に
居
住
用
の
別
棟
が
つ
な
が
る
。
両
方

の
棟
は
中
庭
で
隔
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
通

り
庭
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　「通
り
庭
」
と
は
、
玄
関
か
ら
裏
庭
ま
で
通

り
抜
け
ら
れ
る
土
間
の
部
分
。
出
入
口
で
あ
り

奥
へ
の
連
絡
通
路
で
あ
る
と
同
時
に
、
井
戸
や

竈か
ま
ど、

流
し
な
ど
が
置
か
れ
た
台
所
の
役
割
も
兼

ね
備
え
る
。

　そ
の
台
所
の
上
部
に
は
天
井
を
張
ら
ず
、梁
な

ど
の
木
組
み
を
大
胆
に
見
せ
、炊
事
の
熱
や
煙
を

逃
が
す
吹
き
抜
け
の
空
間
が
広
が
る
。
外
光
を

採
り
入
れ
、
風
の
通
り
道
と
な
る
構
造
で
あ
る
。
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襖を開けるまで、そこ
に階段があるなんて
想像もしなかったの
で、まさに「開けてび
っくり！」。からくり屋
敷のような興奮を覚
えながら階段を上っ
た取材スタッフ一同
でした。釻

かん

の部分に
は使い込まれた風合
いを残しています。

およそ130年前の黒
い箪笥。それぞれの引
き出しの中央に鍵が
ついていて、さらに鍵
穴を隠すようにキキ
ョウ（正しくは「

ち

中
ゅう

陰
かげ

裏桔梗」）がデザイン
されたカバーが施さ
れています。よく見る
と花びらは

た

鏨
がね

で細か
く打ってあります。

撮影：アトムニューズ編集室

I N F O R M A T I O N

　も
と
も
と
は
初
代
冨
田
屋
籐
兵
衛
が
、
江
戸

中
期
に
京
都
・
伏
見
で
両
替
商
を
始
め
た
の
が

端
緒
で
あ
る
。
商
売
は
順
調
だ
っ
た
が
、
鳥
羽

伏
見
の
戦
い
で
家
が
全
焼
。
心
機
一
転
、
高
級

絹
織
物
の
「
西
陣
織
」
発
祥
の
地
、
西
陣
へ
。

　当
時
、
建
ち
並
ぶ
糸
問
屋
や
織
物
商
が
一
日

に
千
両
に
値
す
る
商
品
を
売
買
し
た
と
い
う
西

陣
織
の
中
心
地
「
千
両
ヶ
辻
」
で
絹
を
積
み
、

荷
車
を
引
い
て
呉
服
問
屋
と
し
て
の
商
売
に
励

ん
だ
。
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
年
）、
現
在
の

京
町
家
「
冨
田
屋
」
を
建
て
た
の
は
、
十
代
冨

田
屋
籐
兵
衛
。
い
ま
か
ら
百
三
十
一
年
前
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

格
子
の
デ
ザ
イ
ン
で
職
業
を
表
す

　家
の
正
面
に
立
っ
て
、
ひ
と
き
わ
目
を
引
く

の
が
弁
柄
格
子
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
そ
の
形

状
は
職
業
に
よ
っ
て
異
な
り
、「
冨
田
屋
」
の
場

合
は
、
太
め
の
親
格
子
の
間
に
細さ

さ
目め

格
子
が
二

京
町
家
の
様
式
を
残
す
建
築

　京
都
の
町
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
。

　ふ
と
出
会
う
町
家
の
あ
る
風
景
は
、
古
都
な

ら
で
は
の
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
。

　町
家
（
町
屋
）
と
は
、
住
居
と
店
舗
が
合
体

し
た
職
住
一
体
型
の
建
築
様
式
。
古
く
は
平
安

時
代
に
そ
の
原
型
が
生
ま
れ
、
米
屋
や
酒
屋
、

炭
屋
、
織
物
屋
、
呉
服
屋
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

職
種
の
職
人
や
商
人
が
店
舗
を
構
え
、
商
い
を

営
む
か
た
わ
ら
、
住
ま
い
も
兼
ね
て
い
た
。

　同
じ
よ
う
な
町
家
は
日
本
各
地
に
見
ら
れ
る

が
、
京
町
家
は
ほ
か
と
は
異
な
る
工
法
や
構
造
、

意
匠
に
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
壁
伝
い
に

め
ぐ
ら
し
た
竹
作
り
の
犬い

ぬ
矢や

ら来い

。
細
か
な
木
を

縦
横
に
組
み
合
わ
せ
た
弁べ

ん

柄が
ら

格
子
。
軒
先
を
直

線
的
に
見
せ
る
一
文
字
瓦
な
ど
。
そ
ん
な
京
町

家
の
雰
囲
気
を
い
ま
な
お
色
濃
く
残
し
て
い
る

の
が
、
西
陣
の
商
家
特
有
の
様
式
を
も
つ
「
冨

田
屋
」
で
あ
る
。

公
私
の
空
間
を
分
け
た
隠
し
階
段

　屋
敷
内
に
は
三
つ
の
蔵
と
二
つ
の
井
戸
、
六

つ
の
庭
が
あ
る
。
主
屋
の
奥
に
茶
室
と
離
れ
座

敷
が
あ
る
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
建
築
主
で
あ

る
十
代
当
主
の
「
こ
だ
わ
り
」
と
「
心
く
ば
り
」

が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

　一
見
、
押
し
入
れ
か
と
思
わ
せ
る
襖
を
引
き

開
け
る
と
、
そ
こ
に
「
隠
し
階
段
」。
階
段
下
の

空
間
は
引
き
出
し
に
活
用
で
き
る
よ
う
設
計
さ

れ
て
い
る
。
一
階
は
呉
服
問
屋
と
し
て
の
商
業

ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
二
階
は
家
族
が
暮
ら
す
団

ら
ん
の
場
所
。
そ
の
公
と
私
の
空
間
を
分
け
る

工
夫
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
生
活
感
を
見
せ
な

い
「
心
く
ば
り
」
で
も
あ
る
。

　ま
た
、
離
れ
に
通
ず
る
廊
下
は
、
一
カ
所
も

継
ぎ
目
が
な
い
赤
松
の
一
枚
板
を
張
っ
た
も
の
。

十
代
当
主
み
ず
か
ら
職
人
と
と
も
に
山
に
入
り
、

納
得
の
い
く
木
材
を
目
利
き
し
選
び
抜
い
た
本

物
へ
の
「
こ
だ
わ
り
」
で
あ
る
。

　廊
下
の
天
井
は
「
船
底
天
井
」
の
造
り
。
商

い
の
場
は
現
実
世
界
だ
が
、
奥
座
敷
は
限
ら
れ

た
お
客
様
を
招
く
非
現
実
・
非
日
常
の
世
界
。

そ
こ
へ
船
に
乗
っ
て
い
く
よ
う
に
お
連
れ
し
た

い
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　そ
の
奥
座
敷
は
、
貴
重
な
四し

ほ
方う

ま柾さ

の
床
柱
の

あ
る
書
院
造
り
。
か
つ
て
は
能
舞
台
と
し
て
も

使
わ
れ
、足
拍
子
の
音
響
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、

畳
の
下
に
大お

お

甕が
め

が
仕
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

京
の
文
化
と
美
意
識
の
象
徴

　京
都
の
粋す

い

人じ
ん

に
欠
か
せ
な
い
茶
室
は
、
武
者

小
路
千
家
官
休
庵
九
代
家
元
・
千
宗
守
氏
に
よ

り
「
楽ら

く

寿じ
ゅ

」
と
命
名
さ
れ
た
。
通
常
の
茶
室
の

「
に
じ
り
口
」
は
庭
側
に
あ
る
が
、
雨
や
雪
の
日

に
も
気
軽
に
茶
の
湯
を
楽
し
め
る
よ
う
、
あ
え

て
室
内
に
置
か
れ
て
い
る
。

　ま
た
屋
敷
内
の
各
所
に
神
棚
が
し
つ
ら
え
ら

れ
、い
ま
も
毎
朝
炊
き
た
て
の
ご
飯
と
神じ

ん

水ず
い（

井

戸
水
）
を
各
神
様
に
お
供
え
す
る
こ
と
か
ら
一

日
が
始
ま
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
す
べ
て
が
、

京
の
文
化
と
美
意
識
で
あ
り
、
西
陣
の
地
で
育

ま
れ
て
き
た
「
伝
統
」「
風
習
」「
し
き
た
り
」

な
の
だ
。

　「冨
田
屋
」
は
、
そ
れ
を
守
り
伝
え
る
「
生
き

た
町
家
」
と
し
て
、
平
成
十
一
年
に
国
の
登
録

有
形
文
化
財
に
登
録
。
そ
れ
を
機
に
、
建
物
は

「
西
陣
く
ら
し
の
美
術
館
」
と
し
て
公
開
さ
れ
、

十
三
代
当
主
、
田
中
峰
子
氏
の
も
と
で
新
た
な

一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　京
町
家
の
見
学
だ
け
で
な
く
、
商
家
の
し
き

た
り
や
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う
に
触
れ
、
着
付
け

や
茶
席
の
作
法
を
学
ぶ
コ
ー
ス
も
体
験
で
き
る
。

　代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
京
町
家
は
、
京
都

の
歴
史
と
伝
統
文
化
を
伝
え
る
象
徴
的
存
在
で

あ
り
、
日
本
人
の
心
の
、
ま
さ
に
原
点
な
の
で

あ
る
。
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本
。
呉
服
を
美
し
く
見
せ
る
採
光
に
適
し
た
格

子
で
「
呉
服
屋
格
子
」
と
呼
ば
れ
る
。

　軒
先
を
見
る
と
、
端
を
切
り
落
と
し
た
よ
う

な
瓦
が
一
直
線
に
並
ん
だ
「
一
文
字
瓦
」。
そ
の

屋
根
の
上
に
は
江
戸
時
代
か
ら
魔
除
け
の
風
習

で
あ
る
「
鍾し

ょ

馗う
き

」
の
瓦
人
形
が
置
か
れ
る
。

　全
体
は
典
型
的
な
京
町
家
の
造
り
で
、
間
口

が
狭
く
奥
行
き
が
広
い
、
い
わ
ば
「
う
な
ぎ
の

寝
床
」
と
い
わ
れ
る
建
築
ス
タ
イ
ル
。
道
路
に

面
し
た
部
分
に
店
舗
を
設
け
た「
表
屋
造
り
」で
、

そ
の
奥
に
居
住
用
の
別
棟
が
つ
な
が
る
。
両
方

の
棟
は
中
庭
で
隔
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
通

り
庭
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　「通
り
庭
」
と
は
、
玄
関
か
ら
裏
庭
ま
で
通

り
抜
け
ら
れ
る
土
間
の
部
分
。
出
入
口
で
あ
り

奥
へ
の
連
絡
通
路
で
あ
る
と
同
時
に
、
井
戸
や

竈か
ま
ど、

流
し
な
ど
が
置
か
れ
た
台
所
の
役
割
も
兼

ね
備
え
る
。

　そ
の
台
所
の
上
部
に
は
天
井
を
張
ら
ず
、梁
な

ど
の
木
組
み
を
大
胆
に
見
せ
、炊
事
の
熱
や
煙
を

逃
が
す
吹
き
抜
け
の
空
間
が
広
が
る
。
外
光
を

採
り
入
れ
、
風
の
通
り
道
と
な
る
構
造
で
あ
る
。

91 「火袋（ひぶくろ）」と呼ば
れる「通り庭」の上部に広
がる吹き抜け空間

92 古い着物や帯、茶道具、掛
け軸などを収蔵・保存し
ている「中蔵」

93 扉は漆塗りで、神事の道具
を収めていた当主だけが
入れる「寶蔵（たからぐら）」

94 主屋から眺める座敷庭に
は季節感を感じる草木が
配され心を和ませる

95 離れに通ずる廊下は「船
底天井」の造りと赤松の
一枚板を張ったもの
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アトム の 視 点

襖を開けるまで、そこ
に階段があるなんて
想像もしなかったの
で、まさに「開けてび
っくり！」。からくり屋
敷のような興奮を覚
えながら階段を上っ
た取材スタッフ一同
でした。釻

かん

の部分に
は使い込まれた風合
いを残しています。

およそ130年前の黒
い箪笥。それぞれの引
き出しの中央に鍵が
ついていて、さらに鍵
穴を隠すようにキキ
ョウ（正しくは「

ち

中
ゅう

陰
かげ

裏桔梗」）がデザイン
されたカバーが施さ
れています。よく見る
と花びらは

た

鏨
がね

で細か
く打ってあります。

撮影：アトムニューズ編集室

I N F O R M A T I O N

　も
と
も
と
は
初
代
冨
田
屋
籐
兵
衛
が
、
江
戸

中
期
に
京
都
・
伏
見
で
両
替
商
を
始
め
た
の
が

端
緒
で
あ
る
。
商
売
は
順
調
だ
っ
た
が
、
鳥
羽

伏
見
の
戦
い
で
家
が
全
焼
。
心
機
一
転
、
高
級

絹
織
物
の
「
西
陣
織
」
発
祥
の
地
、
西
陣
へ
。

　当
時
、
建
ち
並
ぶ
糸
問
屋
や
織
物
商
が
一
日

に
千
両
に
値
す
る
商
品
を
売
買
し
た
と
い
う
西

陣
織
の
中
心
地
「
千
両
ヶ
辻
」
で
絹
を
積
み
、

荷
車
を
引
い
て
呉
服
問
屋
と
し
て
の
商
売
に
励

ん
だ
。
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
年
）、
現
在
の

京
町
家
「
冨
田
屋
」
を
建
て
た
の
は
、
十
代
冨

田
屋
籐
兵
衛
。
い
ま
か
ら
百
三
十
一
年
前
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

格
子
の
デ
ザ
イ
ン
で
職
業
を
表
す

　家
の
正
面
に
立
っ
て
、
ひ
と
き
わ
目
を
引
く

の
が
弁
柄
格
子
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
そ
の
形

状
は
職
業
に
よ
っ
て
異
な
り
、「
冨
田
屋
」
の
場

合
は
、
太
め
の
親
格
子
の
間
に
細さ

さ
目め

格
子
が
二

京
町
家
の
様
式
を
残
す
建
築

　京
都
の
町
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
。

　ふ
と
出
会
う
町
家
の
あ
る
風
景
は
、
古
都
な

ら
で
は
の
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
。

　町
家
（
町
屋
）
と
は
、
住
居
と
店
舗
が
合
体

し
た
職
住
一
体
型
の
建
築
様
式
。
古
く
は
平
安

時
代
に
そ
の
原
型
が
生
ま
れ
、
米
屋
や
酒
屋
、

炭
屋
、
織
物
屋
、
呉
服
屋
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

職
種
の
職
人
や
商
人
が
店
舗
を
構
え
、
商
い
を

営
む
か
た
わ
ら
、
住
ま
い
も
兼
ね
て
い
た
。

　同
じ
よ
う
な
町
家
は
日
本
各
地
に
見
ら
れ
る

が
、
京
町
家
は
ほ
か
と
は
異
な
る
工
法
や
構
造
、

意
匠
に
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
壁
伝
い
に

め
ぐ
ら
し
た
竹
作
り
の
犬い

ぬ
矢や

ら来い

。
細
か
な
木
を

縦
横
に
組
み
合
わ
せ
た
弁べ

ん

柄が
ら

格
子
。
軒
先
を
直

線
的
に
見
せ
る
一
文
字
瓦
な
ど
。
そ
ん
な
京
町

家
の
雰
囲
気
を
い
ま
な
お
色
濃
く
残
し
て
い
る

の
が
、
西
陣
の
商
家
特
有
の
様
式
を
も
つ
「
冨

田
屋
」
で
あ
る
。

公
私
の
空
間
を
分
け
た
隠
し
階
段

　屋
敷
内
に
は
三
つ
の
蔵
と
二
つ
の
井
戸
、
六

つ
の
庭
が
あ
る
。
主
屋
の
奥
に
茶
室
と
離
れ
座

敷
が
あ
る
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
建
築
主
で
あ

る
十
代
当
主
の
「
こ
だ
わ
り
」
と
「
心
く
ば
り
」

が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

　一
見
、
押
し
入
れ
か
と
思
わ
せ
る
襖
を
引
き

開
け
る
と
、
そ
こ
に
「
隠
し
階
段
」。
階
段
下
の

空
間
は
引
き
出
し
に
活
用
で
き
る
よ
う
設
計
さ

れ
て
い
る
。
一
階
は
呉
服
問
屋
と
し
て
の
商
業

ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
二
階
は
家
族
が
暮
ら
す
団

ら
ん
の
場
所
。
そ
の
公
と
私
の
空
間
を
分
け
る

工
夫
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
生
活
感
を
見
せ
な

い
「
心
く
ば
り
」
で
も
あ
る
。

　ま
た
、
離
れ
に
通
ず
る
廊
下
は
、
一
カ
所
も

継
ぎ
目
が
な
い
赤
松
の
一
枚
板
を
張
っ
た
も
の
。

十
代
当
主
み
ず
か
ら
職
人
と
と
も
に
山
に
入
り
、

納
得
の
い
く
木
材
を
目
利
き
し
選
び
抜
い
た
本

物
へ
の
「
こ
だ
わ
り
」
で
あ
る
。

　廊
下
の
天
井
は
「
船
底
天
井
」
の
造
り
。
商

い
の
場
は
現
実
世
界
だ
が
、
奥
座
敷
は
限
ら
れ

た
お
客
様
を
招
く
非
現
実
・
非
日
常
の
世
界
。

そ
こ
へ
船
に
乗
っ
て
い
く
よ
う
に
お
連
れ
し
た

い
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　そ
の
奥
座
敷
は
、
貴
重
な
四し

ほ
方う

ま柾さ

の
床
柱
の

あ
る
書
院
造
り
。
か
つ
て
は
能
舞
台
と
し
て
も

使
わ
れ
、足
拍
子
の
音
響
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、

畳
の
下
に
大お

お

甕が
め

が
仕
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

京
の
文
化
と
美
意
識
の
象
徴

　京
都
の
粋す

い

人じ
ん

に
欠
か
せ
な
い
茶
室
は
、
武
者

小
路
千
家
官
休
庵
九
代
家
元
・
千
宗
守
氏
に
よ

り
「
楽ら

く

寿じ
ゅ

」
と
命
名
さ
れ
た
。
通
常
の
茶
室
の

「
に
じ
り
口
」
は
庭
側
に
あ
る
が
、
雨
や
雪
の
日

に
も
気
軽
に
茶
の
湯
を
楽
し
め
る
よ
う
、
あ
え

て
室
内
に
置
か
れ
て
い
る
。

　ま
た
屋
敷
内
の
各
所
に
神
棚
が
し
つ
ら
え
ら

れ
、い
ま
も
毎
朝
炊
き
た
て
の
ご
飯
と
神じ

ん

水ず
い（

井

戸
水
）
を
各
神
様
に
お
供
え
す
る
こ
と
か
ら
一

日
が
始
ま
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
す
べ
て
が
、

京
の
文
化
と
美
意
識
で
あ
り
、
西
陣
の
地
で
育

ま
れ
て
き
た
「
伝
統
」「
風
習
」「
し
き
た
り
」

な
の
だ
。

　「冨
田
屋
」
は
、
そ
れ
を
守
り
伝
え
る
「
生
き

た
町
家
」
と
し
て
、
平
成
十
一
年
に
国
の
登
録

有
形
文
化
財
に
登
録
。
そ
れ
を
機
に
、
建
物
は

「
西
陣
く
ら
し
の
美
術
館
」
と
し
て
公
開
さ
れ
、

十
三
代
当
主
、
田
中
峰
子
氏
の
も
と
で
新
た
な

一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　京
町
家
の
見
学
だ
け
で
な
く
、
商
家
の
し
き

た
り
や
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う
に
触
れ
、
着
付
け

や
茶
席
の
作
法
を
学
ぶ
コ
ー
ス
も
体
験
で
き
る
。

　代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
京
町
家
は
、
京
都

の
歴
史
と
伝
統
文
化
を
伝
え
る
象
徴
的
存
在
で

あ
り
、
日
本
人
の
心
の
、
ま
さ
に
原
点
な
の
で

あ
る
。

漢詩が螺鈿で刻まれた200年以上前の収納箪笥 廊下側に「にじり口」がある茶室

龍を描いた豪華な螺鈿（らでん）が施された座卓のある奥座敷。座敷は能舞台としても使用され、その庭には能舞台で見る背景と同じ位置に松の木が植えられている

　西陣くらしの美術館　冨田屋

4所在地：京都市上京区大宮通一条上ル　4TEL. 075-432-6701

4開館時間：10：00～17：00（最終入館：16：00）　4休館日：無休（予約制）

4料金：基本プラン［町家見学と京のしきたりを学ぶ］　2,000円＋消費税
 　オプション［着付け体験］　4,000円＋消費税　
 　［お茶席体験］　2,000円＋消費税
 　［伝統弁当・茶席の点心］　3,000円＋消費税　
 　［フルコース特別料金］　10,000円＋消費税 etc.

4交通：京都駅からタクシーで約15分
 　市バス「一条戻橋・清明神社前」下車　徒歩約3分　
 　「今出川大宮」下車　徒歩約3分

4ホームページ：http://www.tondaya.co.jp/
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本
。
呉
服
を
美
し
く
見
せ
る
採
光
に
適
し
た
格

子
で
「
呉
服
屋
格
子
」
と
呼
ば
れ
る
。

　軒
先
を
見
る
と
、
端
を
切
り
落
と
し
た
よ
う

な
瓦
が
一
直
線
に
並
ん
だ
「
一
文
字
瓦
」。
そ
の

屋
根
の
上
に
は
江
戸
時
代
か
ら
魔
除
け
の
風
習

で
あ
る
「
鍾し

ょ

馗う
き

」
の
瓦
人
形
が
置
か
れ
る
。

　全
体
は
典
型
的
な
京
町
家
の
造
り
で
、
間
口

が
狭
く
奥
行
き
が
広
い
、
い
わ
ば
「
う
な
ぎ
の

寝
床
」
と
い
わ
れ
る
建
築
ス
タ
イ
ル
。
道
路
に

面
し
た
部
分
に
店
舗
を
設
け
た「
表
屋
造
り
」で
、

そ
の
奥
に
居
住
用
の
別
棟
が
つ
な
が
る
。
両
方

の
棟
は
中
庭
で
隔
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
通

り
庭
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　「通
り
庭
」
と
は
、
玄
関
か
ら
裏
庭
ま
で
通

り
抜
け
ら
れ
る
土
間
の
部
分
。
出
入
口
で
あ
り

奥
へ
の
連
絡
通
路
で
あ
る
と
同
時
に
、
井
戸
や

竈か
ま
ど、

流
し
な
ど
が
置
か
れ
た
台
所
の
役
割
も
兼

ね
備
え
る
。

　そ
の
台
所
の
上
部
に
は
天
井
を
張
ら
ず
、梁
な

ど
の
木
組
み
を
大
胆
に
見
せ
、炊
事
の
熱
や
煙
を

逃
が
す
吹
き
抜
け
の
空
間
が
広
が
る
。
外
光
を

採
り
入
れ
、
風
の
通
り
道
と
な
る
構
造
で
あ
る
。

91 「火袋（ひぶくろ）」と呼ば
れる「通り庭」の上部に広
がる吹き抜け空間

92 古い着物や帯、茶道具、掛
け軸などを収蔵・保存し
ている「中蔵」

93 扉は漆塗りで、神事の道具
を収めていた当主だけが
入れる「寶蔵（たからぐら）」

94 主屋から眺める座敷庭に
は季節感を感じる草木が
配され心を和ませる

95 離れに通ずる廊下は「船
底天井」の造りと赤松の
一枚板を張ったもの
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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。

営業本部　田島詩都子
販売部門のサポート業務と庶務を担当

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

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

2014年3月に開通した新虎通り。新橋と虎ノ門間の1.4km
を結び、片側の歩道だけでも13mもある大きな道路は、古き良
き新橋界隈の街に、少々くすぐったい新しい風を運びながら、
新たな街の顔を作りはじめています。この秋は通りの並木も色
づき、歩道のタイルも敷き詰められ、カフェも歩道に席を作っ
たりと、賑わいを見せつつあります。そんな新虎通り新橋4丁
目交差点のすぐそばにある、当社のショップ&ショールーム
ATOM CS TOWERにも、まだ当社をよくご存じないお客さま、
近隣にお勤めのお客さまも立ち寄って下さり、お話しする機会
も増えたことは大変うれしく思います。11月には東北六魂祭パ
レードも開催され、2017年1月で10周年を迎える当館として
は、今後も地域の皆さまにもご贔屓いただけるよう、通りとと
もに成長していきたいと思います。　 〈アオガメ〉

「ベジタブルアトリエ」にある瑞々しいスイートハラペーニョ
の切断面の写真がとても美味しそうでした。 〈東京都　K・T様　男性〉

どのページも興味深く、文章も美しく、思わずノートに書き留
めました。 〈大阪府　N・M様　男性〉

「住まいに役立つ仲間たち」のコラムはいつも「なるほどなー」の
連続で面白いです!　絵・解説ともに見やすくて勉強になります。
 〈神奈川県　N・M様　女性〉

「幸せの国への静かな道」ゆかりのある場所なので、興味深く拝
見しました。切り取る瞬間で新たな発見のある写真の楽しさを
感じました。 〈東京都　H・H様　男性〉

建築で金物選びは空間の出来までかわってくる重要な部分です。
職人さんの技を生かすのもあり、線をなるべく減らす工夫によ
る極限のシンプルさをつくるのもあり。デザインや建築設計に
関わる者の独りよがりに見えるけど、出来上がった空間は万人
が息をのむはず。そこを目指したいなぁ。 〈愛知県　S・N様　女性〉

ATOMNEWSいつも楽しく読んでます。いろいろな記事があ
って、いろいろなことが勉強になって、とても面白いです。
ATOMNEWS大好きです!　これからも楽しみにしています!
（^^）! 〈佐賀県　T・T様〉

日々、穏やかに暮らすことを目標に

淡々と家事をこなしています。

そう、淡々とやらないとグチがでてしまいます（笑）。

私だけ? でしょうか?

土日は、子どものサッカー観戦を楽しみにしています。

私も学生時代はテニス部で、部活中心の生活をしていたので

子どものサッカーやっている姿をみると

合宿や試合や先輩とのあれこれを思い出し

とても懐かしい感じがします。

駒沢オリンピック公園や、大井ふ頭中央海浜公園など

大きな公園に行けるときは特に好きで

樹々に癒される感じがとても気持ちよく

愛犬のモコも公園を楽しんでいます。

あとカメラ女子（おばさん）もしています。

サッカーしている姿とか撮るのが好きです。

カメラの基本がまだわかっていないので

時間があったらカメラ教室に行ってみたいなと

ひそかに思っています。

あと好きなことは、ジャムをつくることです。

子どもを産んでから、果物アレルギーが出てしまい

大好きだったフルーツが・・食べられない・・・泣。

でも、熱を加えることで

山盛り食べても大丈夫なことに気づき

季節のフルーツを鍋でコトコト。

夜な夜なやることがとても幸せです。

たくさんつくるので、

友達におすそ分けするのも楽しみのひとつです。

寒くなってきたので、そろそろ味噌づくりをしようかな♪

#サッカー #公園#カメラ女子#ジャムおばさん#味噌つくるかな?考え中

愛犬モコとたじぼん

手づくりの
レモンカード

取材・文・イラスト　塩浦信太郎

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

4やえはた自然農園 profi le 藤根 正悦・香里 ［ふじね しょうえつ・かおり］

見てね!

1956年、正悦さんは八重畑の地に生まれる。20代の頃、工場のライン設計などを手がけ、その後仲間と会社を立ち上げたものの、
忙しさのあまりからだを壊してしまう。それを機に、以前から興味を持っていた「自然農」を独学。一念発起し、やえはた自然農園
を立ち上げる。もともと農業を行っていた実家の畑の一部で「無肥料、無農薬、無耕作」の実験をスタート。父親や近隣の農家の人
たちにあきれられながらも徐々に収穫があがるようになり、ようやく目標としてきた自然農を実現しつつある。香里さんは東京生
まれで、以前はコンピューターのプログラマーだったが、同じ自然農に興味を持つ仲間として出会い結婚。新たな道が始まりました

岩手県花巻市石鳥谷町八重畑
9-20-5

HP: http:/ /yaehata.com/wp/

Mail: info@yaehata.com

TEL: 0198 – 46 – 9606

やえはた自然農園では無農薬、無肥料、無耕作の農業を行っています。「道

ばたの野草は、何もしなくても毎年きれいな花を咲かせます。農作物も同

じですよ」と語る、オーナーの藤根さん。東日本大震災の経験から人々の

繋がりの大切さを痛感し、敷地内に「農園かふぇ・そら」を自ら建設。現在

では数多くのイベントを行っています。
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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、
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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

2014年3月に開通した新虎通り。新橋と虎ノ門間の1.4km
を結び、片側の歩道だけでも13mもある大きな道路は、古き良
き新橋界隈の街に、少々くすぐったい新しい風を運びながら、
新たな街の顔を作りはじめています。この秋は通りの並木も色
づき、歩道のタイルも敷き詰められ、カフェも歩道に席を作っ
たりと、賑わいを見せつつあります。そんな新虎通り新橋4丁
目交差点のすぐそばにある、当社のショップ&ショールーム
ATOM CS TOWERにも、まだ当社をよくご存じないお客さま、
近隣にお勤めのお客さまも立ち寄って下さり、お話しする機会
も増えたことは大変うれしく思います。11月には東北六魂祭パ
レードも開催され、2017年1月で10周年を迎える当館として
は、今後も地域の皆さまにもご贔屓いただけるよう、通りとと
もに成長していきたいと思います。　 〈アオガメ〉

「ベジタブルアトリエ」にある瑞々しいスイートハラペーニョ
の切断面の写真がとても美味しそうでした。 〈東京都　K・T様　男性〉

どのページも興味深く、文章も美しく、思わずノートに書き留
めました。 〈大阪府　N・M様　男性〉

「住まいに役立つ仲間たち」のコラムはいつも「なるほどなー」の
連続で面白いです!　絵・解説ともに見やすくて勉強になります。
 〈神奈川県　N・M様　女性〉

「幸せの国への静かな道」ゆかりのある場所なので、興味深く拝
見しました。切り取る瞬間で新たな発見のある写真の楽しさを
感じました。 〈東京都　H・H様　男性〉

建築で金物選びは空間の出来までかわってくる重要な部分です。
職人さんの技を生かすのもあり、線をなるべく減らす工夫によ
る極限のシンプルさをつくるのもあり。デザインや建築設計に
関わる者の独りよがりに見えるけど、出来上がった空間は万人
が息をのむはず。そこを目指したいなぁ。 〈愛知県　S・N様　女性〉

ATOMNEWSいつも楽しく読んでます。いろいろな記事があ
って、いろいろなことが勉強になって、とても面白いです。
ATOMNEWS大好きです!　これからも楽しみにしています!
（^^）! 〈佐賀県　T・T様〉

日々、穏やかに暮らすことを目標に

淡々と家事をこなしています。

そう、淡々とやらないとグチがでてしまいます（笑）。

私だけ? でしょうか?

土日は、子どものサッカー観戦を楽しみにしています。

私も学生時代はテニス部で、部活中心の生活をしていたので

子どものサッカーやっている姿をみると

合宿や試合や先輩とのあれこれを思い出し

とても懐かしい感じがします。

駒沢オリンピック公園や、大井ふ頭中央海浜公園など

大きな公園に行けるときは特に好きで

樹々に癒される感じがとても気持ちよく

愛犬のモコも公園を楽しんでいます。

あとカメラ女子（おばさん）もしています。

サッカーしている姿とか撮るのが好きです。

カメラの基本がまだわかっていないので

時間があったらカメラ教室に行ってみたいなと

ひそかに思っています。

あと好きなことは、ジャムをつくることです。

子どもを産んでから、果物アレルギーが出てしまい

大好きだったフルーツが・・食べられない・・・泣。

でも、熱を加えることで

山盛り食べても大丈夫なことに気づき

季節のフルーツを鍋でコトコト。

夜な夜なやることがとても幸せです。

たくさんつくるので、

友達におすそ分けするのも楽しみのひとつです。

寒くなってきたので、そろそろ味噌づくりをしようかな♪

#サッカー #公園#カメラ女子#ジャムおばさん#味噌つくるかな?考え中

愛犬モコとたじぼん

手づくりの
レモンカード

取材・文・イラスト　塩浦信太郎

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

4やえはた自然農園 profi le 藤根 正悦・香里 ［ふじね しょうえつ・かおり］

見てね!

1956年、正悦さんは八重畑の地に生まれる。20代の頃、工場のライン設計などを手がけ、その後仲間と会社を立ち上げたものの、
忙しさのあまりからだを壊してしまう。それを機に、以前から興味を持っていた「自然農」を独学。一念発起し、やえはた自然農園
を立ち上げる。もともと農業を行っていた実家の畑の一部で「無肥料、無農薬、無耕作」の実験をスタート。父親や近隣の農家の人
たちにあきれられながらも徐々に収穫があがるようになり、ようやく目標としてきた自然農を実現しつつある。香里さんは東京生
まれで、以前はコンピューターのプログラマーだったが、同じ自然農に興味を持つ仲間として出会い結婚。新たな道が始まりました

岩手県花巻市石鳥谷町八重畑
9-20-5

HP: http:/ /yaehata.com/wp/

Mail: info@yaehata.com

TEL: 0198 – 46 – 9606

やえはた自然農園では無農薬、無肥料、無耕作の農業を行っています。「道

ばたの野草は、何もしなくても毎年きれいな花を咲かせます。農作物も同

じですよ」と語る、オーナーの藤根さん。東日本大震災の経験から人々の

繋がりの大切さを痛感し、敷地内に「農園かふぇ・そら」を自ら建設。現在

では数多くのイベントを行っています。
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www.atomlt.com/catalog/

住まいの金物、取りそろえました。

New!

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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