
www.atomlt.com/catalog/

住まいの金物、取りそろえました。

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

「ATOMNEWS」2019年3月号 Vol. 203 ●編集・発行／アトムリビンテック（株）　ATOMNEWS編集室　〒110-8680　東京都台東区入谷1- 27-4　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ★次号204号（夏号）は2019年6月発行です。 本誌は再生紙・ベジタブルオイルインキを使用しています。

証券コード：3426

住まいの飾り職人“アトムリビンテック株式会社”の広報誌［  アトムニューズ ］

203
2019 SPR ING



ギャラリーショップKANAGU　東京都港区新橋 4‒31‒5　アトムC Sタワー 1階　TEL. 03-3437-7750　Open　月̶金 10時 ̶ 18時　Close　土・日・祝日（土曜営業日はHPをチェック）

kanagu-store.com

2019 SPRING

203 C O N T E N T S

アテナの道具箱

石の神さま仏さま

住まいの中の機構としくみ

CSタワー通信

Vegetable Atelier

古今東西たてものがたり

What is ATOM? 

ごとうゆきの

トーキョー下町探検

オフタイムの過ごし方

3

6

7

9

10

11

15

17

18

今号の表紙 イラスト　歌麿美人画

瀬谷 昌男 ［Masao Seya］

東京都渋谷区原宿生まれ。浮世絵風の

ユニークで癒やし系の作品を生み出し

ているイラストレーター

江戸時代に活躍した浮世絵師、喜多川歌麿。葛飾北斎

と並び称され、繊細で優麗な描線を特徴とする美人画

の大家である。江戸時代、日本建築における金物には、

構造用の補強金物、装飾用飾金具、建具の支持金具や

戸締金具などがある。今号の表紙は、引き戸を開閉す

る際に、不意にハンドルにもたれても、木製ハンドル

が床に接地するしくみの「フリクションハンドル」。扉

の金具紹介であるがご容赦を。

昨年12月にCSタワーにて個展を開催し、今号の「CSタワー通信」に

も登場する、モメンタムファクトリー・Oriiのメタル・クロックです。

銅器製造のまち・富山県高岡市に伝わる技術と、それを受け継いだ代

表・折井宏司さんによるオリジナルの技術を用いて発色させた、薄い

真鍮板。こちらの色合いは「オリイブルー」と呼ばれています。同じ商

品であっても1枚ずつ色や紋様の出方が異なります。

日本に古から伝わる美意識や、物事が移り変わっていく時の流れを感

じられる、Oriiの時計。静かで穏やかな輝きを、皆さまの生活の彩り

に加えてみませんか?

6 time and space ［colorfultimes］

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
3名様にプレゼントいたします。

締め切り　2019年4月30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］　H 300×W 300×D 30 mm　［材質］　真鍮　［重量］　750g　
［販売価格］　18,000円＋消費税　［色］　斑紋ガス青銅色　

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

「都美人酒造」能登杜氏 山内 邦弘さん

許す能力を鍛えよう

木ねじとボルト&ナット

個展「COPPER SCAPE.」と
「木香家展」を行いました
こうさいたい

紅菜苔

栃木県宇都宮市　カトリック松が峰教会

アトムリビンテックって、どんな会社 ? 9

根岸・鴬谷編
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取材・文　倉田ひさし　撮影　吉田周平アテナ（Athena）とは知恵、芸術、工芸をつかさどるギリシャ神話に登場する女神

─

　酒
造
り
の
季
節

　─

　蔵く
ら

人び
と

の
朝
は
、
早
い
。

　真
冬
の
午
前
四
時
。
夜
明
け
前
の
肌
を
刺
す

よ
う
な
寒
さ
と
凛
と
し
た
空
気
の
な
か
、
日
本

酒
造
り
の
作
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
玄
米
を
精
米

し
、洗
い
、水
に
浸
し
て
水
分
を
吸
わ
せ
、こ
甑し

き
と

よ
ば
れ
る
大
き
な
蒸せ

い
籠ろ

で
蒸
す
。
そ
の
後
、
麹

造
り
、
酒し

ゅ
母ぼ

造
り
、も
醪ろ

み
造
り
、
上
槽
＝
搾
り
の

工
程
を
経
て
、
新
酒
に
な
る
ま
で
お
よ
そ
一
か

月
半
。
機
械
化
は
す
す
ん
で
い
る
が
、
重
要
な

部
分
は
す
べ
て
手
作
業
だ
。

「
酒
造
り
は
自
然
が
相
手
な
の
で
、
気
候
や
米

の
質
な
ど
、
毎
年
そ
の
条
件
が
違
う
。
日
に
よ

っ
て
米
の
蒸
し
加
減
も
発
酵
の
状
態
も
変
わ
っ

て
く
る
」。
機
械
で
は
、
そ
の
繊
細
で
微
妙
な

加
減
に
対
応
で
き
な
い
。

　も
っ
と
も
重
要
な
の
が
、
蒸
米
に
麹
菌
を
つ

け
る
麹
造
り
の
工
程
。「
ど
ん
な
麹
が
で
き
た

か
で
、
酒
の
性
格
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
。
酒
造

り
の
八
〜
九
割
の
部
分
は
、
麹
の
良
し
あ
し
が

占
め
て
い
る
」。
一
麹
、
二
酛も

と

、
三
造
り
と
い
わ

れ
る
所
以
で
あ
る
。

　シ
ャ
ー
レ
に
と
っ
た
麹
を
ラ
イ
ト
パ
ネ
ル
に

置
き
、
ル
ー
ペ
で
菌
の
育
ち
ぐ
あ
い
を
確
認
す

る
。
杜と

う氏じ

の
道
具
箱
の
必
需
品
だ
。

─

　美
酒
と
交
響
曲

　─

　一
連
の
作
業
は
夕
方
に
一
区
切
り
つ
く
。
だ

が
、
麹
や
酒
母
、
醪
な
ど
の
状
態
の
チ
ェ
ッ
ク

は
つ
ね
に
欠
か
せ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
寝
ず
の
番

で
監
視
、
点
検
、
調
整
を
繰
り
か
え
す
。「
作
業

の
合
間
、
こ
ま
ぎ
れ
に
睡
眠
を
と
る
毎
日
が
、

仕
込
み
開
始
の
十
一
月
か
ら
三
月
末
ま
で
」。

ほ
ぼ
半
年
間
は
、
家
に
も
帰
れ
ず
、
蔵
人
と
と

も
に
宿
舎
で
寝
起
き
す
る
共
同
生
活
が
つ
づ
く

の
だ
。

　杜
氏
と
は
「
た
と
え
ば
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指

揮
者
の
よ
う
な
存
在
」
だ
と
い
う
。「
蔵
人
は

バ
イ
オ
リ
ン
や
フ
ル
ー
ト
や
ピ
ア
ノ
な
ど
、
酒

造
り
で
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
の
演
奏
者
」。
そ

の
蔵
人
を
統
括
し
て
目
標
と
す
る
酒
を
醸か

も

し
て

い
く
の
が
杜
氏
の
仕
事
だ
。

「
で
き
た
酒
が
良
く
て
も
悪
く
て
も
、
す
べ
て

の
責
任
は
杜
氏
が
負
う
」。
そ
れ
だ
け
の
権
限

と
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
。
か
く
し
て
蔵
人

た
ち
が
奏
で
る
交
響
曲
が
、
美
酒
と
な
っ
て
誕

生
す
る
。

　
─

　能
登
杜
氏
の
道

　─

　み
ず
か
ら
の
進
路
を
決
め
た
の
は
、
就
職
活

動
中
だ
っ
た
。
大
学
院
で
分
子
生
物
学
を
学
ん

だ
の
ち
、
就
活
で
酒
蔵
に
も
出
か
け
た
。
そ
の

と
き
出
合
っ
た
酒
の
美
味
し
さ
に
驚
き
「
こ
こ

に
勤
め
た
ら
、美
味
し
い
お
酒
が
毎
日
飲
め
る
」。

即
決
で
就
職
を
決
め
た
。「
帰
り
道
が
楽
し
か

っ
た
。
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
る
お
酒
だ
っ
た
」。

以
来
、
酒
造
り
の
研
鑽
の
日
々
が
つ
づ
く
こ
と

に
な
る
。

の
杜
氏
に
着
任
し
た
と
き
、
蔵
元
に
「
い
つ
の

日
か
銘
醸
蔵
と
呼
ば
れ
る
日
ま
で
、
若
い
杜
氏

と
夢
を
追
い
た
い
」
と
言
わ
れ
た
。
目
標
と
す

る
の
は
「
飲
ん
で
幸
せ
を
感
じ
る
お
酒
、
心
に

響
く
お
酒
」。
就
活
時
代
に
初
め
て
出
合
っ
た
、

あ
の
日
の
美
酒
の
よ
う
に
。

　そ
の
夢
を
追
い
つ
づ
け
、
伝
統
と
革
新
の
日

本
酒
造
り
に
挑
む
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

KUNIHIRO YAMAUCHI

アテナの道具箱夢を醸す

山内 邦弘

vol. IX

1977年京都市生まれ。専門学校卒業後、京都大学大学院の研究室で分
子生物学を学ぶ。滋賀県「近江酒造」、石川県「鹿野酒造」を経て、2007

年に兵庫県南あわじ市の「都美人酒造」の杜氏に。着任した年の「全国
新酒鑑評会」で金賞を受賞。昨年の「インターナショナル・ワイン・チャ
レンジ2018」SAKE部門でも金賞を獲得した。

「都美人酒造」能登杜氏

　杜
氏
と
し
て
の
生
き
方
が
定
ま
っ
た
の
は

「
山や

ま

廃は
い

仕
込
み
」
の
日
本
酒
の
魅
力
に
目
覚
め

た
か
ら
だ
。
山
廃
と
は
日
本
酒
の
も
と
と
な
る

酒
母
造
り
で
、
天
然
の
乳
酸
菌
を
時
間
と
手
間

を
か
け
て
培
養
し
、
力
強
い
酵
母
を
育
て
る
技

法
。「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ろ
や
か
な
旨
み
と

コ
ク
、
き
め
細
か
な
味
わ
い
で
キ
レ
の
い
い
お

酒
に
な
る
」。
米
の
滋
味
を
、
酒
の
味
と
香
り

に
活
か
す
伝
統
的
な
技
に
惹
か
れ
た
の
だ
。

　そ
の
技
を
極
め
る
た
め
、「
山
廃
の
神
様
」

と
称
さ
れ
る
能
登
杜
氏
・
農
口
尚
彦
氏
の
も
と

に
弟
子
入
り
し
た
。
教
え
は
厳
し
く
、
蔵
人
が

三
日
で
夜
逃
げ
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
ほ
ど
。

そ
の
師
の
薫
陶
を
受
け
、
山
廃
の
奥
義
を
学
ん

だ
。
現
在
、「
都
美
人
酒
造
」
の
主
力
は
山
廃

に
よ
る
も
の
だ
。

─

　心
に
響
く
酒

　─

　そ
も
そ
も
酒
造
り
の
技
術
は
、
す
べ
て
先
人

た
ち
の
知
恵
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。「
で
も
伝

統
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
残
せ
ば
い
い
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
杜
氏

が
時
代
に
あ
っ
た
工
夫
や
改
革
を
加
え
、
次
の

世
代
に
渡
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
」。
そ
の
想

い
を
カ
タ
チ
に
す
べ
く
、
昔
な
が
ら
の
木
の
麹

室
を
断
熱
パ
ネ
ル
の
麹
室
に
変
え
た
。
理
想
と

す
る
麹
造
り
の
た
め
の
決
断
だ
っ
た
。

　十
二
年
前
、
二
十
九
歳
で
「
都
美
人
酒
造
」
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も
重
要
な
の
が
、
蒸
米
に
麹
菌
を
つ

け
る
麹
造
り
の
工
程
。「
ど
ん
な
麹
が
で
き
た

か
で
、
酒
の
性
格
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
。
酒
造

り
の
八
〜
九
割
の
部
分
は
、
麹
の
良
し
あ
し
が

占
め
て
い
る
」。
一
麹
、
二
酛も

と

、
三
造
り
と
い
わ

れ
る
所
以
で
あ
る
。

　シ
ャ
ー
レ
に
と
っ
た
麹
を
ラ
イ
ト
パ
ネ
ル
に

置
き
、
ル
ー
ペ
で
菌
の
育
ち
ぐ
あ
い
を
確
認
す

る
。
杜と

う氏じ

の
道
具
箱
の
必
需
品
だ
。

─

　美
酒
と
交
響
曲

　─

　一
連
の
作
業
は
夕
方
に
一
区
切
り
つ
く
。
だ

が
、
麹
や
酒
母
、
醪
な
ど
の
状
態
の
チ
ェ
ッ
ク

は
つ
ね
に
欠
か
せ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
寝
ず
の
番

で
監
視
、
点
検
、
調
整
を
繰
り
か
え
す
。「
作
業

の
合
間
、
こ
ま
ぎ
れ
に
睡
眠
を
と
る
毎
日
が
、

仕
込
み
開
始
の
十
一
月
か
ら
三
月
末
ま
で
」。

ほ
ぼ
半
年
間
は
、
家
に
も
帰
れ
ず
、
蔵
人
と
と

も
に
宿
舎
で
寝
起
き
す
る
共
同
生
活
が
つ
づ
く

の
だ
。

　杜
氏
と
は
「
た
と
え
ば
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指

揮
者
の
よ
う
な
存
在
」
だ
と
い
う
。「
蔵
人
は

バ
イ
オ
リ
ン
や
フ
ル
ー
ト
や
ピ
ア
ノ
な
ど
、
酒

造
り
で
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
の
演
奏
者
」。
そ

の
蔵
人
を
統
括
し
て
目
標
と
す
る
酒
を
醸か

も

し
て

い
く
の
が
杜
氏
の
仕
事
だ
。

「
で
き
た
酒
が
良
く
て
も
悪
く
て
も
、
す
べ
て

の
責
任
は
杜
氏
が
負
う
」。
そ
れ
だ
け
の
権
限

と
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
。
か
く
し
て
蔵
人

た
ち
が
奏
で
る
交
響
曲
が
、
美
酒
と
な
っ
て
誕

生
す
る
。

　
─

　能
登
杜
氏
の
道

　─

　み
ず
か
ら
の
進
路
を
決
め
た
の
は
、
就
職
活

動
中
だ
っ
た
。
大
学
院
で
分
子
生
物
学
を
学
ん

だ
の
ち
、
就
活
で
酒
蔵
に
も
出
か
け
た
。
そ
の

と
き
出
合
っ
た
酒
の
美
味
し
さ
に
驚
き
「
こ
こ

に
勤
め
た
ら
、美
味
し
い
お
酒
が
毎
日
飲
め
る
」。

即
決
で
就
職
を
決
め
た
。「
帰
り
道
が
楽
し
か

っ
た
。
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
る
お
酒
だ
っ
た
」。

以
来
、
酒
造
り
の
研
鑽
の
日
々
が
つ
づ
く
こ
と

に
な
る
。

の
杜
氏
に
着
任
し
た
と
き
、
蔵
元
に
「
い
つ
の

日
か
銘
醸
蔵
と
呼
ば
れ
る
日
ま
で
、
若
い
杜
氏

と
夢
を
追
い
た
い
」
と
言
わ
れ
た
。
目
標
と
す

る
の
は
「
飲
ん
で
幸
せ
を
感
じ
る
お
酒
、
心
に

響
く
お
酒
」。
就
活
時
代
に
初
め
て
出
合
っ
た
、

あ
の
日
の
美
酒
の
よ
う
に
。

　そ
の
夢
を
追
い
つ
づ
け
、
伝
統
と
革
新
の
日

本
酒
造
り
に
挑
む
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

KUNIHIRO YAMAUCHI

アテナの道具箱夢を醸す

山内 邦弘

vol. IX

1977年京都市生まれ。専門学校卒業後、京都大学大学院の研究室で分
子生物学を学ぶ。滋賀県「近江酒造」、石川県「鹿野酒造」を経て、2007

年に兵庫県南あわじ市の「都美人酒造」の杜氏に。着任した年の「全国
新酒鑑評会」で金賞を受賞。昨年の「インターナショナル・ワイン・チャ
レンジ2018」SAKE部門でも金賞を獲得した。

「都美人酒造」能登杜氏

　杜
氏
と
し
て
の
生
き
方
が
定
ま
っ
た
の
は

「
山や

ま

廃は
い

仕
込
み
」
の
日
本
酒
の
魅
力
に
目
覚
め

た
か
ら
だ
。
山
廃
と
は
日
本
酒
の
も
と
と
な
る

酒
母
造
り
で
、
天
然
の
乳
酸
菌
を
時
間
と
手
間

を
か
け
て
培
養
し
、
力
強
い
酵
母
を
育
て
る
技

法
。「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ろ
や
か
な
旨
み
と

コ
ク
、
き
め
細
か
な
味
わ
い
で
キ
レ
の
い
い
お

酒
に
な
る
」。
米
の
滋
味
を
、
酒
の
味
と
香
り

に
活
か
す
伝
統
的
な
技
に
惹
か
れ
た
の
だ
。

　そ
の
技
を
極
め
る
た
め
、「
山
廃
の
神
様
」

と
称
さ
れ
る
能
登
杜
氏
・
農
口
尚
彦
氏
の
も
と

に
弟
子
入
り
し
た
。
教
え
は
厳
し
く
、
蔵
人
が

三
日
で
夜
逃
げ
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
ほ
ど
。

そ
の
師
の
薫
陶
を
受
け
、
山
廃
の
奥
義
を
学
ん

だ
。
現
在
、「
都
美
人
酒
造
」
の
主
力
は
山
廃

に
よ
る
も
の
だ
。

─

　心
に
響
く
酒

　─

　そ
も
そ
も
酒
造
り
の
技
術
は
、
す
べ
て
先
人

た
ち
の
知
恵
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。「
で
も
伝

統
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
残
せ
ば
い
い
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
杜
氏

が
時
代
に
あ
っ
た
工
夫
や
改
革
を
加
え
、
次
の

世
代
に
渡
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
」。
そ
の
想

い
を
カ
タ
チ
に
す
べ
く
、
昔
な
が
ら
の
木
の
麹

室
を
断
熱
パ
ネ
ル
の
麹
室
に
変
え
た
。
理
想
と

す
る
麹
造
り
の
た
め
の
決
断
だ
っ
た
。

　十
二
年
前
、
二
十
九
歳
で
「
都
美
人
酒
造
」
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中院　聖観音菩薩 （埼玉県川越市）

蔵の街、川越には、由緒ある立派な寺社もたくさんあります。この

中院も、9世紀以来の歴史を誇る名刹です。美しく整えられた境内

のそこここには、桜の木と素敵な石仏が点在。春爛漫の日にお出か

けしてみませんか。

6JR埼京線・東武東上線「川越駅」より徒歩20分

文・写真　吉田さらさ　

寺と神社の旅研究家。日本各地に取材し、石の神

様、仏様の像の写真を撮って「お言葉」を考えるの

がライフワーク。『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）、『石仏・石の神を旅する』、『長崎の教会』

（いずれもJTBパブリッシング）など、著書多数

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
さ
ま
・
仏
さ
ま
。
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
、
何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。
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許
す
能
力
を
鍛
え
よ
う本

当
に
こ
の
世
は
ひ
ど
い
こ
と
だ
ら
け
。

年
々
、「
許
せ
な
い
!
」
と
思
う
こ
と
が
増
え
て
き
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、
自
分
の
中
の

「
許
す
能
力
」
が
衰
え
て
き
た
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
、
何
か
に
む
か
つ
い
た
ら
、
5
歩
く
ら
い
下
が
っ
て
、

「
み
ん
な
に
許
さ
れ
て
今
こ
こ
に
い
る
自
分
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
の
は
ど
う
か
な
。

そ
の
時
こ
ん
な
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
み
る
と
、

結
局
こ
の
世
っ
て
、
そ
ん
な
に
ひ
ど
い
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ

な
い
と
思
え
て
き
ま
す
よ
。

─

　酒
造
り
の
季
節

　─

　蔵く
ら

人び
と

の
朝
は
、
早
い
。

　真
冬
の
午
前
四
時
。
夜
明
け
前
の
肌
を
刺
す

よ
う
な
寒
さ
と
凛
と
し
た
空
気
の
な
か
、
日
本

酒
造
り
の
作
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
玄
米
を
精
米

し
、洗
い
、水
に
浸
し
て
水
分
を
吸
わ
せ
、こ
甑し

き
と

よ
ば
れ
る
大
き
な
蒸せ

い
籠ろ

で
蒸
す
。
そ
の
後
、
麹

造
り
、
酒し

ゅ
母ぼ

造
り
、も
醪ろ

み
造
り
、
上
槽
＝
搾
り
の

工
程
を
経
て
、
新
酒
に
な
る
ま
で
お
よ
そ
一
か

月
半
。
機
械
化
は
す
す
ん
で
い
る
が
、
重
要
な

部
分
は
す
べ
て
手
作
業
だ
。

「
酒
造
り
は
自
然
が
相
手
な
の
で
、
気
候
や
米

の
質
な
ど
、
毎
年
そ
の
条
件
が
違
う
。
日
に
よ

っ
て
米
の
蒸
し
加
減
も
発
酵
の
状
態
も
変
わ
っ

て
く
る
」。
機
械
で
は
、
そ
の
繊
細
で
微
妙
な

加
減
に
対
応
で
き
な
い
。

　も
っ
と
も
重
要
な
の
が
、
蒸
米
に
麹
菌
を
つ

け
る
麹
造
り
の
工
程
。「
ど
ん
な
麹
が
で
き
た

か
で
、
酒
の
性
格
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
。
酒
造

り
の
八
〜
九
割
の
部
分
は
、
麹
の
良
し
あ
し
が

占
め
て
い
る
」。
一
麹
、
二
酛も

と

、
三
造
り
と
い
わ

れ
る
所
以
で
あ
る
。

　シ
ャ
ー
レ
に
と
っ
た
麹
を
ラ
イ
ト
パ
ネ
ル
に

置
き
、
ル
ー
ペ
で
菌
の
育
ち
ぐ
あ
い
を
確
認
す

る
。
杜と

う氏じ

の
道
具
箱
の
必
需
品
だ
。

─

　美
酒
と
交
響
曲

　─

　一
連
の
作
業
は
夕
方
に
一
区
切
り
つ
く
。
だ

が
、
麹
や
酒
母
、
醪
な
ど
の
状
態
の
チ
ェ
ッ
ク

は
つ
ね
に
欠
か
せ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
寝
ず
の
番

で
監
視
、
点
検
、
調
整
を
繰
り
か
え
す
。「
作
業

の
合
間
、
こ
ま
ぎ
れ
に
睡
眠
を
と
る
毎
日
が
、

仕
込
み
開
始
の
十
一
月
か
ら
三
月
末
ま
で
」。

ほ
ぼ
半
年
間
は
、
家
に
も
帰
れ
ず
、
蔵
人
と
と

も
に
宿
舎
で
寝
起
き
す
る
共
同
生
活
が
つ
づ
く

の
だ
。

　杜
氏
と
は
「
た
と
え
ば
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指

揮
者
の
よ
う
な
存
在
」
だ
と
い
う
。「
蔵
人
は

バ
イ
オ
リ
ン
や
フ
ル
ー
ト
や
ピ
ア
ノ
な
ど
、
酒

造
り
で
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
の
演
奏
者
」。
そ

の
蔵
人
を
統
括
し
て
目
標
と
す
る
酒
を
醸か

も

し
て

い
く
の
が
杜
氏
の
仕
事
だ
。

「
で
き
た
酒
が
良
く
て
も
悪
く
て
も
、
す
べ
て

の
責
任
は
杜
氏
が
負
う
」。
そ
れ
だ
け
の
権
限

と
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
。
か
く
し
て
蔵
人

た
ち
が
奏
で
る
交
響
曲
が
、
美
酒
と
な
っ
て
誕

生
す
る
。

　
─

　能
登
杜
氏
の
道

　─

　み
ず
か
ら
の
進
路
を
決
め
た
の
は
、
就
職
活

動
中
だ
っ
た
。
大
学
院
で
分
子
生
物
学
を
学
ん

だ
の
ち
、
就
活
で
酒
蔵
に
も
出
か
け
た
。
そ
の

と
き
出
合
っ
た
酒
の
美
味
し
さ
に
驚
き
「
こ
こ

に
勤
め
た
ら
、美
味
し
い
お
酒
が
毎
日
飲
め
る
」。

即
決
で
就
職
を
決
め
た
。「
帰
り
道
が
楽
し
か

っ
た
。
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
る
お
酒
だ
っ
た
」。

以
来
、
酒
造
り
の
研
鑽
の
日
々
が
つ
づ
く
こ
と

に
な
る
。

の
杜
氏
に
着
任
し
た
と
き
、
蔵
元
に
「
い
つ
の

日
か
銘
醸
蔵
と
呼
ば
れ
る
日
ま
で
、
若
い
杜
氏

と
夢
を
追
い
た
い
」
と
言
わ
れ
た
。
目
標
と
す

る
の
は
「
飲
ん
で
幸
せ
を
感
じ
る
お
酒
、
心
に

響
く
お
酒
」。
就
活
時
代
に
初
め
て
出
合
っ
た
、

あ
の
日
の
美
酒
の
よ
う
に
。

　そ
の
夢
を
追
い
つ
づ
け
、
伝
統
と
革
新
の
日

本
酒
造
り
に
挑
む
。

　杜
氏
と
し
て
の
生
き
方
が
定
ま
っ
た
の
は

「
山や

ま

廃は
い

仕
込
み
」
の
日
本
酒
の
魅
力
に
目
覚
め

た
か
ら
だ
。
山
廃
と
は
日
本
酒
の
も
と
と
な
る

酒
母
造
り
で
、
天
然
の
乳
酸
菌
を
時
間
と
手
間

を
か
け
て
培
養
し
、
力
強
い
酵
母
を
育
て
る
技

法
。「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ろ
や
か
な
旨
み
と

コ
ク
、
き
め
細
か
な
味
わ
い
で
キ
レ
の
い
い
お

酒
に
な
る
」。
米
の
滋
味
を
、
酒
の
味
と
香
り

に
活
か
す
伝
統
的
な
技
に
惹
か
れ
た
の
だ
。

　そ
の
技
を
極
め
る
た
め
、「
山
廃
の
神
様
」

と
称
さ
れ
る
能
登
杜
氏
・
農
口
尚
彦
氏
の
も
と

に
弟
子
入
り
し
た
。
教
え
は
厳
し
く
、
蔵
人
が

三
日
で
夜
逃
げ
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
ほ
ど
。

そ
の
師
の
薫
陶
を
受
け
、
山
廃
の
奥
義
を
学
ん

だ
。
現
在
、「
都
美
人
酒
造
」
の
主
力
は
山
廃

に
よ
る
も
の
だ
。

─

　心
に
響
く
酒

　─

　そ
も
そ
も
酒
造
り
の
技
術
は
、
す
べ
て
先
人

た
ち
の
知
恵
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。「
で
も
伝

統
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
残
せ
ば
い
い
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
杜
氏

が
時
代
に
あ
っ
た
工
夫
や
改
革
を
加
え
、
次
の

世
代
に
渡
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
」。
そ
の
想

い
を
カ
タ
チ
に
す
べ
く
、
昔
な
が
ら
の
木
の
麹

室
を
断
熱
パ
ネ
ル
の
麹
室
に
変
え
た
。
理
想
と

す
る
麹
造
り
の
た
め
の
決
断
だ
っ
た
。

　十
二
年
前
、
二
十
九
歳
で
「
都
美
人
酒
造
」
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中院　聖観音菩薩 （埼玉県川越市）

蔵の街、川越には、由緒ある立派な寺社もたくさんあります。この

中院も、9世紀以来の歴史を誇る名刹です。美しく整えられた境内

のそこここには、桜の木と素敵な石仏が点在。春爛漫の日にお出か

けしてみませんか。

6JR埼京線・東武東上線「川越駅」より徒歩20分

文・写真　吉田さらさ　

寺と神社の旅研究家。日本各地に取材し、石の神

様、仏様の像の写真を撮って「お言葉」を考えるの

がライフワーク。『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）、『石仏・石の神を旅する』、『長崎の教会』

（いずれもJTBパブリッシング）など、著書多数

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
さ
ま
・
仏
さ
ま
。
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
、
何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。
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許
す
能
力
を
鍛
え
よ
う本

当
に
こ
の
世
は
ひ
ど
い
こ
と
だ
ら
け
。

年
々
、「
許
せ
な
い
!
」
と
思
う
こ
と
が
増
え
て
き
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、
自
分
の
中
の

「
許
す
能
力
」
が
衰
え
て
き
た
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
、
何
か
に
む
か
つ
い
た
ら
、
5
歩
く
ら
い
下
が
っ
て
、

「
み
ん
な
に
許
さ
れ
て
今
こ
こ
に
い
る
自
分
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
の
は
ど
う
か
な
。

そ
の
時
こ
ん
な
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
み
る
と
、

結
局
こ
の
世
っ
て
、
そ
ん
な
に
ひ
ど
い
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ

な
い
と
思
え
て
き
ま
す
よ
。

─

　酒
造
り
の
季
節

　─

　蔵く
ら

人び
と

の
朝
は
、
早
い
。

　真
冬
の
午
前
四
時
。
夜
明
け
前
の
肌
を
刺
す

よ
う
な
寒
さ
と
凛
と
し
た
空
気
の
な
か
、
日
本

酒
造
り
の
作
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
玄
米
を
精
米

し
、洗
い
、水
に
浸
し
て
水
分
を
吸
わ
せ
、こ
甑し

き
と

よ
ば
れ
る
大
き
な
蒸せ

い
籠ろ

で
蒸
す
。
そ
の
後
、
麹

造
り
、
酒し

ゅ
母ぼ

造
り
、も
醪ろ

み
造
り
、
上
槽
＝
搾
り
の

工
程
を
経
て
、
新
酒
に
な
る
ま
で
お
よ
そ
一
か

月
半
。
機
械
化
は
す
す
ん
で
い
る
が
、
重
要
な

部
分
は
す
べ
て
手
作
業
だ
。

「
酒
造
り
は
自
然
が
相
手
な
の
で
、
気
候
や
米

の
質
な
ど
、
毎
年
そ
の
条
件
が
違
う
。
日
に
よ

っ
て
米
の
蒸
し
加
減
も
発
酵
の
状
態
も
変
わ
っ

て
く
る
」。
機
械
で
は
、
そ
の
繊
細
で
微
妙
な

加
減
に
対
応
で
き
な
い
。

　も
っ
と
も
重
要
な
の
が
、
蒸
米
に
麹
菌
を
つ

け
る
麹
造
り
の
工
程
。「
ど
ん
な
麹
が
で
き
た

か
で
、
酒
の
性
格
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
。
酒
造

り
の
八
〜
九
割
の
部
分
は
、
麹
の
良
し
あ
し
が

占
め
て
い
る
」。
一
麹
、
二
酛も

と

、
三
造
り
と
い
わ

れ
る
所
以
で
あ
る
。

　シ
ャ
ー
レ
に
と
っ
た
麹
を
ラ
イ
ト
パ
ネ
ル
に

置
き
、
ル
ー
ペ
で
菌
の
育
ち
ぐ
あ
い
を
確
認
す

る
。
杜と

う氏じ

の
道
具
箱
の
必
需
品
だ
。

─

　美
酒
と
交
響
曲

　─

　一
連
の
作
業
は
夕
方
に
一
区
切
り
つ
く
。
だ

が
、
麹
や
酒
母
、
醪
な
ど
の
状
態
の
チ
ェ
ッ
ク

は
つ
ね
に
欠
か
せ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
寝
ず
の
番

で
監
視
、
点
検
、
調
整
を
繰
り
か
え
す
。「
作
業

の
合
間
、
こ
ま
ぎ
れ
に
睡
眠
を
と
る
毎
日
が
、

仕
込
み
開
始
の
十
一
月
か
ら
三
月
末
ま
で
」。

ほ
ぼ
半
年
間
は
、
家
に
も
帰
れ
ず
、
蔵
人
と
と

も
に
宿
舎
で
寝
起
き
す
る
共
同
生
活
が
つ
づ
く

の
だ
。

　杜
氏
と
は
「
た
と
え
ば
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指

揮
者
の
よ
う
な
存
在
」
だ
と
い
う
。「
蔵
人
は

バ
イ
オ
リ
ン
や
フ
ル
ー
ト
や
ピ
ア
ノ
な
ど
、
酒

造
り
で
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
の
演
奏
者
」。
そ

の
蔵
人
を
統
括
し
て
目
標
と
す
る
酒
を
醸か

も

し
て

い
く
の
が
杜
氏
の
仕
事
だ
。

「
で
き
た
酒
が
良
く
て
も
悪
く
て
も
、
す
べ
て

の
責
任
は
杜
氏
が
負
う
」。
そ
れ
だ
け
の
権
限

と
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
。
か
く
し
て
蔵
人

た
ち
が
奏
で
る
交
響
曲
が
、
美
酒
と
な
っ
て
誕

生
す
る
。

　
─

　能
登
杜
氏
の
道

　─

　み
ず
か
ら
の
進
路
を
決
め
た
の
は
、
就
職
活

動
中
だ
っ
た
。
大
学
院
で
分
子
生
物
学
を
学
ん

だ
の
ち
、
就
活
で
酒
蔵
に
も
出
か
け
た
。
そ
の

と
き
出
合
っ
た
酒
の
美
味
し
さ
に
驚
き
「
こ
こ

に
勤
め
た
ら
、美
味
し
い
お
酒
が
毎
日
飲
め
る
」。

即
決
で
就
職
を
決
め
た
。「
帰
り
道
が
楽
し
か

っ
た
。
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
る
お
酒
だ
っ
た
」。

以
来
、
酒
造
り
の
研
鑽
の
日
々
が
つ
づ
く
こ
と

に
な
る
。

の
杜
氏
に
着
任
し
た
と
き
、
蔵
元
に
「
い
つ
の

日
か
銘
醸
蔵
と
呼
ば
れ
る
日
ま
で
、
若
い
杜
氏

と
夢
を
追
い
た
い
」
と
言
わ
れ
た
。
目
標
と
す

る
の
は
「
飲
ん
で
幸
せ
を
感
じ
る
お
酒
、
心
に

響
く
お
酒
」。
就
活
時
代
に
初
め
て
出
合
っ
た
、

あ
の
日
の
美
酒
の
よ
う
に
。

　そ
の
夢
を
追
い
つ
づ
け
、
伝
統
と
革
新
の
日

本
酒
造
り
に
挑
む
。

　杜
氏
と
し
て
の
生
き
方
が
定
ま
っ
た
の
は

「
山や

ま

廃は
い

仕
込
み
」
の
日
本
酒
の
魅
力
に
目
覚
め

た
か
ら
だ
。
山
廃
と
は
日
本
酒
の
も
と
と
な
る

酒
母
造
り
で
、
天
然
の
乳
酸
菌
を
時
間
と
手
間

を
か
け
て
培
養
し
、
力
強
い
酵
母
を
育
て
る
技

法
。「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ろ
や
か
な
旨
み
と

コ
ク
、
き
め
細
か
な
味
わ
い
で
キ
レ
の
い
い
お

酒
に
な
る
」。
米
の
滋
味
を
、
酒
の
味
と
香
り

に
活
か
す
伝
統
的
な
技
に
惹
か
れ
た
の
だ
。

　そ
の
技
を
極
め
る
た
め
、「
山
廃
の
神
様
」

と
称
さ
れ
る
能
登
杜
氏
・
農
口
尚
彦
氏
の
も
と

に
弟
子
入
り
し
た
。
教
え
は
厳
し
く
、
蔵
人
が

三
日
で
夜
逃
げ
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
ほ
ど
。

そ
の
師
の
薫
陶
を
受
け
、
山
廃
の
奥
義
を
学
ん

だ
。
現
在
、「
都
美
人
酒
造
」
の
主
力
は
山
廃

に
よ
る
も
の
だ
。

─

　心
に
響
く
酒

　─

　そ
も
そ
も
酒
造
り
の
技
術
は
、
す
べ
て
先
人

た
ち
の
知
恵
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。「
で
も
伝

統
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
残
せ
ば
い
い
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
杜
氏

が
時
代
に
あ
っ
た
工
夫
や
改
革
を
加
え
、
次
の

世
代
に
渡
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
」。
そ
の
想

い
を
カ
タ
チ
に
す
べ
く
、
昔
な
が
ら
の
木
の
麹

室
を
断
熱
パ
ネ
ル
の
麹
室
に
変
え
た
。
理
想
と

す
る
麹
造
り
の
た
め
の
決
断
だ
っ
た
。

　十
二
年
前
、
二
十
九
歳
で
「
都
美
人
酒
造
」
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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

住
ま
い
の
中
の

機
構
と
し
く
み

　桧
板
の
色
つ
や
を
見
る
と
、
ど
こ
か
日
本
的
な
美
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
に

加
え
、
独
特
の
芳
香
は
癒
や
し
の
効
果
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
す
。

　桧
と
い
う
名
称
の
由
来
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
火
を
お
こ
す
の
に
使
わ
れ
て

い
た「
火
の
木
」や
、「
日
の
木
」つ
ま
り
尊
い
木
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
と
て
も
身
近
な
木
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
木
は
寺
社
な
ど
の
仏
像
な
ど
に
も
多
く
使
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
樹
齢
が
百
年
以
上
の
桧
は
、
伐
採
後
、
千
年
は
使
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
桧
が
多
用
さ
れ
た
法
隆
寺
の
金
堂
や
五
重

塔
は
千
年
以
上
の
時
が
経
っ
て
も
、
世
界
最
古
の
木
造
建
築
物
（
国
宝
）
と
し
て

存
在
し
続
け
て
い
る
の
で
す
。

監
修

　石
塚
典
男
（
木
香
家
）

桧
（
ヒ
ノ
キ
）

気になる木のはなし気になる木のはなし 2
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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

甘
く
、ほ
ろ
苦
い
風
味
が
特
徴
。

春
ら
し
さ
満
点
、紅
菜
苔
。

鮮
や
か
な
紫
が
食
卓
に
映
え
る
、

菜
花
の
一
種
、
紅こ

う

菜さ
い

苔た
い

。

歯
ご
た
え
の
あ
る
茎
を
い
た
だ
く
野
菜
で
す
が

蕾
も
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
ま
す
。

紅
菜
苔
の
特
徴
は
ず
ば
り
、
そ
の
味
わ
い
。

口
に
広
が
る
ま
ろ
や
か
な
甘
み
に
、

そ
の
後
鼻
に
抜
け
て
い
く
爽
や
か
な
香
り
。

菜
花
ら
し
い
、
ほ
ろ
苦
さ
も
相
ま
っ
て
、

ど
こ
か
〝
出
汁
〞
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る

風
味
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
ん
な
紅
菜
苔
、
お
す
す
め
の
食
べ
方
は

も
ち
ろ
ん
、
生
食
。

ア
ン
チ
ョ
ビ
と
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
で

サ
ラ
ダ
が
い
ち
ば
ん
。

も
し
く
は
白
身
魚
と
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
も

い
い
で
す
ね
。

複
雑
に
絡
み
合
う
香
り
と
味
、

彩
り
も
楽
し
い
。

新
し
い
こ
と
が
始
ま
る
季
節
に

ぴ
っ
た
り
の
野
菜
で
す
。

ベジタブルアトリエ

photo by 吉田周平　文 島仲こすも

JR・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新橋駅」より徒歩8分
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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（土曜営業日はHPをチェック）

銅
器
製
造
の
ま
ち
・
富
山
県
高
岡
市
に
て
、

　
　
　伝
統
的
な
銅
着
色
の
技
術
を
用
い
て
、

ク
ラ
フ
ト
や
建
築
マ
テ
リ
ア
ル
の
製
作
・
施
工

を
行
う
モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・O

rii

。

近
年
は
代
表
・
折
井
宏
司
さ
ん
が
厚
さ
1
ミ
リ

以
下
の
銅
・
真
鍮
板
を
発
色
さ
せ
る
技
術
を
開

発
、
そ
の
独
特
な
発
色
が
注
目
を
集
め
て
い
ま

す
。
特
に
印
象
的
な
青
色
は
「
オ
リ
イ
ブ
ル
ー
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　そ
ん
な
モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・O

rii

に
よ
る
個
展 「C

O
P

P
E

R
 S

C
A

P
E

.

」が
、昨
年

12
月
11
日
か
ら
14 
日
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

ブ
ラ
ン
ド
の
個
展
と
し
て
は
、
お
よ
そ
5
年
半

ぶ
り
。
今
回
は
、
特
に
思
い
入
れ
の
あ
る
施
工

個展「COPPER SCAPE.」と「木香家展」を行いました

事
例
や
他
企
業
・
ブ
ラ
ン
ド
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム
を
中
心
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

ギ
タ
ー
の
ピ
ッ
ク
ガ
ー
ド
や
、
バ
ッ
グ
の
装
飾
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー
…
。
こ
れ
ま
で
銅
が
用
い
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
部
分
に
も
自
然
に
溶
け
込
み
、

か
つ
そ
の
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

　会
場
内
に
は
、
折
井
さ
ん
が
今
回
の
個
展
の

た
め
に
製
作
し
た
大
き
な
ア
ー
ト
作
品
も
展
示
。

テ
ー
マ
は
、
ホ
タ
ル
イ
カ
が
き
ら
め
く
真
っ
黒

な
富
山
湾
や
山
々
の
新
緑
、
夕
陽
が
落
ち
て
い

く
日
本
海
、
雪
が
積
も
っ
た
北
ア
ル
プ
ス
な
ど
。

「
富
山
の
自
然
・
四
季
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作

品
群
で
す
が
、
な
か
に
は
作
品
に
自
分
の
故
郷

の
自
然
を
重
ね
て
見
る
人
も
あ
っ
た
の
だ
と
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
折
井
さ
ん
は
「
見
方
は
自
由

だ
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
唯
一
無
二
の
輝
き
を

持
ち
な
が
ら
、
誰
の
心
に
も
寄
り
添
う
。
奥
深

く
美
し
い
、
銅
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

東
京
都
板
橋
区
、
木
工
の
オ
ー
ダ
ー
メ
イ

　
　
　ド
家
具
等
を
製
作
す
る
木
香
家
。
オ
ー

プ
ン
15
周
年
を
記
念
し
、
昨
年
12
月
18
日
か
ら

23
日
に
か
け
て「
木
香
家
展
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　銘
木
の
家
具
を
中
心
と
し
た
作
品
が
静
か
に

並
び
、
会
場
は
ど
こ
か
荘
厳
な
空
気
に
包
ま
れ

て
い
ま
し
た
。
入
り
口
付
近
に
展
示
さ
れ
て
い

た
木
香
家
設
立
趣
意
の
一
文
に
は
「『
伝
統
文

化
』と『
近
代
文
明
』の
調
和
を
図
る
努
力
」「
共

感
、
共
有
、
調
和
」
と
い
う
文
言
が
。
そ
の
言

葉
通
り
、
伝
統
的
な
技
術
で
製
作
さ
れ
た
家
具

た
ち
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
あ
り
な
が
ら
、
現
代
の

暮
ら
し
に
も
し
っ
く
り
と
馴
染
み
そ
う
な
も
の

ば
か
り
で
す
。

　代
表
の
石
塚
典
男
さ
ん
は
、
丹
精
込
め
て
作

り
上
げ
た
家
具
を
引
き
渡
す
瞬
間
は
娘
を
嫁
に

出
す
よ
う
な
感
覚
に
な
る
の
だ
そ
う
。
そ
の
一

方
で
「
そ
の
人
に
嫁
入
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
家
具
は
最
初
か
ら
そ
の
人
の
た
め
に
あ
っ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
」「
オ
ー
ダ
ー
家
具
は
お
客

さ
ん
と
の
合
作
」
と
も
語
っ
て
い
ま
す
。
実
際

に
、
展
示
中
に
嫁
入
り
先
が
決
ま
っ
た
作
品
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　そ
ん
な
な
か
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
て
い
た

の
が
、
会
場
奥
に
飾
ら
れ
た
書
道
作
品
の
よ
う

な
一
品
。
人
間
国
宝
に
も
認
定
さ
れ
た
染
色
工

芸
家
・
芹
沢
銈
介
氏
の
下
絵
を
基
に
製
作
さ
れ

た
オ
ブ
ジ
ェ
で
、「
安
」
と
い
う
一
文
字
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
石
塚
さ
ん
が
芹
沢
氏
と

お
母
様
へ
感
謝
の
想
い
か
ら
生
ま
れ
た
品
。
一

枚
板
に
彫
り
と
染
め
で
文
様
を
形
成
し
て
お
り
、

作
品
が
飾
ら
れ
た
一
角
か
ら
は
ど
こ
か
神
棚
の

よ
う
な
趣
が
。
自
然
と
共
存
し
な
が
ら
生
き
て

き
た
、
日
本
の
古
き
良

き
文
化
が
感
じ
ら
れ
る

展
示
会
と
な
り
ま
し
た
。

折井宏司 モメンタムファクトリ
ー・Orii代表。銅・真鍮板を発色
させる技術を開発し、オリジナル
クラフト作品を製作。

石塚典男 木香家（もっこうや）代
表。天然木一枚板、銘木、無垢材
を用いたオリジナル、オーダー
メイド家具を製作。
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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

甘
く
、ほ
ろ
苦
い
風
味
が
特
徴
。

春
ら
し
さ
満
点
、紅
菜
苔
。

鮮
や
か
な
紫
が
食
卓
に
映
え
る
、

菜
花
の
一
種
、
紅こ

う

菜さ
い

苔た
い

。

歯
ご
た
え
の
あ
る
茎
を
い
た
だ
く
野
菜
で
す
が

蕾
も
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
ま
す
。

紅
菜
苔
の
特
徴
は
ず
ば
り
、
そ
の
味
わ
い
。

口
に
広
が
る
ま
ろ
や
か
な
甘
み
に
、

そ
の
後
鼻
に
抜
け
て
い
く
爽
や
か
な
香
り
。

菜
花
ら
し
い
、
ほ
ろ
苦
さ
も
相
ま
っ
て
、

ど
こ
か
〝
出
汁
〞
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る

風
味
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
ん
な
紅
菜
苔
、
お
す
す
め
の
食
べ
方
は

も
ち
ろ
ん
、
生
食
。

ア
ン
チ
ョ
ビ
と
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
で

サ
ラ
ダ
が
い
ち
ば
ん
。

も
し
く
は
白
身
魚
と
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
も

い
い
で
す
ね
。

複
雑
に
絡
み
合
う
香
り
と
味
、

彩
り
も
楽
し
い
。

新
し
い
こ
と
が
始
ま
る
季
節
に

ぴ
っ
た
り
の
野
菜
で
す
。

ベジタブルアトリエ

photo by 吉田周平　文 島仲こすも

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（土曜営業日はHPをチェック）

銅
器
製
造
の
ま
ち
・
富
山
県
高
岡
市
に
て
、

　
　
　伝
統
的
な
銅
着
色
の
技
術
を
用
い
て
、

ク
ラ
フ
ト
や
建
築
マ
テ
リ
ア
ル
の
製
作
・
施
工

を
行
う
モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・O

rii

。

近
年
は
代
表
・
折
井
宏
司
さ
ん
が
厚
さ
1
ミ
リ

以
下
の
銅
・
真
鍮
板
を
発
色
さ
せ
る
技
術
を
開

発
、
そ
の
独
特
な
発
色
が
注
目
を
集
め
て
い
ま

す
。
特
に
印
象
的
な
青
色
は
「
オ
リ
イ
ブ
ル
ー
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　そ
ん
な
モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・O

rii

に
よ
る
個
展 「C

O
P

P
E

R
 S

C
A

P
E

.

」が
、昨
年

12
月
11
日
か
ら
14 
日
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

ブ
ラ
ン
ド
の
個
展
と
し
て
は
、
お
よ
そ
5
年
半

ぶ
り
。
今
回
は
、
特
に
思
い
入
れ
の
あ
る
施
工

個展「COPPER SCAPE.」と「木香家展」を行いました

事
例
や
他
企
業
・
ブ
ラ
ン
ド
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム
を
中
心
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

ギ
タ
ー
の
ピ
ッ
ク
ガ
ー
ド
や
、
バ
ッ
グ
の
装
飾
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー
…
。
こ
れ
ま
で
銅
が
用
い
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
部
分
に
も
自
然
に
溶
け
込
み
、

か
つ
そ
の
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

　会
場
内
に
は
、
折
井
さ
ん
が
今
回
の
個
展
の

た
め
に
製
作
し
た
大
き
な
ア
ー
ト
作
品
も
展
示
。

テ
ー
マ
は
、
ホ
タ
ル
イ
カ
が
き
ら
め
く
真
っ
黒

な
富
山
湾
や
山
々
の
新
緑
、
夕
陽
が
落
ち
て
い

く
日
本
海
、
雪
が
積
も
っ
た
北
ア
ル
プ
ス
な
ど
。

「
富
山
の
自
然
・
四
季
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作

品
群
で
す
が
、
な
か
に
は
作
品
に
自
分
の
故
郷

の
自
然
を
重
ね
て
見
る
人
も
あ
っ
た
の
だ
と
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
折
井
さ
ん
は
「
見
方
は
自
由

だ
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
唯
一
無
二
の
輝
き
を

持
ち
な
が
ら
、
誰
の
心
に
も
寄
り
添
う
。
奥
深

く
美
し
い
、
銅
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

東
京
都
板
橋
区
、
木
工
の
オ
ー
ダ
ー
メ
イ

　
　
　ド
家
具
等
を
製
作
す
る
木
香
家
。
オ
ー

プ
ン
15
周
年
を
記
念
し
、
昨
年
12
月
18
日
か
ら

23
日
に
か
け
て「
木
香
家
展
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　銘
木
の
家
具
を
中
心
と
し
た
作
品
が
静
か
に

並
び
、
会
場
は
ど
こ
か
荘
厳
な
空
気
に
包
ま
れ

て
い
ま
し
た
。
入
り
口
付
近
に
展
示
さ
れ
て
い

た
木
香
家
設
立
趣
意
の
一
文
に
は
「『
伝
統
文

化
』と『
近
代
文
明
』の
調
和
を
図
る
努
力
」「
共

感
、
共
有
、
調
和
」
と
い
う
文
言
が
。
そ
の
言

葉
通
り
、
伝
統
的
な
技
術
で
製
作
さ
れ
た
家
具

た
ち
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
あ
り
な
が
ら
、
現
代
の

暮
ら
し
に
も
し
っ
く
り
と
馴
染
み
そ
う
な
も
の

ば
か
り
で
す
。

　代
表
の
石
塚
典
男
さ
ん
は
、
丹
精
込
め
て
作

り
上
げ
た
家
具
を
引
き
渡
す
瞬
間
は
娘
を
嫁
に

出
す
よ
う
な
感
覚
に
な
る
の
だ
そ
う
。
そ
の
一

方
で
「
そ
の
人
に
嫁
入
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
家
具
は
最
初
か
ら
そ
の
人
の
た
め
に
あ
っ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
」「
オ
ー
ダ
ー
家
具
は
お
客

さ
ん
と
の
合
作
」
と
も
語
っ
て
い
ま
す
。
実
際

に
、
展
示
中
に
嫁
入
り
先
が
決
ま
っ
た
作
品
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　そ
ん
な
な
か
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
て
い
た

の
が
、
会
場
奥
に
飾
ら
れ
た
書
道
作
品
の
よ
う

な
一
品
。
人
間
国
宝
に
も
認
定
さ
れ
た
染
色
工

芸
家
・
芹
沢
銈
介
氏
の
下
絵
を
基
に
製
作
さ
れ

た
オ
ブ
ジ
ェ
で
、「
安
」
と
い
う
一
文
字
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
石
塚
さ
ん
が
芹
沢
氏
と

お
母
様
へ
感
謝
の
想
い
か
ら
生
ま
れ
た
品
。
一

枚
板
に
彫
り
と
染
め
で
文
様
を
形
成
し
て
お
り
、

作
品
が
飾
ら
れ
た
一
角
か
ら
は
ど
こ
か
神
棚
の

よ
う
な
趣
が
。
自
然
と
共
存
し
な
が
ら
生
き
て

き
た
、
日
本
の
古
き
良

き
文
化
が
感
じ
ら
れ
る

展
示
会
と
な
り
ま
し
た
。

折井宏司 モメンタムファクトリ
ー・Orii代表。銅・真鍮板を発色
させる技術を開発し、オリジナル
クラフト作品を製作。

石塚典男 木香家（もっこうや）代
表。天然木一枚板、銘木、無垢材
を用いたオリジナル、オーダー
メイド家具を製作。
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竣工した当時の聖堂。両サイドから聖堂にアプローチする正面階段と、天に向かって聳える2つの塔が荘重な雰囲気を醸しだしている

宇
都
宮
市
は
大
谷
石
の
街
で
あ
る
。
市
西
部
の
大
谷
町
一
帯
で
採
掘
さ
れ
る
大
谷
石
は
、

古
く
か
ら
外
壁
や
蔵
な
ど
の
建
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
竣
工
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会
の
聖
堂
は
、
現
存
す
る
大

谷
石
仕
上
げ
の
建
築
で
は
日
本
最
大
の
も
の
。
一
九
九
八
（
平
成
十
）
年
、
国
の
「
登
録
有

形
文
化
財
」
に
登
録
さ
れ
、
二
〇
〇
二
（
平
成
十
四
）
年
に
は
、
宇
都
宮
市
「
ま
ち
な
み
景

観
大
賞
」
を
受
賞
し
た
。

栃
木
県
宇
都
宮
市
・
カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。

　建
物
で
ひ
と
き
わ
目
を
ひ
く
の
は
、
宇
都
宮

市
特
産
の
大
谷
石
の
重
厚
な
外
観
で
あ
る
。
石

の
建
造
物
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
冷
た
く
硬

質
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
す
る
が
、
大
谷
石
は
近

寄
っ
て
み
る
と
思
い
が
け
な
い
柔
ら
か
さ
を
感

じ
る
。
石
の
表
面
に
点
在
す
る
「
ミ
ソ
」
と
よ

ば
れ
る
斑
点
は
、
火
山
灰
に
紛
れ
こ
ん
だ
木
の

破
片
や
葉
な
ど
の
不
純
物
。
そ
の
風
合
い
が
、

独
特
の
柔
ら
か
さ
や
温
か
さ
を
生
み
だ
し
て
い

る
の
だ
。

噴
火
に
よ
る
軽
石
凝
灰
岩

　大
谷
石
は
火
山
の
噴
火
に
よ
る
火
山
灰
や
砂

礫
が
海
水
中
に
沈
殿
し
凝
固
し
て
で
き
た
軽
石

独
特
の
風
合
い
を
も
つ
建
物

　八
角
の
ト
ン
ガ
リ
屋
根
を
い
た
だ
く
双
塔
が
、

青
空
に
く
っ
き
り
と
聳
え
て
い
た
。
建
物
が
あ

る
一
郭
は
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
に
迷
い

こ
ん
だ
よ
う
な
不
思
議
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て

い
る
。

　カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会
の
聖
堂
は
、
函
館

に
あ
る
「
ト
ラ
ピ
ス
チ
ヌ
修
道
院
」
や
、
東
京

の
「
上
智
大
学
1
号
館
」
な
ど
を
手
が
け
た
ス

イ
ス
人
建
築
家
マ
ッ
ク
ス
・
ヒ
ン
デ
ル
の
設
計

に
よ
る
。
大
谷
石
仕
上
げ
の
ネ
オ
ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
で
、
特
徴
と
し
て
は
出
入
口
の
ア
ー
チ
や

窓
の
上
の
半
円
ア
ー
チ
、
壁
面
の
帯
状
の
層
な

ど
。
本
来
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
と
比
べ
る
と
、

ア
ー
チ
や
窓
の
装
飾
は
単
純
化
さ
れ
、
シ
ン
ボ

し
で
も
交
流
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
役
立
て
た

い
。
そ
ん
な
狙
い
も
あ
っ
た
と
い
う
。

宮
澤
賢
治
ゆ
か
り
の
彫
刻

　ほ
ぼ
一
年
を
か
け
た
建
設
に
た
ず
さ
わ
っ
た

作
業
員
は
、
の
べ
三
万
六
千
人
。
竣
工
し
た
と

き
、
聖
堂
は
日
本
の
風
習
に
し
た
が
い
畳
敷
き

で
あ
っ
た
。

　聖
堂
の
正
面
か
ら
横
手
に
ま
わ
っ
て
み
る
。

　見
上
げ
る
と
、
長
靴
を
は
い
た
蛙
の
石
像
が

目
に
飛
び
こ
ん
で
き
た
。「
カ
ン
蛙
（
か
ん
が
え

る
）」
と
名
づ
け
ら
れ
た
大
谷
石
の
彫
刻
で
、
雨

樋
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

　こ
の
彫
刻
は
教
会
の
第
三
代
主
任
司
祭
だ
っ

た
ア
ル
マ
ン
・
プ
ジ
ェ
神
父
と
深
い
親
交
の
あ

っ
た
作
家
・
宮
澤
賢
治
に
ち
な
ん
だ
も
の
。
賢

治
の
童
話
『
蛙
の
ゴ
ム
靴
』
と
い
う
作
品
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
て
制
作
さ
れ
た
。
カ
ン
蛙
と
ブ
ン

蛙
、
ベ
ン
蛙
と
い
う
三
匹
の
蛙
の
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
物
語
だ
。

「
こ
の
蛙
の
彫
刻
を
通
し
て
、
流
れ
る
雨
水
の

滝
が
、
大
勢
の
人
の
喜
び
と
な
り
、
教
会
聖
堂

の
新
し
い
し
る
し
と
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま
す
よ

う
に
」
と
の
願
い
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
光
と
音
が
あ
ふ
れ
る
聖
堂

　聖
堂
に
足
を
踏
み
い
れ
る
と
、
淡
い
オ
レ
ン

ジ
色
の
光
に
つ
つ
ま
れ
る
。
ふ
い
に
、
ま
わ
り

の
空
気
が
聖
な
る
も
の
に
変
化
し
た
よ
う
な
感

じ
が
し
た
。

　祭
壇
の
奥
に
は
、
教
会
に
ふ
さ
わ
し
い
優
美

な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
北

関
東
で
は
最
初
の
本
格
的
な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン

で
、
ド
イ
ツ
の
ア
ル
ビ
ー
ツ
社
が
こ
の
聖
堂
に

合
わ
せ
て
設
計
、
製
作
し
た
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の

も
の
。
パ
イ
プ
は
全
部
で
一
二
四
四
本
あ
り
、

二
十
一
種
の
音
色
を
奏
で
る
こ
と
が
で
き
る
。

　毎
週
日
曜
日
の
ミ
サ
を
は
じ
め
、
ク
リ
ス
マ

ス
や
結
婚
式
な
ど
で
演
奏
さ
れ
る
。
ミ
サ
で
は

「
祈
り
」
と
同
じ
よ
う
に
讃
美
歌
が
重
要
な
要

素
の
ひ
と
つ
。
オ
ル
ガ
ン
演
奏
で
歌
の
リ
ズ
ム

や
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
合
わ
せ
、
集
ま
っ
た
人
々
の

心
を
ひ
と
つ
に
し
て
絆
を
深
め
る
の
だ
。

　大
谷
石
は
、
そ
の
歌
声
や
演
奏
の
音
を
ほ
ど

よ
く
吸
収
し
、
美
し
く
響
か
せ
る
音
響
効
果
を

も
た
ら
す
。
近
年
で
は
、
音
楽
ホ
ー
ル
へ
の
利

用
も
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
。

　荘
厳
な
光
と
音
が
あ
ふ
れ
る
聖
堂
は
、
大
谷

石
の
美
と
調
和
が
生
み
だ
し
た
奇
跡
の
建
築
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会

は
、
信
仰
と
祈
り
の
場
だ
け
で
は
な
く
、
宇
都

宮
市
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
で
も
あ
る
。

　聖
堂
の
大
谷
石
の
円
柱
に
そ
っ
と
触
れ
る
と
、

か
す
か
な
温
も
り
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

日
本
最
大
の

大
谷
石
仕
上
げ
の
教
会
建
築

凝
灰
岩
。
軽
く
加
工
し
や
す
く
、
か
つ
耐
火
性

や
蓄
熱
性
に
優
れ
て
い
る
た
め
、
古
く
か
ら
宇

都
宮
市
周
辺
で
は
住
宅
の
石
塀
、
門
柱
、
敷
石

を
は
じ
め
、
蔵
や
倉
庫
、
石
垣
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
き
た
。

　東
京
「
築
地
本
願
寺
」
や
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ

イ
ド
・
ラ
イ
ト
設
計
の
「
帝
国
ホ
テ
ル
旧
本
館
」

の
建
材
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

そ
の
同
じ
採
石
場
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
大
谷
石

が
、
聖
堂
の
内
外
壁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　聖
堂
建
築
に
大
谷
石
を
採
用
し
た
理
由
に
つ

い
て
は
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
当

時
は
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
る
数
年
前
で
米
英
な

ど
と
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
時
代
。
外
国
か

ら
き
た
キ
リ
ス
ト
教
や
、
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
、

ス
イ
ス
人
の
設
計
者
と
い
う
違
和
感
を
や
わ
ら

げ
、
地
元
特
産
の
大
谷
石
を
使
う
こ
と
で
地
域

の
人
た
ち
に
親
近
感
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
想
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　大
谷
石
を
き
っ
か
け
に
会
話
が
生
ま
れ
、
少
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竣工した当時の聖堂。両サイドから聖堂にアプローチする正面階段と、天に向かって聳える2つの塔が荘重な雰囲気を醸しだしている

宇
都
宮
市
は
大
谷
石
の
街
で
あ
る
。
市
西
部
の
大
谷
町
一
帯
で
採
掘
さ
れ
る
大
谷
石
は
、

古
く
か
ら
外
壁
や
蔵
な
ど
の
建
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
竣
工
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会
の
聖
堂
は
、
現
存
す
る
大

谷
石
仕
上
げ
の
建
築
で
は
日
本
最
大
の
も
の
。
一
九
九
八
（
平
成
十
）
年
、
国
の
「
登
録
有

形
文
化
財
」
に
登
録
さ
れ
、
二
〇
〇
二
（
平
成
十
四
）
年
に
は
、
宇
都
宮
市
「
ま
ち
な
み
景

観
大
賞
」
を
受
賞
し
た
。

栃
木
県
宇
都
宮
市
・
カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。

　建
物
で
ひ
と
き
わ
目
を
ひ
く
の
は
、
宇
都
宮

市
特
産
の
大
谷
石
の
重
厚
な
外
観
で
あ
る
。
石

の
建
造
物
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
冷
た
く
硬

質
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
す
る
が
、
大
谷
石
は
近

寄
っ
て
み
る
と
思
い
が
け
な
い
柔
ら
か
さ
を
感

じ
る
。
石
の
表
面
に
点
在
す
る
「
ミ
ソ
」
と
よ

ば
れ
る
斑
点
は
、
火
山
灰
に
紛
れ
こ
ん
だ
木
の

破
片
や
葉
な
ど
の
不
純
物
。
そ
の
風
合
い
が
、

独
特
の
柔
ら
か
さ
や
温
か
さ
を
生
み
だ
し
て
い

る
の
だ
。

噴
火
に
よ
る
軽
石
凝
灰
岩

　大
谷
石
は
火
山
の
噴
火
に
よ
る
火
山
灰
や
砂

礫
が
海
水
中
に
沈
殿
し
凝
固
し
て
で
き
た
軽
石

独
特
の
風
合
い
を
も
つ
建
物

　八
角
の
ト
ン
ガ
リ
屋
根
を
い
た
だ
く
双
塔
が
、

青
空
に
く
っ
き
り
と
聳
え
て
い
た
。
建
物
が
あ

る
一
郭
は
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
に
迷
い

こ
ん
だ
よ
う
な
不
思
議
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て

い
る
。

　カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会
の
聖
堂
は
、
函
館

に
あ
る
「
ト
ラ
ピ
ス
チ
ヌ
修
道
院
」
や
、
東
京

の
「
上
智
大
学
1
号
館
」
な
ど
を
手
が
け
た
ス

イ
ス
人
建
築
家
マ
ッ
ク
ス
・
ヒ
ン
デ
ル
の
設
計

に
よ
る
。
大
谷
石
仕
上
げ
の
ネ
オ
ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
で
、
特
徴
と
し
て
は
出
入
口
の
ア
ー
チ
や

窓
の
上
の
半
円
ア
ー
チ
、
壁
面
の
帯
状
の
層
な

ど
。
本
来
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
と
比
べ
る
と
、

ア
ー
チ
や
窓
の
装
飾
は
単
純
化
さ
れ
、
シ
ン
ボ

し
で
も
交
流
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
役
立
て
た

い
。
そ
ん
な
狙
い
も
あ
っ
た
と
い
う
。

宮
澤
賢
治
ゆ
か
り
の
彫
刻

　ほ
ぼ
一
年
を
か
け
た
建
設
に
た
ず
さ
わ
っ
た

作
業
員
は
、
の
べ
三
万
六
千
人
。
竣
工
し
た
と

き
、
聖
堂
は
日
本
の
風
習
に
し
た
が
い
畳
敷
き

で
あ
っ
た
。

　聖
堂
の
正
面
か
ら
横
手
に
ま
わ
っ
て
み
る
。

　見
上
げ
る
と
、
長
靴
を
は
い
た
蛙
の
石
像
が

目
に
飛
び
こ
ん
で
き
た
。「
カ
ン
蛙
（
か
ん
が
え

る
）」
と
名
づ
け
ら
れ
た
大
谷
石
の
彫
刻
で
、
雨

樋
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

　こ
の
彫
刻
は
教
会
の
第
三
代
主
任
司
祭
だ
っ

た
ア
ル
マ
ン
・
プ
ジ
ェ
神
父
と
深
い
親
交
の
あ

っ
た
作
家
・
宮
澤
賢
治
に
ち
な
ん
だ
も
の
。
賢

治
の
童
話
『
蛙
の
ゴ
ム
靴
』
と
い
う
作
品
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
て
制
作
さ
れ
た
。
カ
ン
蛙
と
ブ
ン

蛙
、
ベ
ン
蛙
と
い
う
三
匹
の
蛙
の
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
物
語
だ
。

「
こ
の
蛙
の
彫
刻
を
通
し
て
、
流
れ
る
雨
水
の

滝
が
、
大
勢
の
人
の
喜
び
と
な
り
、
教
会
聖
堂

の
新
し
い
し
る
し
と
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま
す
よ

う
に
」
と
の
願
い
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
光
と
音
が
あ
ふ
れ
る
聖
堂

　聖
堂
に
足
を
踏
み
い
れ
る
と
、
淡
い
オ
レ
ン

ジ
色
の
光
に
つ
つ
ま
れ
る
。
ふ
い
に
、
ま
わ
り

の
空
気
が
聖
な
る
も
の
に
変
化
し
た
よ
う
な
感

じ
が
し
た
。

　祭
壇
の
奥
に
は
、
教
会
に
ふ
さ
わ
し
い
優
美

な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
北

関
東
で
は
最
初
の
本
格
的
な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン

で
、
ド
イ
ツ
の
ア
ル
ビ
ー
ツ
社
が
こ
の
聖
堂
に

合
わ
せ
て
設
計
、
製
作
し
た
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の

も
の
。
パ
イ
プ
は
全
部
で
一
二
四
四
本
あ
り
、

二
十
一
種
の
音
色
を
奏
で
る
こ
と
が
で
き
る
。

　毎
週
日
曜
日
の
ミ
サ
を
は
じ
め
、
ク
リ
ス
マ

ス
や
結
婚
式
な
ど
で
演
奏
さ
れ
る
。
ミ
サ
で
は

「
祈
り
」
と
同
じ
よ
う
に
讃
美
歌
が
重
要
な
要

素
の
ひ
と
つ
。
オ
ル
ガ
ン
演
奏
で
歌
の
リ
ズ
ム

や
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
合
わ
せ
、
集
ま
っ
た
人
々
の

心
を
ひ
と
つ
に
し
て
絆
を
深
め
る
の
だ
。

　大
谷
石
は
、
そ
の
歌
声
や
演
奏
の
音
を
ほ
ど

よ
く
吸
収
し
、
美
し
く
響
か
せ
る
音
響
効
果
を

も
た
ら
す
。
近
年
で
は
、
音
楽
ホ
ー
ル
へ
の
利

用
も
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
。

　荘
厳
な
光
と
音
が
あ
ふ
れ
る
聖
堂
は
、
大
谷

石
の
美
と
調
和
が
生
み
だ
し
た
奇
跡
の
建
築
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会

は
、
信
仰
と
祈
り
の
場
だ
け
で
は
な
く
、
宇
都

宮
市
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
で
も
あ
る
。

　聖
堂
の
大
谷
石
の
円
柱
に
そ
っ
と
触
れ
る
と
、

か
す
か
な
温
も
り
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

日
本
最
大
の

大
谷
石
仕
上
げ
の
教
会
建
築

凝
灰
岩
。
軽
く
加
工
し
や
す
く
、
か
つ
耐
火
性

や
蓄
熱
性
に
優
れ
て
い
る
た
め
、
古
く
か
ら
宇

都
宮
市
周
辺
で
は
住
宅
の
石
塀
、
門
柱
、
敷
石

を
は
じ
め
、
蔵
や
倉
庫
、
石
垣
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
き
た
。

　東
京
「
築
地
本
願
寺
」
や
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ

イ
ド
・
ラ
イ
ト
設
計
の
「
帝
国
ホ
テ
ル
旧
本
館
」

の
建
材
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

そ
の
同
じ
採
石
場
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
大
谷
石

が
、
聖
堂
の
内
外
壁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　聖
堂
建
築
に
大
谷
石
を
採
用
し
た
理
由
に
つ

い
て
は
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
当

時
は
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
る
数
年
前
で
米
英
な

ど
と
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
時
代
。
外
国
か

ら
き
た
キ
リ
ス
ト
教
や
、
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
、

ス
イ
ス
人
の
設
計
者
と
い
う
違
和
感
を
や
わ
ら

げ
、
地
元
特
産
の
大
谷
石
を
使
う
こ
と
で
地
域

の
人
た
ち
に
親
近
感
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
想
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　大
谷
石
を
き
っ
か
け
に
会
話
が
生
ま
れ
、
少
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祭壇の奥にはドイツ製のバロック様式のパイプオルガン。毎週日曜日のミサのときに讃美歌の伴奏として奏でられ、大谷石の音響効果で美しい音色が聖堂にみちあふれる

窓から射しこむ淡いオレンジ色の光が、聖堂の2階席を優しく清らかにつつみこんでいる

アトム の 視 点

聖堂入口のアーチ部分や聖堂内にある大谷石の円
柱をはじめ、聖母マリアとイコンが置かれている台
など、至るところに石工職人による細かな装飾が施
されていて、見どころのひとつとなっています。
聖堂内の円柱に彫刻された「組紐模様」は、

いに

古
しえ

から
伝わるキリスト教の教えをデザイン化した伝統模
様。神父さまのお話によると「人と人との絆」を表
現しているとか。また魔除けやお守りとしてのパワ
ーがあるともいわれ、文様に始めも終わりもないこ
とから、時間を超越した「永遠」や、流転する万物の
サイクルをも表しているということです。

I N F O R M A T I O N

ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。

　建
物
で
ひ
と
き
わ
目
を
ひ
く
の
は
、
宇
都
宮

市
特
産
の
大
谷
石
の
重
厚
な
外
観
で
あ
る
。
石

の
建
造
物
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
冷
た
く
硬

質
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
す
る
が
、
大
谷
石
は
近

寄
っ
て
み
る
と
思
い
が
け
な
い
柔
ら
か
さ
を
感

じ
る
。
石
の
表
面
に
点
在
す
る
「
ミ
ソ
」
と
よ

ば
れ
る
斑
点
は
、
火
山
灰
に
紛
れ
こ
ん
だ
木
の

破
片
や
葉
な
ど
の
不
純
物
。
そ
の
風
合
い
が
、

独
特
の
柔
ら
か
さ
や
温
か
さ
を
生
み
だ
し
て
い

る
の
だ
。

噴
火
に
よ
る
軽
石
凝
灰
岩

　大
谷
石
は
火
山
の
噴
火
に
よ
る
火
山
灰
や
砂

礫
が
海
水
中
に
沈
殿
し
凝
固
し
て
で
き
た
軽
石

独
特
の
風
合
い
を
も
つ
建
物

　八
角
の
ト
ン
ガ
リ
屋
根
を
い
た
だ
く
双
塔
が
、

青
空
に
く
っ
き
り
と
聳
え
て
い
た
。
建
物
が
あ

る
一
郭
は
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
に
迷
い

こ
ん
だ
よ
う
な
不
思
議
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て

い
る
。

　カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会
の
聖
堂
は
、
函
館

に
あ
る
「
ト
ラ
ピ
ス
チ
ヌ
修
道
院
」
や
、
東
京

の
「
上
智
大
学
1
号
館
」
な
ど
を
手
が
け
た
ス

イ
ス
人
建
築
家
マ
ッ
ク
ス
・
ヒ
ン
デ
ル
の
設
計

に
よ
る
。
大
谷
石
仕
上
げ
の
ネ
オ
ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
で
、
特
徴
と
し
て
は
出
入
口
の
ア
ー
チ
や

窓
の
上
の
半
円
ア
ー
チ
、
壁
面
の
帯
状
の
層
な

ど
。
本
来
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
と
比
べ
る
と
、

ア
ー
チ
や
窓
の
装
飾
は
単
純
化
さ
れ
、
シ
ン
ボ

し
で
も
交
流
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
役
立
て
た

い
。
そ
ん
な
狙
い
も
あ
っ
た
と
い
う
。

宮
澤
賢
治
ゆ
か
り
の
彫
刻

　ほ
ぼ
一
年
を
か
け
た
建
設
に
た
ず
さ
わ
っ
た

作
業
員
は
、
の
べ
三
万
六
千
人
。
竣
工
し
た
と

き
、
聖
堂
は
日
本
の
風
習
に
し
た
が
い
畳
敷
き

で
あ
っ
た
。

　聖
堂
の
正
面
か
ら
横
手
に
ま
わ
っ
て
み
る
。

　見
上
げ
る
と
、
長
靴
を
は
い
た
蛙
の
石
像
が

目
に
飛
び
こ
ん
で
き
た
。「
カ
ン
蛙
（
か
ん
が
え

る
）」
と
名
づ
け
ら
れ
た
大
谷
石
の
彫
刻
で
、
雨

樋
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

　こ
の
彫
刻
は
教
会
の
第
三
代
主
任
司
祭
だ
っ

た
ア
ル
マ
ン
・
プ
ジ
ェ
神
父
と
深
い
親
交
の
あ

っ
た
作
家
・
宮
澤
賢
治
に
ち
な
ん
だ
も
の
。
賢

治
の
童
話
『
蛙
の
ゴ
ム
靴
』
と
い
う
作
品
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
て
制
作
さ
れ
た
。
カ
ン
蛙
と
ブ
ン

蛙
、
ベ
ン
蛙
と
い
う
三
匹
の
蛙
の
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
物
語
だ
。

「
こ
の
蛙
の
彫
刻
を
通
し
て
、
流
れ
る
雨
水
の

滝
が
、
大
勢
の
人
の
喜
び
と
な
り
、
教
会
聖
堂

の
新
し
い
し
る
し
と
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま
す
よ

う
に
」
と
の
願
い
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
光
と
音
が
あ
ふ
れ
る
聖
堂

　聖
堂
に
足
を
踏
み
い
れ
る
と
、
淡
い
オ
レ
ン

ジ
色
の
光
に
つ
つ
ま
れ
る
。
ふ
い
に
、
ま
わ
り

の
空
気
が
聖
な
る
も
の
に
変
化
し
た
よ
う
な
感

じ
が
し
た
。

　祭
壇
の
奥
に
は
、
教
会
に
ふ
さ
わ
し
い
優
美

な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
北

関
東
で
は
最
初
の
本
格
的
な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン

で
、
ド
イ
ツ
の
ア
ル
ビ
ー
ツ
社
が
こ
の
聖
堂
に

合
わ
せ
て
設
計
、
製
作
し
た
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の

も
の
。
パ
イ
プ
は
全
部
で
一
二
四
四
本
あ
り
、

二
十
一
種
の
音
色
を
奏
で
る
こ
と
が
で
き
る
。

　毎
週
日
曜
日
の
ミ
サ
を
は
じ
め
、
ク
リ
ス
マ

ス
や
結
婚
式
な
ど
で
演
奏
さ
れ
る
。
ミ
サ
で
は

「
祈
り
」
と
同
じ
よ
う
に
讃
美
歌
が
重
要
な
要

素
の
ひ
と
つ
。
オ
ル
ガ
ン
演
奏
で
歌
の
リ
ズ
ム

や
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
合
わ
せ
、
集
ま
っ
た
人
々
の

心
を
ひ
と
つ
に
し
て
絆
を
深
め
る
の
だ
。

　大
谷
石
は
、
そ
の
歌
声
や
演
奏
の
音
を
ほ
ど

よ
く
吸
収
し
、
美
し
く
響
か
せ
る
音
響
効
果
を

も
た
ら
す
。
近
年
で
は
、
音
楽
ホ
ー
ル
へ
の
利

用
も
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
。

　荘
厳
な
光
と
音
が
あ
ふ
れ
る
聖
堂
は
、
大
谷

石
の
美
と
調
和
が
生
み
だ
し
た
奇
跡
の
建
築
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会

は
、
信
仰
と
祈
り
の
場
だ
け
で
は
な
く
、
宇
都

宮
市
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
で
も
あ
る
。

　聖
堂
の
大
谷
石
の
円
柱
に
そ
っ
と
触
れ
る
と
、

か
す
か
な
温
も
り
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

柔らかさや温もりを感じる手触りの大谷石

長靴をはいた蛙の彫刻は雨樋に使われている

竣工当時の聖堂は畳敷きでミサを行った

　カトリック松が峰教会

4所在地：栃木県宇都宮市松が峰1–1– 5　

4TEL. 028-635-0405

4公開：8：30～ 20：00 無休

4交通：東武鉄道宇都宮線「東武宇都宮」駅から徒歩5分

   またはJR宇都宮駅から市内循環バス「きぶな」14分

   「松が峰教会前」下車、徒歩 2分

4ホームページ：http://www2.ucatv.ne.jp/~matumine.sea/

凝
灰
岩
。
軽
く
加
工
し
や
す
く
、
か
つ
耐
火
性

や
蓄
熱
性
に
優
れ
て
い
る
た
め
、
古
く
か
ら
宇

都
宮
市
周
辺
で
は
住
宅
の
石
塀
、
門
柱
、
敷
石

を
は
じ
め
、
蔵
や
倉
庫
、
石
垣
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
き
た
。

　東
京
「
築
地
本
願
寺
」
や
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ

イ
ド
・
ラ
イ
ト
設
計
の
「
帝
国
ホ
テ
ル
旧
本
館
」

の
建
材
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

そ
の
同
じ
採
石
場
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
大
谷
石

が
、
聖
堂
の
内
外
壁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　聖
堂
建
築
に
大
谷
石
を
採
用
し
た
理
由
に
つ

い
て
は
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
当

時
は
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
る
数
年
前
で
米
英
な

ど
と
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
時
代
。
外
国
か

ら
き
た
キ
リ
ス
ト
教
や
、
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
、

ス
イ
ス
人
の
設
計
者
と
い
う
違
和
感
を
や
わ
ら

げ
、
地
元
特
産
の
大
谷
石
を
使
う
こ
と
で
地
域

の
人
た
ち
に
親
近
感
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
想
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　大
谷
石
を
き
っ
か
け
に
会
話
が
生
ま
れ
、
少
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イ
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の
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不
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ッ
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松
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峰
教
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の
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は
、
函
館

に
あ
る
「
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ラ
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ス
チ
ヌ
修
道
院
」
や
、
東
京

の
「
上
智
大
学
1
号
館
」
な
ど
を
手
が
け
た
ス

イ
ス
人
建
築
家
マ
ッ
ク
ス
・
ヒ
ン
デ
ル
の
設
計

に
よ
る
。
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谷
石
仕
上
げ
の
ネ
オ
ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
で
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特
徴
と
し
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は
出
入
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の
ア
ー
チ
や

窓
の
上
の
半
円
ア
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チ
、
壁
面
の
帯
状
の
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な
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。
本
来
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ネ
ス
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と
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べ
る
と
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ア
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の
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化
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れ
、
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ボ
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で
も
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が
広
が
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く
よ
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も
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と
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で
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手
に
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長
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を
は
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の
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が

目
に
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び
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で
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（
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と
名
づ
け
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た
大
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で
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雨
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の
機
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を
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・
プ
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父
と
深
い
親
交
の
あ
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た
作
家
・
宮
澤
賢
治
に
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な
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だ
も
の
。
賢

治
の
童
話
『
蛙
の
ゴ
ム
靴
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と
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う
作
品
か
ら

ヒ
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ト
を
得
て
制
作
さ
れ
た
。
カ
ン
蛙
と
ブ
ン

蛙
、
ベ
ン
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と
い
う
三
匹
の
蛙
の
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
物
語
だ
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「
こ
の
蛙
の
彫
刻
を
通
し
て
、
流
れ
る
雨
水
の

滝
が
、
大
勢
の
人
の
喜
び
と
な
り
、
教
会
聖
堂

の
新
し
い
し
る
し
と
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま
す
よ

う
に
」
と
の
願
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も
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め
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て
い
る
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と
音
が
あ
ふ
れ
る
聖
堂

　聖
堂
に
足
を
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み
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れ
る
と
、
淡
い
オ
レ
ン

ジ
色
の
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に
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つ
ま
れ
る
。
ふ
い
に
、
ま
わ
り

の
空
気
が
聖
な
る
も
の
に
変
化
し
た
よ
う
な
感

じ
が
し
た
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　祭
壇
の
奥
に
は
、
教
会
に
ふ
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わ
し
い
優
美

な
パ
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ル
ガ
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が
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る
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で
は
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の
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な
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で
、
ド
イ
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ア
ル
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ツ
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が
こ
の
聖
堂
に
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せ
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設
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、
製
作
し
た
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の

も
の
。
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プ
は
全
部
で
一
二
四
四
本
あ
り
、

二
十
一
種
の
音
色
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で
る
こ
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が
で
き
る
。

　毎
週
日
曜
日
の
ミ
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を
は
じ
め
、
ク
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ス
マ

ス
や
結
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式
な
ど
で
演
奏
さ
れ
る
。
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で
は

「
祈
り
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と
同
じ
よ
う
に
讃
美
歌
が
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要
な
要
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の
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と
つ
。
オ
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ガ
ン
演
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で
歌
の
リ
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ム

や
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
合
わ
せ
、
集
ま
っ
た
人
々
の

心
を
ひ
と
つ
に
し
て
絆
を
深
め
る
の
だ
。

　大
谷
石
は
、
そ
の
歌
声
や
演
奏
の
音
を
ほ
ど

よ
く
吸
収
し
、
美
し
く
響
か
せ
る
音
響
効
果
を

も
た
ら
す
。
近
年
で
は
、
音
楽
ホ
ー
ル
へ
の
利

用
も
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
。

　荘
厳
な
光
と
音
が
あ
ふ
れ
る
聖
堂
は
、
大
谷

石
の
美
と
調
和
が
生
み
だ
し
た
奇
跡
の
建
築
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
松
が
峰
教
会

は
、
信
仰
と
祈
り
の
場
だ
け
で
は
な
く
、
宇
都

宮
市
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
で
も
あ
る
。

　聖
堂
の
大
谷
石
の
円
柱
に
そ
っ
と
触
れ
る
と
、

か
す
か
な
温
も
り
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

柔らかさや温もりを感じる手触りの大谷石

長靴をはいた蛙の彫刻は雨樋に使われている

竣工当時の聖堂は畳敷きでミサを行った
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、
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熱
性
に
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を
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や
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、
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」
や
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の
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と
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て
使
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た
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と
で
も
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ら
れ
る
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ら
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り
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れ
た
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が
、
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の
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に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　聖
堂
建
築
に
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は
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が
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アトムリビンテック「2019春の新作発表会」のご案内

4/
11（木）12（金）13（土）

4/
18（木）19（金）20（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

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。 www.atomlt.com

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　髙橋　良一

3資本金 
3億74万円（平成30年6月期末）
3従業員数 
124名（平成30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  髙橋 良一

3年商 
104億8,300万円（平成30年6月期）
3事業内容 
内装金物（住まいの金物）全般の
企画・開発・販売

アトムリビンテックって、どんな会社? 9

証券コード：3426

2019年1月、アトムブランドは誕生65周年を

迎えました。そこで今回は、アトムブランド

誕生のきっかけやネーミングの由来について、

髙橋良一社長にお伺いしました。

Ke
yw

ord of

ATOMLIV
IN

TE
C
H

「株主優待制度」

とは ?

「株主優待制度」とは?

What is ATOM?

Q 1

A  それは1954（昭和29）年から、陳列金物の棚受類を

はじめとする当社商品に「アトム」の名を冠して販売した

のが始まりでした。もともと和家具の金物には、昔から名

前だけで形がすぐイメージできる伝統的な文様の名前がそ

のまま商品名になっていました。ところが取り扱う金物の

幅が拡がるにつれて、当社商品を総称する呼び名のない不

便さが生まれてきました。そこで新たな試みとして、「アト

ムブランド」を誕生させたわけです。ちなみに「アトム1号

棚受」が、アトムブランドの第1号となりました。

Q 2

A

アトムという名称を選んだ理由は
なんでしょう?

  皆さんからよく質問されるのですが、かつて古代ギ

リシャの哲学者たちは「アトム」とは、「分割不可能な存在」

であり、「事物を構成する最小の単位」と考えていたそう

です。私どもは「アトム」の名称に、ものづくりの原点とし

て「微細なものをないがしろにしない」という意味合いや、

創業者から伝えられている「基本に忠実であれ」という想

いをこめています。ブランド誕生を機に、商標としての「ア

トムマーク」も制定し、さらに1987（昭和62）年には新たな

商標に更新して再スタートしました。

Q 3

A

ブランド名が社名にもなった
経緯をお聞かせください。

  おかげさまで、アトムブランド商品のヒットによって、

しだいに「アトム」の呼称が金物業界のなかで広く知られ

るようになりました。そんななか、21世紀にふさわしいビ

ジネス展開をという動きが起こり、住まいの技術を意味す

る「Living Tech」と、技術を生きる「Live in Tech」とを融合

させ、その理念を大切にする企業でありつづけたいと社名

を変更するに至ったのです。「高橋金物株式会社」から「ア

トムリビンテック株式会社」へ、新しい一歩を踏みだした

のです。

Q 4

A

これまでのアトムの歴史や、今後の
経営プランなどを知りたいのですが?

  じつは2015（平成27）年の「秋の内覧会」から、CSタ

ワー内に「IRコーナー」をオープンしています。こちらで

は「コーポレートストーリー」や「第10次中期経営計画」な

どの資料をご自由にお持ち帰りいただけます。CSタワー

ご来場の際に、ぜひお立ち寄りください。これからも当社は、

内装金物（住まいの金物）の総合メーカーとして、時代の

ニーズや変化に対応した、次世代を担う商品の企画・開発

に取り組んでまいります。

　株主優待制度とは、一定以上の株数を保有している株

主さまに対して、配当金以外の商品やサービスを贈呈す

る制度のこと。欧米に比べて日本での注目度は高く、上場

企業のうち1,300社以上が実施し、新設する企業も年々増

加する傾向にあります。

　当社においても、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝し、

事業へのご理解をさらに深めていただきたいという願い

のもと、去る2月8日開催の取締役会において「株主優待

制度」の導入を決議し、実施することになりました。これ

を機に当社株式への投資魅力を高めるとともに、中長期

的に株式を保有していただくことを目的としています。

　株主優待は「QUOカード」と「当社関連商品の特別割引」

の2本立て。QUOカードは、毎年6月末日の当社株主名簿

に記載、または記録された100株（1単元）以上かつ1年

以上継続して保有する株主さま、または300株（3単元）

以上を保有する株主さま。特別割引の対象は、同じく毎年

6月末日の当社株主名簿に記載または記録された100株

（1単元）以上を保有する株主さまです。

　詳しくは当社ホームページ（下記アドレス）をご参照く

ださい。

6www.atomlt.com/ ir /stockholders /shareholders/

アトムブランド誕生のきっかけとは?

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

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

御堂筋線・南北線「江坂駅」南改札より徒歩 8分

アトム住まいの
金物ギャラリー
大阪

関西アーバン銀行

クオレ スーパー
ホテル

江坂東急イン

ラケット
プラザ
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関西出身の旅スケッチ画家が
気ままに歩いてみつけた東京下町の日常を
その場でスケッチしていきます。

今回歩いたのは、台東区の根岸と
鴬谷近辺。この界隈は、関東大震災や
東京大空襲でも焼けなかったという、
昔の家や街並みが残っています。

旅スケッチ画家 ごとうゆき
1967年生まれ
兵庫県明石市出身、練馬区在住
安宿に泊まって日本のあちこちを
歩きまわり、日常生活の風景を
描くことが大好き

根岸・鴬谷編
　入
社
し
て
13
年
目
。

　こ
れ
ま
で
「
何
か
時
間
を
忘
れ
る
ほ
ど
、
没
頭
で
き
る

趣
味
を
見
つ
け
た
い
な
ぁ
〜
」
と
ず
っ
と
思
い
続
け
て
い

た
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
…
。

「
旅
行
に
行
き
た
い
な
ー
」「
映
画
観
に
行
き
た
い
な
ー
」

「
体
動
か
し
た
い
な
ー
」「
新
し
い
こ
と
始
め
て
み
た
い
な

ー
」
な
ど
、
色
々
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
こ
と
は
た
く
さ

ん
あ
っ
て
も
、
な
か
な
か
重
い
腰
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
こ
こ
ま
で
ず
っ
と
無
趣
味
。

　そ
の
中
で
も
趣
味
と
は
ほ
ど
遠
い
け
ど
、
気
の
合
う
学

生
時
代
か
ら
の
友
達
や
、
会
社
の
仲
間
と
一
緒
に
、
お
い

し
い
料
理
や
お
酒
と
と
も
に
交
わ
す
他
愛
の
な
い
会
話
が
、

私
に
と
っ
て
日
頃
の
疲
れ
を
リ
セ
ッ
ト
し
て
く
れ
る
大
切

な
時
間
で
す
。

　そ
こ
で
今
回
は
、
10
年
以
上
の
付
き
合
い
に
な
っ
た
ア

ト
ム
リ
ビ
ン
テ
ッ
ク
の
女
子
4
名
の
通
称
【
中
年
の
会
】

の
様
子
を
少
し
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　業
務
終
了
後
、
会
社
の
近
く
の
入
谷
の
お
店
か
、
上
野

辺
り
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
お
店
を
予
約
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
嬉
し
い
こ
と
に
比
較
的
早
い
時
間
帯
に
お
店

へ
行
け
る
時
も
あ
り
、
人
気
の
あ
る
お
店
も
予
約
な
し
で

入
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
先
日
は
、「
肉
を
食
べ
に
行

こ
う
ー
！
」
と
上
野
に
あ
る
肉
バ
ル
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　そ
れ
ぞ
れ
飲
み
物
と
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
や
ス
テ
ー
キ
な

ど
肉
料
理
を
テ
ー
ブ
ル
い
っ
ぱ
い
に
並
べ
て
乾
杯
で
す
。

　気
心
の
知
れ
た
仲
間
と
の
食
事
は
と
て
も
楽
し
く
、

色
々
な
ト
ー
ク
で
盛
り
上
が
り
、
1
軒
目
で
は
物
足
り
ず

次
の
お
店
へ
。
そ
こ
で
も
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
、

終
電
間
際
に
な
っ
て
慌
て
て
帰
宅
。

　こ
れ
が
い
つ
も
の
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　毎
回
こ
ん
な
感
じ
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
な
が
ら
仕
事
を

頑
張
っ
て
い
ま
す
。

読者の声
Vol.47

個人情報の取り扱いについて
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、プレゼント発送のほか、商品情報や弊社個展の招待状等の発送に利用させていただく場合がございます。
これらの発送停止をご希望される場合には、速やかに対応いたします。詳しくは弊社HPのプライバシーポリシーをご覧ください。

特販事業部　桜井ゆかり
特需部門の営業事務として
商品の受発注業務を担当

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

編 集 後 記
今号よりスタートした「ごとうゆきのトーキョー下町探検」で、ご
とうゆきさんと下町探検をご一緒させていただきました。本社の
ある入谷をスタートし、気ままにあちらこちら歩くのは楽しいも
ので、「この路地を抜けるとここに出るんだ」「こんなところにい
い感じの喫茶店がある」など新たな発見があり、アトムに入社し
て随分と経ちますが、意外と入谷近辺のことをあまり知らないな
と改めて感じました。 〈下町探検隊2号〉

博物館とまた違って、その人の生活感・ぬくもりがジワ～ッと
伝わる「駒井家住宅」のページでした。京都を訪ねた折には行
ってみたいと思います。 〈東京都 W・M様 女性〉

わが家には父が愛用した大工箱があります。金槌、ペンチ、ニ
ッパ、釘、かんななど…。「釘と金槌」を読んで、今は使われな
くなった昭和の大工道具に「ご苦労さま」と声をかけたくなり
ました。 〈大阪府 K・M様 男性〉

私も手紙は書かなくなりましたが、はがきはこまめに書いてい
ます。だから、郵便はがき、絵はがき、記念切手は、いつも何種
類か用意しています。いつの頃からか、シール切手が多くなり、
なるべくギザギザのついた切手を使うようにしています。はが
きが届いているとうれしいので。今号のフランスの切手、流石、
芸術の国の切手、と思っています。 〈神奈川県 F・S様 男性〉

リフォームの間仕切りついて「3連引戸ダブルオープン」はとて
も参考になりました。一般ではこのような情報が得にくく、プ
ランの1つとして考えてみようと思います。 〈神奈川県 I・E様 女性〉

自分の技術が明らかに古くなりつつある時、先人の残した優れ
た情熱のカタマリのような作品を見ると本当に力を与えてくれ
る。1927年洋風建築の嵐にさらされた職人達の迷いは今の比
ではないだろう。そんな時、この玄関脇の幅木に込められた愛
らしいドロワー、ホッとしますね。 〈東京都 オーシャン様 男性〉

アテナの道具箱、毎回頑張っている職人さんの紹介がとても楽
しみで応援したくなります。伝統の技を引き継ぎ、改革してい
く人たちにスポットを当てた取材をよろしくお願いします。
 〈静岡県 mami様 女性〉

ひとつとして同じものはない、ものって素敵ですね。
 〈埼玉県 はな様 女性〉

残念ながら今回は１人欠席でした

☞  www.atomlt.com/atom_tv

＼ 動画で解決 !／
アトム製品のご紹介や使い方ガイドなどを

動画でご覧いただけます
アトムリビンテックHP「atom動画ぎゃらりー」から

ご覧いただけます。
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今回歩いたのは、台東区の根岸と
鴬谷近辺。この界隈は、関東大震災や
東京大空襲でも焼けなかったという、
昔の家や街並みが残っています。
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住まいの金物、取りそろえました。
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