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今号の表紙 　空飛ぶATOM

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

ニューヨーク～パリ間の無着陸横断飛行を遂げた冒

険時代は今から100年ほど前の話。リンドバーグの名

は有名である。翻って日本の冒険飛行時代には、大正

14年に東京・代々木練兵場を初風と東風の2機がロー

マに向かって飛び立った。日本の航空元年は、明治43

年に日野大尉が「日野式1号推進式高翼単葉機」で、新

宿の戸山ヶ原からフライトを試みているが、搭載した

発動機が自動車用8馬力と非力だったため、馬力不足

で離陸が叶わなかった。ATOMの丁番で夢の空を飛ん

でみてはいかが?

今号の「アテナの道具箱」でご紹介した挽
ひき

物
もの

木
き

地
じ

師
し

、佐竹巧成さ

んが挽いた汁椀です。

山中漆器は、轆
ろく

轤
ろ

を使った挽物技術が特色で、表面にさまざまな

縞模様をつける「加
かし

飾
ょく

挽き」が大きな特徴です。その手法は1本

ずつ等幅にカンナで溝を挽いた千筋、荒々しくランダムに筋を

入れた荒筋をはじめ、籠目筋、糸目筋、子持筋など数十種に及び

ます。写真右の塗分け汁椀は、千筋に挽いた木地に朱漆と黒漆を

重ね塗りし、研ぎあげることによって洗朱の色が顔を出す「曙塗

り」仕上げ。写真左の荒筋汁椀は、下塗りに黒漆、その上に朱漆

を塗る「根来塗り」。紀州・根来寺の漆器がその名の由来で、独特

の風合いが茶人たちに好まれ珍重されました。どちらも使いつ

づけるうちに、下地の色が濃くなって艶が増していきます。

6 塗分け汁椀「曙」または荒筋汁椀「根
ねご

来
ろ

」

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 1客を4名様にプレゼントいたします。

締め切り　2019年10月31日（木）

読者プレゼント

［サイズ］　高さ約63mm 径約120mm　［材質］　欅　［販売価格］　5,000円＋消費税

4当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます 4色・形は選べません

挽物木地師 佐竹 巧成さん

観音様が降りてくる日

てこ（梃子）の原理

次世代を切り拓く注目の新商品

半自動引戸金具FC-101-40・FC-101-40S

トウモロコシ

埼玉県入間市　旧石川組製糸西洋館

アトムリビンテックって、どんな会社 ? 10

下谷・入谷編
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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

─

　木
地
の
山
中

　─

　木
工
用
の
轆ろ

く轤ろ

が
音
を
立
て
て
回
る
。
荒
挽

き
し
た
木
に
カ
ン
ナ
を
あ
て
る
と
、
木
屑
が
生

き
物
の
よ
う
に
舞
っ
た
。
木
の
塊
は
見
る
間
に

形
を
変
え
、
椀
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
。

「
木
の
材
質
に
よ
っ
て
カ
ン
ナ
の
あ
て
か
た
、

力
の
入
れ
か
た
が
違
う
。
同
じけ
欅や

き
で
も
、
そ
れ

ぞ
れ
ク
セ
や
堅
さ
、
ね
ば
り
も
違
っ
て
く
る
」

　挽ひ
き

物も
の

木き

地じ

師し

と
は
、
轆
轤
を
使
っ
て
漆
器
の

木
地
と
な
る
椀
や
鉢
を
挽
く
仕
事
。
カ
ン
ナ
を

握
る
右
のて

掌の
ひ
らと

左
の
親
指
の
付
け
根
に
、
職
人

の
証
で
も
あ
る
タ
コ
が
で
き
て
い
た
。

　石
川
県
に
は
三
大
漆
器
産
地
が
あ
る
。
各
地

の
特
徴
か
ら
「
木
地
の
山
中
」「
塗
り
の
輪
島
」

「
蒔
絵
の
金
沢
」
と
称
さ
れ
る
。
山
中
は
轆
轤

で
挽
く
職
人
の
分
野
で
、
質
・
量
と
も
に
国
内

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
。

　だ
が
「
家
業
の
木
地
師
を
継
ぐ
つ
も
り
は
な

か
っ
た
」。
大
学
で
は
漆
・
木
工
コ
ー
ス
専
攻

だ
っ
た
が
、
卒
業
後
は
飛
騨
の
木
製
家
具
メ
ー

カ
ー
に
就
職
。
商
品
の
設
計
を
担
当
し
た
。
図

面
を
描
く
仕
事
は
面
白
か
っ
た
が
、
あ
る
日
ふ

と
「
自
分
で
モ
ノ
づ
く
り
を
す
る
ほ
う
が
も
っ

と
楽
し
い
」
と
気
づ
い
た
。
家
業
を
継
ぐ
の
が

自
分
の
進
む
べ
き
道
で
は
な
い
か
、
と
。
父
の

姿
を
見
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い

た
。
回
り
道
を
し
た
よ
う
だ
が
「
自
分
も
職
人

と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
」
と
い
う
新
た
な
覚

悟
が
生
ま
れ
た
。

─

　形
を
見
切
る

　─

　挽
物
木
地
師
と
し
て
は
、
他
の
仲
間
よ
り
も

遅
い
二
十
九
歳
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
。
最
初
は

「
挽
い
た
椀
が
不
良
品
で
戻
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
、
と
不
安
だ
ら
け
だ
っ
た
」。
本
当
に

飯
が
食
っ
て
い
け
る
の
か
、
と
焦
燥
感
に
さ
い

な
ま
れ
た
。

　体
も
心
も
慣
れ
な
い
生
活
。
そ
れ
に
順
応
で

き
ず
、
ス
ト
レ
ス
で
体
調
を
く
ず
し
、
カ
ン
ナ

を
握
り
し
め
て
い
た
右
手
に
炎
症
が
お
き
た
。

「
薬
指
と
小
指
の
付
け
根
が
腫
れ
て
痛
み
、
朝

起
き
た
ら
指
が
開
か
な
く
な
っ
て
い
た
」

　職
業
病
と
も
い
え
る
「
ば
ね
指
」
の
症
状
だ
。

様
子
を
み
て
も
改
善
の
兆
し
は
な
く
、
や
む
な

く
切
開
手
術
を
受
け
た
。
二
度
に
及
ぶ
手
術
で
、

い
ま
も
メ
ス
の
傷
跡
が
残
っ
て
い
る
。

　修
業
中
「
形
を
見
切
る
力
を
つ
け
ろ
」
と
言

わ
れ
た
。
カ
ン
ナ
を
持
つ
手
先
だ
け
で
な
く
、

体
を
ど
う
動
か
す
か
で
椀
の
内
側
の
曲
線
を
表

現
す
る
こ
と
。

「
動
き
を
体
に
し
み
こ
ま
せ
、
意
識
を
研
ぎ

す
ま
せ
て
挽
く
。
そ
れ
が
形
を
見
切
る
こ
と
で

は
な
い
か
」

　挽
き
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
不
安
や
怖
れ
は
あ

る
が
、
勇
気
を
持
っ
て
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
カ
ン
ナ

を
あ
て
る
。

「
つ
ね
に
攻
め
る
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
、
早
く

き
れ
い
に
挽
く
こ
と
は
で
き
な
い
」

て
は
仕
上
げ
の
漆
工
程
ま
で
、
す
べ
て
自
分
で
。

「
量
産
品
と
違
っ
て
、
コ
ン
マ
以
下
、
テ
ィ
ッ

シ
ュ
一
枚
分
を
削
る
か
削
ら
な
い
か
を
判
断
す

る
世
界
」。
そ
の
経
験
が
職
人
仕
事
に
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
活
か
さ
れ
る
。

「
こ
れ
で
い
い
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

つ
ね
に
悩
み
、
工
夫
し
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
」

　家
業
を
継
い
で
三
代
目
に
。
祖
父
や
父
の
よ

う
な
職
人
と
い
う
生
き
方
に
憧
れ
、
同
じ
道
を

選
ん
だ
。

「
気
負
い
を
持
た
ず
、
職
人
と
し
て
人
生
を

全ま
っ
とう

で
き
れ
ば
、い
ち
ば
ん
の
幸
せ
だ
と
思
う
」

　生
涯
一
職
人
。
そ
れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下

で
も
な
く
。
そ
れ
が
伝
統
を
受
け
継
ぐ
挽
物
木

地
師
と
し
て
の
心
意
気
で
あ
り
、
自
信
と
誇
り

で
あ
る
。

　き
ょ
う
も
作
業
場
に
は
木
地
を
挽
く
音
が
響

い
て
い
る
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

Y O S H I N A R I  S A T A K E

アテナの道具箱伝統を挽く

佐竹 巧成

vol.XI

1970年石川県江沼郡山中町（現・加賀市山中温泉）生まれ。金沢美術工
芸大学・大学院美術工芸研究科修了。家具製造メーカー「飛騨産業（株）」
を経て、家業である山中漆器の挽物木地師として父・一夫氏に師事。職
人として活動しながら、作家としても「第17回伝統工芸木竹展」で木竹
参与賞受賞など受賞多数。日本工芸会正会員、伝統工芸士（山中漆器・
木地部門）。

挽物木地師

─

　刃
物
の
鍛
造

　─

　木
地
を
挽
く
専
用
の
カ
ン
ナ
は
、
す
べ
て
職

人
自
身
の
手
づ
く
り
。
み
ず
か
ら
の
仕
事
に
ふ

さ
わ
し
い
刃
物
を
鍛
造
す
る
。

　バ
ー
ナ
ー
で
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
鋼
を
熱
し
、
金

槌
で
叩
い
て
成
形
し
、
刃
先
を
研
ぎ
あ
げ
る
。

　椀
の
外
側
を
挽
く
ウ
ラ
ビ
キ
。
内
側
を
削
り

取
る
エ
グ
リ
。
木
地
を
平
ら
に
な
ら
す
シ
ャ
カ

な
ど
。「
使
う
人
の
体
型
や
挽
く
と
き
の
ク
セ

に
よ
っ
て
も
刃
先
の
形
は
微
妙
に
変
わ
る
」。

山
中
の
漆
器
は
表
面
に
さ
ま
ざ
ま
な
縞
模
様
を

つ
け
る
「
加か

し

飾ょ
く

挽
き
」
も
大
き
な
特
徴
だ
。

「
刃
を
ど
れ
く
ら
い
薄
く
す
る
か
、
角
度
を
ど

れ
く
ら
い
に
す
る
か
、
使
い
や
す
い
形
を
探
っ

て
い
く
し
か
な
い
」

　木
目
の
模
様
を
際
立
た
せ
る「
拭ふ

き

漆
仕
上
げ
」

で
は
、
カ
ン
ナ
の
切
れ
味
の
違
い
が
は
っ
き
り

現
れ
る
。
木
肌
を
美
し
く
挽
く
技
術
と
セ
ン
ス

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。「
い
い
カ
ン
ナ
が
つ
く

れ
な
か
っ
た
ら
、
い
い
木
地
は
挽
け
な
い
。
だ

か
ら
自
分
が
ど
れ
だ
け
の
腕
を
持
っ
て
い
る
か
、

道
具
が
教
え
て
く
れ
る
」

　道
具
は
職
人
の
分
身
で
あ
り
、
そ
の
技
術
の

象
徴
な
の
だ
。

─

　伝
統
職
人
の
道

　─

　職
人
仕
事
の
か
た
わ
ら
、
一
点
物
の
作
品
の

制
作
、
発
表
も
つ
づ
け
て
い
る
。
作
品
に
関
し

34



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

─

　木
地
の
山
中

　─

　木
工
用
の
轆ろ

く轤ろ

が
音
を
立
て
て
回
る
。
荒
挽

き
し
た
木
に
カ
ン
ナ
を
あ
て
る
と
、
木
屑
が
生

き
物
の
よ
う
に
舞
っ
た
。
木
の
塊
は
見
る
間
に

形
を
変
え
、
椀
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
。

「
木
の
材
質
に
よ
っ
て
カ
ン
ナ
の
あ
て
か
た
、

力
の
入
れ
か
た
が
違
う
。
同
じけ
欅や

き
で
も
、
そ
れ

ぞ
れ
ク
セ
や
堅
さ
、
ね
ば
り
も
違
っ
て
く
る
」

　挽ひ
き

物も
の

木き

地じ

師し

と
は
、
轆
轤
を
使
っ
て
漆
器
の

木
地
と
な
る
椀
や
鉢
を
挽
く
仕
事
。
カ
ン
ナ
を

握
る
右
のて

掌の
ひ
らと

左
の
親
指
の
付
け
根
に
、
職
人

の
証
で
も
あ
る
タ
コ
が
で
き
て
い
た
。

　石
川
県
に
は
三
大
漆
器
産
地
が
あ
る
。
各
地

の
特
徴
か
ら
「
木
地
の
山
中
」「
塗
り
の
輪
島
」

「
蒔
絵
の
金
沢
」
と
称
さ
れ
る
。
山
中
は
轆
轤

で
挽
く
職
人
の
分
野
で
、
質
・
量
と
も
に
国
内

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
。

　だ
が
「
家
業
の
木
地
師
を
継
ぐ
つ
も
り
は
な

か
っ
た
」。
大
学
で
は
漆
・
木
工
コ
ー
ス
専
攻

だ
っ
た
が
、
卒
業
後
は
飛
騨
の
木
製
家
具
メ
ー

カ
ー
に
就
職
。
商
品
の
設
計
を
担
当
し
た
。
図

面
を
描
く
仕
事
は
面
白
か
っ
た
が
、
あ
る
日
ふ

と
「
自
分
で
モ
ノ
づ
く
り
を
す
る
ほ
う
が
も
っ

と
楽
し
い
」
と
気
づ
い
た
。
家
業
を
継
ぐ
の
が

自
分
の
進
む
べ
き
道
で
は
な
い
か
、
と
。
父
の

姿
を
見
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い

た
。
回
り
道
を
し
た
よ
う
だ
が
「
自
分
も
職
人

と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
」
と
い
う
新
た
な
覚

悟
が
生
ま
れ
た
。

─

　形
を
見
切
る

　─

　挽
物
木
地
師
と
し
て
は
、
他
の
仲
間
よ
り
も

遅
い
二
十
九
歳
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
。
最
初
は

「
挽
い
た
椀
が
不
良
品
で
戻
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
、
と
不
安
だ
ら
け
だ
っ
た
」。
本
当
に

飯
が
食
っ
て
い
け
る
の
か
、
と
焦
燥
感
に
さ
い

な
ま
れ
た
。

　体
も
心
も
慣
れ
な
い
生
活
。
そ
れ
に
順
応
で

き
ず
、
ス
ト
レ
ス
で
体
調
を
く
ず
し
、
カ
ン
ナ

を
握
り
し
め
て
い
た
右
手
に
炎
症
が
お
き
た
。

「
薬
指
と
小
指
の
付
け
根
が
腫
れ
て
痛
み
、
朝

起
き
た
ら
指
が
開
か
な
く
な
っ
て
い
た
」

　職
業
病
と
も
い
え
る
「
ば
ね
指
」
の
症
状
だ
。

様
子
を
み
て
も
改
善
の
兆
し
は
な
く
、
や
む
な

く
切
開
手
術
を
受
け
た
。
二
度
に
及
ぶ
手
術
で
、

い
ま
も
メ
ス
の
傷
跡
が
残
っ
て
い
る
。

　修
業
中
「
形
を
見
切
る
力
を
つ
け
ろ
」
と
言

わ
れ
た
。
カ
ン
ナ
を
持
つ
手
先
だ
け
で
な
く
、

体
を
ど
う
動
か
す
か
で
椀
の
内
側
の
曲
線
を
表

現
す
る
こ
と
。

「
動
き
を
体
に
し
み
こ
ま
せ
、
意
識
を
研
ぎ

す
ま
せ
て
挽
く
。
そ
れ
が
形
を
見
切
る
こ
と
で

は
な
い
か
」

　挽
き
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
不
安
や
怖
れ
は
あ

る
が
、
勇
気
を
持
っ
て
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
カ
ン
ナ

を
あ
て
る
。

「
つ
ね
に
攻
め
る
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
、
早
く

き
れ
い
に
挽
く
こ
と
は
で
き
な
い
」

て
は
仕
上
げ
の
漆
工
程
ま
で
、
す
べ
て
自
分
で
。

「
量
産
品
と
違
っ
て
、
コ
ン
マ
以
下
、
テ
ィ
ッ

シ
ュ
一
枚
分
を
削
る
か
削
ら
な
い
か
を
判
断
す

る
世
界
」。
そ
の
経
験
が
職
人
仕
事
に
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
活
か
さ
れ
る
。

「
こ
れ
で
い
い
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

つ
ね
に
悩
み
、
工
夫
し
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
」

　家
業
を
継
い
で
三
代
目
に
。
祖
父
や
父
の
よ

う
な
職
人
と
い
う
生
き
方
に
憧
れ
、
同
じ
道
を

選
ん
だ
。

「
気
負
い
を
持
た
ず
、
職
人
と
し
て
人
生
を

全ま
っ
とう

で
き
れ
ば
、い
ち
ば
ん
の
幸
せ
だ
と
思
う
」

　生
涯
一
職
人
。
そ
れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下

で
も
な
く
。
そ
れ
が
伝
統
を
受
け
継
ぐ
挽
物
木

地
師
と
し
て
の
心
意
気
で
あ
り
、
自
信
と
誇
り

で
あ
る
。

　き
ょ
う
も
作
業
場
に
は
木
地
を
挽
く
音
が
響

い
て
い
る
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

Y O S H I N A R I  S A T A K E

アテナの道具箱伝統を挽く

佐竹 巧成

vol.XI

1970年石川県江沼郡山中町（現・加賀市山中温泉）生まれ。金沢美術工
芸大学・大学院美術工芸研究科修了。家具製造メーカー「飛騨産業（株）」
を経て、家業である山中漆器の挽物木地師として父・一夫氏に師事。職
人として活動しながら、作家としても「第17回伝統工芸木竹展」で木竹
参与賞受賞など受賞多数。日本工芸会正会員、伝統工芸士（山中漆器・
木地部門）。

挽物木地師

─

　刃
物
の
鍛
造

　─

　木
地
を
挽
く
専
用
の
カ
ン
ナ
は
、
す
べ
て
職

人
自
身
の
手
づ
く
り
。
み
ず
か
ら
の
仕
事
に
ふ

さ
わ
し
い
刃
物
を
鍛
造
す
る
。

　バ
ー
ナ
ー
で
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
鋼
を
熱
し
、
金

槌
で
叩
い
て
成
形
し
、
刃
先
を
研
ぎ
あ
げ
る
。

　椀
の
外
側
を
挽
く
ウ
ラ
ビ
キ
。
内
側
を
削
り

取
る
エ
グ
リ
。
木
地
を
平
ら
に
な
ら
す
シ
ャ
カ

な
ど
。「
使
う
人
の
体
型
や
挽
く
と
き
の
ク
セ

に
よ
っ
て
も
刃
先
の
形
は
微
妙
に
変
わ
る
」。

山
中
の
漆
器
は
表
面
に
さ
ま
ざ
ま
な
縞
模
様
を

つ
け
る
「
加か

し

飾ょ
く

挽
き
」
も
大
き
な
特
徴
だ
。

「
刃
を
ど
れ
く
ら
い
薄
く
す
る
か
、
角
度
を
ど

れ
く
ら
い
に
す
る
か
、
使
い
や
す
い
形
を
探
っ

て
い
く
し
か
な
い
」

　木
目
の
模
様
を
際
立
た
せ
る「
拭ふ

き

漆
仕
上
げ
」

で
は
、
カ
ン
ナ
の
切
れ
味
の
違
い
が
は
っ
き
り

現
れ
る
。
木
肌
を
美
し
く
挽
く
技
術
と
セ
ン
ス

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。「
い
い
カ
ン
ナ
が
つ
く

れ
な
か
っ
た
ら
、
い
い
木
地
は
挽
け
な
い
。
だ

か
ら
自
分
が
ど
れ
だ
け
の
腕
を
持
っ
て
い
る
か
、

道
具
が
教
え
て
く
れ
る
」

　道
具
は
職
人
の
分
身
で
あ
り
、
そ
の
技
術
の

象
徴
な
の
だ
。

─

　伝
統
職
人
の
道

　─

　職
人
仕
事
の
か
た
わ
ら
、
一
点
物
の
作
品
の

制
作
、
発
表
も
つ
づ
け
て
い
る
。
作
品
に
関
し
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千手観音 ［ 広島県廿日市市宮島町弥山 ］

嚴島神社で有名な安芸の宮島。真ん中には標高535mの弥
みせ

山
ん

という

山が聳え、途中までロープウェイで行くこともできます。中腹から山

頂にかけては、大聖院というお寺の数々のお堂が点在し、道中にこの

ような石仏もあります。摩耗がひどく特定はできませんが、体の周囲

に手の痕跡が何本か見えるので、おそらく千手観音と思われます。

6宮島ロープウエー獅子岩駅下車

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
。

34

広
島
県
廿
日
市
市
宮
島
町
弥
山

　千
手
観
音

観
音
様
が
降
り
て
く
る
日

秋
に
な
る
と
、
空
気
が
だ
ん
だ
ん
き
れ
い
に
な
っ
て

天
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
届
き
や
す
く
な
る
気
が
す
る
。

だ
か
ら
、
こ
ん
な
晴
れ
た
日
は
、

で
き
る
だ
け
遠
く
が
見
渡
せ
る
よ
う
な
山
に
登
ろ
う
。

観
音
様
も
ど
こ
か
か
ら
降
り
て
き
て
、

わ
た
し
た
ち
の
願
い
を
聞
き
届
け
て
く
れ
そ
う
。

─

　木
地
の
山
中

　─

　木
工
用
の
轆ろ

く轤ろ

が
音
を
立
て
て
回
る
。
荒
挽

き
し
た
木
に
カ
ン
ナ
を
あ
て
る
と
、
木
屑
が
生

き
物
の
よ
う
に
舞
っ
た
。
木
の
塊
は
見
る
間
に

形
を
変
え
、
椀
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
。

「
木
の
材
質
に
よ
っ
て
カ
ン
ナ
の
あ
て
か
た
、

力
の
入
れ
か
た
が
違
う
。
同
じけ
欅や

き
で
も
、
そ
れ

ぞ
れ
ク
セ
や
堅
さ
、
ね
ば
り
も
違
っ
て
く
る
」

　挽ひ
き

物も
の

木き

地じ

師し

と
は
、
轆
轤
を
使
っ
て
漆
器
の

木
地
と
な
る
椀
や
鉢
を
挽
く
仕
事
。
カ
ン
ナ
を

握
る
右
のて

掌の
ひ
らと

左
の
親
指
の
付
け
根
に
、
職
人

の
証
で
も
あ
る
タ
コ
が
で
き
て
い
た
。

　石
川
県
に
は
三
大
漆
器
産
地
が
あ
る
。
各
地

の
特
徴
か
ら
「
木
地
の
山
中
」「
塗
り
の
輪
島
」

「
蒔
絵
の
金
沢
」
と
称
さ
れ
る
。
山
中
は
轆
轤

で
挽
く
職
人
の
分
野
で
、
質
・
量
と
も
に
国
内

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
。

　だ
が
「
家
業
の
木
地
師
を
継
ぐ
つ
も
り
は
な

か
っ
た
」。
大
学
で
は
漆
・
木
工
コ
ー
ス
専
攻

だ
っ
た
が
、
卒
業
後
は
飛
騨
の
木
製
家
具
メ
ー

カ
ー
に
就
職
。
商
品
の
設
計
を
担
当
し
た
。
図

面
を
描
く
仕
事
は
面
白
か
っ
た
が
、
あ
る
日
ふ

と
「
自
分
で
モ
ノ
づ
く
り
を
す
る
ほ
う
が
も
っ

と
楽
し
い
」
と
気
づ
い
た
。
家
業
を
継
ぐ
の
が

自
分
の
進
む
べ
き
道
で
は
な
い
か
、
と
。
父
の

姿
を
見
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い

た
。
回
り
道
を
し
た
よ
う
だ
が
「
自
分
も
職
人

と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
」
と
い
う
新
た
な
覚

悟
が
生
ま
れ
た
。

─

　形
を
見
切
る

　─

　挽
物
木
地
師
と
し
て
は
、
他
の
仲
間
よ
り
も

遅
い
二
十
九
歳
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
。
最
初
は

「
挽
い
た
椀
が
不
良
品
で
戻
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
、
と
不
安
だ
ら
け
だ
っ
た
」。
本
当
に

飯
が
食
っ
て
い
け
る
の
か
、
と
焦
燥
感
に
さ
い

な
ま
れ
た
。

　体
も
心
も
慣
れ
な
い
生
活
。
そ
れ
に
順
応
で

き
ず
、
ス
ト
レ
ス
で
体
調
を
く
ず
し
、
カ
ン
ナ

を
握
り
し
め
て
い
た
右
手
に
炎
症
が
お
き
た
。

「
薬
指
と
小
指
の
付
け
根
が
腫
れ
て
痛
み
、
朝

起
き
た
ら
指
が
開
か
な
く
な
っ
て
い
た
」

　職
業
病
と
も
い
え
る
「
ば
ね
指
」
の
症
状
だ
。

様
子
を
み
て
も
改
善
の
兆
し
は
な
く
、
や
む
な

く
切
開
手
術
を
受
け
た
。
二
度
に
及
ぶ
手
術
で
、

い
ま
も
メ
ス
の
傷
跡
が
残
っ
て
い
る
。

　修
業
中
「
形
を
見
切
る
力
を
つ
け
ろ
」
と
言

わ
れ
た
。
カ
ン
ナ
を
持
つ
手
先
だ
け
で
な
く
、

体
を
ど
う
動
か
す
か
で
椀
の
内
側
の
曲
線
を
表

現
す
る
こ
と
。

「
動
き
を
体
に
し
み
こ
ま
せ
、
意
識
を
研
ぎ

す
ま
せ
て
挽
く
。
そ
れ
が
形
を
見
切
る
こ
と
で

は
な
い
か
」

　挽
き
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
不
安
や
怖
れ
は
あ

る
が
、
勇
気
を
持
っ
て
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
カ
ン
ナ

を
あ
て
る
。

「
つ
ね
に
攻
め
る
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
、
早
く

き
れ
い
に
挽
く
こ
と
は
で
き
な
い
」

て
は
仕
上
げ
の
漆
工
程
ま
で
、
す
べ
て
自
分
で
。

「
量
産
品
と
違
っ
て
、
コ
ン
マ
以
下
、
テ
ィ
ッ

シ
ュ
一
枚
分
を
削
る
か
削
ら
な
い
か
を
判
断
す

る
世
界
」。
そ
の
経
験
が
職
人
仕
事
に
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
活
か
さ
れ
る
。

「
こ
れ
で
い
い
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

つ
ね
に
悩
み
、
工
夫
し
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
」

　家
業
を
継
い
で
三
代
目
に
。
祖
父
や
父
の
よ

う
な
職
人
と
い
う
生
き
方
に
憧
れ
、
同
じ
道
を

選
ん
だ
。

「
気
負
い
を
持
た
ず
、
職
人
と
し
て
人
生
を

全ま
っ
とう

で
き
れ
ば
、い
ち
ば
ん
の
幸
せ
だ
と
思
う
」

　生
涯
一
職
人
。
そ
れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下

で
も
な
く
。
そ
れ
が
伝
統
を
受
け
継
ぐ
挽
物
木

地
師
と
し
て
の
心
意
気
で
あ
り
、
自
信
と
誇
り

で
あ
る
。

　き
ょ
う
も
作
業
場
に
は
木
地
を
挽
く
音
が
響

い
て
い
る
。

─

　刃
物
の
鍛
造

　─

　木
地
を
挽
く
専
用
の
カ
ン
ナ
は
、
す
べ
て
職

人
自
身
の
手
づ
く
り
。
み
ず
か
ら
の
仕
事
に
ふ

さ
わ
し
い
刃
物
を
鍛
造
す
る
。

　バ
ー
ナ
ー
で
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
鋼
を
熱
し
、
金

槌
で
叩
い
て
成
形
し
、
刃
先
を
研
ぎ
あ
げ
る
。

　椀
の
外
側
を
挽
く
ウ
ラ
ビ
キ
。
内
側
を
削
り

取
る
エ
グ
リ
。
木
地
を
平
ら
に
な
ら
す
シ
ャ
カ

な
ど
。「
使
う
人
の
体
型
や
挽
く
と
き
の
ク
セ

に
よ
っ
て
も
刃
先
の
形
は
微
妙
に
変
わ
る
」。

山
中
の
漆
器
は
表
面
に
さ
ま
ざ
ま
な
縞
模
様
を

つ
け
る
「
加か

し

飾ょ
く

挽
き
」
も
大
き
な
特
徴
だ
。

「
刃
を
ど
れ
く
ら
い
薄
く
す
る
か
、
角
度
を
ど

れ
く
ら
い
に
す
る
か
、
使
い
や
す
い
形
を
探
っ

て
い
く
し
か
な
い
」

　木
目
の
模
様
を
際
立
た
せ
る「
拭ふ

き

漆
仕
上
げ
」

で
は
、
カ
ン
ナ
の
切
れ
味
の
違
い
が
は
っ
き
り

現
れ
る
。
木
肌
を
美
し
く
挽
く
技
術
と
セ
ン
ス

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。「
い
い
カ
ン
ナ
が
つ
く

れ
な
か
っ
た
ら
、
い
い
木
地
は
挽
け
な
い
。
だ

か
ら
自
分
が
ど
れ
だ
け
の
腕
を
持
っ
て
い
る
か
、

道
具
が
教
え
て
く
れ
る
」

　道
具
は
職
人
の
分
身
で
あ
り
、
そ
の
技
術
の

象
徴
な
の
だ
。

─

　伝
統
職
人
の
道

　─

　職
人
仕
事
の
か
た
わ
ら
、
一
点
物
の
作
品
の

制
作
、
発
表
も
つ
づ
け
て
い
る
。
作
品
に
関
し
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千手観音 ［ 広島県廿日市市宮島町弥山 ］

嚴島神社で有名な安芸の宮島。真ん中には標高535mの弥
みせ

山
ん

という

山が聳え、途中までロープウェイで行くこともできます。中腹から山

頂にかけては、大聖院というお寺の数々のお堂が点在し、道中にこの

ような石仏もあります。摩耗がひどく特定はできませんが、体の周囲

に手の痕跡が何本か見えるので、おそらく千手観音と思われます。

6宮島ロープウエー獅子岩駅下車

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
。

34

広
島
県
廿
日
市
市
宮
島
町
弥
山

　千
手
観
音

観
音
様
が
降
り
て
く
る
日

秋
に
な
る
と
、
空
気
が
だ
ん
だ
ん
き
れ
い
に
な
っ
て

天
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
届
き
や
す
く
な
る
気
が
す
る
。

だ
か
ら
、
こ
ん
な
晴
れ
た
日
は
、

で
き
る
だ
け
遠
く
が
見
渡
せ
る
よ
う
な
山
に
登
ろ
う
。

観
音
様
も
ど
こ
か
か
ら
降
り
て
き
て
、

わ
た
し
た
ち
の
願
い
を
聞
き
届
け
て
く
れ
そ
う
。

─

　木
地
の
山
中

　─

　木
工
用
の
轆ろ

く轤ろ

が
音
を
立
て
て
回
る
。
荒
挽

き
し
た
木
に
カ
ン
ナ
を
あ
て
る
と
、
木
屑
が
生

き
物
の
よ
う
に
舞
っ
た
。
木
の
塊
は
見
る
間
に

形
を
変
え
、
椀
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
。

「
木
の
材
質
に
よ
っ
て
カ
ン
ナ
の
あ
て
か
た
、

力
の
入
れ
か
た
が
違
う
。
同
じけ
欅や

き
で
も
、
そ
れ

ぞ
れ
ク
セ
や
堅
さ
、
ね
ば
り
も
違
っ
て
く
る
」

　挽ひ
き

物も
の

木き

地じ

師し

と
は
、
轆
轤
を
使
っ
て
漆
器
の

木
地
と
な
る
椀
や
鉢
を
挽
く
仕
事
。
カ
ン
ナ
を

握
る
右
のて

掌の
ひ
らと

左
の
親
指
の
付
け
根
に
、
職
人

の
証
で
も
あ
る
タ
コ
が
で
き
て
い
た
。

　石
川
県
に
は
三
大
漆
器
産
地
が
あ
る
。
各
地

の
特
徴
か
ら
「
木
地
の
山
中
」「
塗
り
の
輪
島
」

「
蒔
絵
の
金
沢
」
と
称
さ
れ
る
。
山
中
は
轆
轤

で
挽
く
職
人
の
分
野
で
、
質
・
量
と
も
に
国
内

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
。

　だ
が
「
家
業
の
木
地
師
を
継
ぐ
つ
も
り
は
な

か
っ
た
」。
大
学
で
は
漆
・
木
工
コ
ー
ス
専
攻

だ
っ
た
が
、
卒
業
後
は
飛
騨
の
木
製
家
具
メ
ー

カ
ー
に
就
職
。
商
品
の
設
計
を
担
当
し
た
。
図

面
を
描
く
仕
事
は
面
白
か
っ
た
が
、
あ
る
日
ふ

と
「
自
分
で
モ
ノ
づ
く
り
を
す
る
ほ
う
が
も
っ

と
楽
し
い
」
と
気
づ
い
た
。
家
業
を
継
ぐ
の
が

自
分
の
進
む
べ
き
道
で
は
な
い
か
、
と
。
父
の

姿
を
見
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い

た
。
回
り
道
を
し
た
よ
う
だ
が
「
自
分
も
職
人

と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
」
と
い
う
新
た
な
覚

悟
が
生
ま
れ
た
。

─

　形
を
見
切
る

　─

　挽
物
木
地
師
と
し
て
は
、
他
の
仲
間
よ
り
も

遅
い
二
十
九
歳
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
。
最
初
は

「
挽
い
た
椀
が
不
良
品
で
戻
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
、
と
不
安
だ
ら
け
だ
っ
た
」。
本
当
に

飯
が
食
っ
て
い
け
る
の
か
、
と
焦
燥
感
に
さ
い

な
ま
れ
た
。

　体
も
心
も
慣
れ
な
い
生
活
。
そ
れ
に
順
応
で

き
ず
、
ス
ト
レ
ス
で
体
調
を
く
ず
し
、
カ
ン
ナ

を
握
り
し
め
て
い
た
右
手
に
炎
症
が
お
き
た
。

「
薬
指
と
小
指
の
付
け
根
が
腫
れ
て
痛
み
、
朝

起
き
た
ら
指
が
開
か
な
く
な
っ
て
い
た
」

　職
業
病
と
も
い
え
る
「
ば
ね
指
」
の
症
状
だ
。

様
子
を
み
て
も
改
善
の
兆
し
は
な
く
、
や
む
な

く
切
開
手
術
を
受
け
た
。
二
度
に
及
ぶ
手
術
で
、

い
ま
も
メ
ス
の
傷
跡
が
残
っ
て
い
る
。

　修
業
中
「
形
を
見
切
る
力
を
つ
け
ろ
」
と
言

わ
れ
た
。
カ
ン
ナ
を
持
つ
手
先
だ
け
で
な
く
、

体
を
ど
う
動
か
す
か
で
椀
の
内
側
の
曲
線
を
表

現
す
る
こ
と
。

「
動
き
を
体
に
し
み
こ
ま
せ
、
意
識
を
研
ぎ

す
ま
せ
て
挽
く
。
そ
れ
が
形
を
見
切
る
こ
と
で

は
な
い
か
」

　挽
き
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
不
安
や
怖
れ
は
あ

る
が
、
勇
気
を
持
っ
て
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
カ
ン
ナ

を
あ
て
る
。

「
つ
ね
に
攻
め
る
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
、
早
く

き
れ
い
に
挽
く
こ
と
は
で
き
な
い
」

て
は
仕
上
げ
の
漆
工
程
ま
で
、
す
べ
て
自
分
で
。

「
量
産
品
と
違
っ
て
、
コ
ン
マ
以
下
、
テ
ィ
ッ

シ
ュ
一
枚
分
を
削
る
か
削
ら
な
い
か
を
判
断
す

る
世
界
」。
そ
の
経
験
が
職
人
仕
事
に
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
活
か
さ
れ
る
。

「
こ
れ
で
い
い
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

つ
ね
に
悩
み
、
工
夫
し
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
」

　家
業
を
継
い
で
三
代
目
に
。
祖
父
や
父
の
よ

う
な
職
人
と
い
う
生
き
方
に
憧
れ
、
同
じ
道
を

選
ん
だ
。

「
気
負
い
を
持
た
ず
、
職
人
と
し
て
人
生
を

全ま
っ
とう

で
き
れ
ば
、い
ち
ば
ん
の
幸
せ
だ
と
思
う
」

　生
涯
一
職
人
。
そ
れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下

で
も
な
く
。
そ
れ
が
伝
統
を
受
け
継
ぐ
挽
物
木

地
師
と
し
て
の
心
意
気
で
あ
り
、
自
信
と
誇
り

で
あ
る
。

　き
ょ
う
も
作
業
場
に
は
木
地
を
挽
く
音
が
響

い
て
い
る
。

─

　刃
物
の
鍛
造

　─

　木
地
を
挽
く
専
用
の
カ
ン
ナ
は
、
す
べ
て
職

人
自
身
の
手
づ
く
り
。
み
ず
か
ら
の
仕
事
に
ふ

さ
わ
し
い
刃
物
を
鍛
造
す
る
。

　バ
ー
ナ
ー
で
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
鋼
を
熱
し
、
金

槌
で
叩
い
て
成
形
し
、
刃
先
を
研
ぎ
あ
げ
る
。

　椀
の
外
側
を
挽
く
ウ
ラ
ビ
キ
。
内
側
を
削
り

取
る
エ
グ
リ
。
木
地
を
平
ら
に
な
ら
す
シ
ャ
カ

な
ど
。「
使
う
人
の
体
型
や
挽
く
と
き
の
ク
セ

に
よ
っ
て
も
刃
先
の
形
は
微
妙
に
変
わ
る
」。

山
中
の
漆
器
は
表
面
に
さ
ま
ざ
ま
な
縞
模
様
を

つ
け
る
「
加か

し

飾ょ
く

挽
き
」
も
大
き
な
特
徴
だ
。

「
刃
を
ど
れ
く
ら
い
薄
く
す
る
か
、
角
度
を
ど

れ
く
ら
い
に
す
る
か
、
使
い
や
す
い
形
を
探
っ

て
い
く
し
か
な
い
」

　木
目
の
模
様
を
際
立
た
せ
る「
拭ふ

き

漆
仕
上
げ
」

で
は
、
カ
ン
ナ
の
切
れ
味
の
違
い
が
は
っ
き
り

現
れ
る
。
木
肌
を
美
し
く
挽
く
技
術
と
セ
ン
ス

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。「
い
い
カ
ン
ナ
が
つ
く

れ
な
か
っ
た
ら
、
い
い
木
地
は
挽
け
な
い
。
だ

か
ら
自
分
が
ど
れ
だ
け
の
腕
を
持
っ
て
い
る
か
、

道
具
が
教
え
て
く
れ
る
」

　道
具
は
職
人
の
分
身
で
あ
り
、
そ
の
技
術
の

象
徴
な
の
だ
。

─

　伝
統
職
人
の
道

　─

　職
人
仕
事
の
か
た
わ
ら
、
一
点
物
の
作
品
の

制
作
、
発
表
も
つ
づ
け
て
い
る
。
作
品
に
関
し
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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

　楢
は
、
身
近
な
も
の
と
し
て
ワ
イ
ン
や
ウ
イ
ス
キ
ー
の
樽
材
と
し
て
ご
存
じ
の

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、世
界
各
地
に
自
生
し
大
き
く
育
つ
こ
と
か
ら
キ
ン
グ
・

オ
ブ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
（
森
の
王
様
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
古
く
は
縄
文
時

代
か
ら
、
そ
の
実
は
食
料
に
、
枝
葉
は
火
力
燃
料
と
し
て
、
幹
は
各
造
作
物
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
北
海
道
産
は
と
く
に
良
質
で
、
近
代
で
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
輸
出
さ
れ
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
も
使
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　楢
の
実
（
ど
ん
ぐ
り
）
は
、
地
面
に
こ
ろ
が
り
、
動
物
た
ち
に
食
さ
れ
る
こ
と

で
移
動
し
な
が
ら
、
離
れ
た
場
所
で
成
長
し
子
孫
を
繁
栄
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
自

然
界
の
植
物
と
動
物
た
ち
と
は
常
に
共
存
共
生
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
た
く
あ
り

ま
せ
ん
。

監
修

　石
塚
典
男
（
木
香
家
）

水
楢
（
通
称 

ナ
ラ
・
オ
ー
ク
）

気になる木のはなし気になる木のはなし 4
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イ
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の

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、世
界
各
地
に
自
生
し
大
き
く
育
つ
こ
と
か
ら
キ
ン
グ
・

オ
ブ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
（
森
の
王
様
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
古
く
は
縄
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力
燃
料
と
し
て
、
幹
は
各
造
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ま
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に
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で
、
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代
で
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
輸
出
さ
れ
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
も
使
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　楢
の
実
（
ど
ん
ぐ
り
）
は
、
地
面
に
こ
ろ
が
り
、
動
物
た
ち
に
食
さ
れ
る
こ
と

で
移
動
し
な
が
ら
、
離
れ
た
場
所
で
成
長
し
子
孫
を
繁
栄
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
自

然
界
の
植
物
と
動
物
た
ち
と
は
常
に
共
存
共
生
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
た
く
あ
り

ま
せ
ん
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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

ま
ず
は
そ
の
ま
ま
か
ぶ
り
つ
い
て
!

夏
の
キ
レ
ド
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
い
え
ば
、

火
を
通
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、

キ
レ
ド
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は

生
が
い
ち
ば
ん
お
い
し
い
。

サ
ラ
ダ
に
す
る
の
も
い
い
け
れ
ど
、

ま
ず
は
そ
の
ま
ま
、

か
ぶ
り
つ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ど
こ
か
フ
ル
ー
ツ
を
思
わ
せ
る

ま
ろ
や
か
な
甘
み
に
驚
く
は
ず
。

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
成
熟
す
る
前
の

ヤ
ン
グ
コ
ー
ン
も
お
す
す
め
で
す
。

じ
つ
は
、
皮
の
部
分
に
う
ま
み
が
凝
縮
。

皮
ご
と
縦
に
切
っ
て
、

焦
げ
目
が
つ
く
ま
で
蒸
し
焼
き
に
。

大
人
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
は
ま
た
違
う

お
い
し
さ
を
楽
し
め
ま
す
。

栽
培
に
は
少
し
手
の
か
か
る

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
。

そ
れ
で
も
夏
の
キ
レ
ド
に
は

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
野
菜
で
す
。
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次世代を切り拓く注目の新商品

アトム新商品 I NFORMATION

去る4月に開催された「2019 春の新作発表会」でご紹介した新商品が、

ついに10月発売が決定。引戸金物の未来を先取りした新たな「次世代

商品」として注目されています。今回の新商品は「クローザーユニッ

ト」により自動で閉まる半自動引戸金具で「フリーストップ機能なし

／FC-101-40」と「フリーストップ機能あり／FC-101-40S」の2種類。

高齢者福祉施設や商業施設、公共施設、病院など、非住宅系のアイテ

ムの需要が高まるなか、「新分野を開拓する」という位置付けの商品

として、大いに期待されています。

上部レールは傾斜式ではなく、水平仕様で自閉ができるタイプ。これま
では自閉のための造作材が必要でコストもかかっていましたが、新商品
は通常の上吊式引戸用の枠にインセット施工が可能。HRシステムでス
ムーズな自閉ができるようになりました。

部材を追加することなく、同じ加工で「フリーストップ機能なし」「フリ
ーストップ機能あり」が設置できます。また「フリーストップ機能あり」
では、車椅子での出入りなど、ユーザーのニーズによって戸を外さずに
「フリーストップ機能」のオン・オフの切り替えも可能です。

従来商品よりも、閉まるスピードが優しく緩やかなのが大きな特徴。障
害のある方や、年配の方でも安心して利用できます。しかも、スピードの
調節がマイナスドライバー 1本で可能。ユーザー志向の開発コンセプト
に沿った商品です。

戸を閉める方向に動かすと
自動で戸が閉まり、閉まる直前に
ソフトクローズ機能が作動します。

3戸を開けて、手を離した位置で
戸が止まります。2戸を開ける操作は、

手動となります。1

6 6

●  フリーストップ機能あり［ FC-101-40S ］

●  こちらの商品はアトムCSタワーおよび、アトム住まいの金物ギャラリー大阪事業所にてご覧いただけます

P O I N T 1

P O I N T 2

P O I N T 3

半自動引戸金具FC-101-40・FC-101-40S
HR-SYSTEM ［ ソフトクローズ併用 ］
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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
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ぶ
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、
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。

サ
ラ
ダ
に
す
る
の
も
い
い
け
れ
ど
、

ま
ず
は
そ
の
ま
ま
、

か
ぶ
り
つ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ど
こ
か
フ
ル
ー
ツ
を
思
わ
せ
る

ま
ろ
や
か
な
甘
み
に
驚
く
は
ず
。

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
成
熟
す
る
前
の

ヤ
ン
グ
コ
ー
ン
も
お
す
す
め
で
す
。

じ
つ
は
、
皮
の
部
分
に
う
ま
み
が
凝
縮
。

皮
ご
と
縦
に
切
っ
て
、

焦
げ
目
が
つ
く
ま
で
蒸
し
焼
き
に
。

大
人
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
は
ま
た
違
う

お
い
し
さ
を
楽
し
め
ま
す
。

栽
培
に
は
少
し
手
の
か
か
る

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
。

そ
れ
で
も
夏
の
キ
レ
ド
に
は

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
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

次世代を切り拓く注目の新商品

アトム新商品 I NFORMATION

去る4月に開催された「2019 春の新作発表会」でご紹介した新商品が、

ついに10月発売が決定。引戸金物の未来を先取りした新たな「次世代

商品」として注目されています。今回の新商品は「クローザーユニッ

ト」により自動で閉まる半自動引戸金具で「フリーストップ機能なし

／FC-101-40」と「フリーストップ機能あり／FC-101-40S」の2種類。

高齢者福祉施設や商業施設、公共施設、病院など、非住宅系のアイテ

ムの需要が高まるなか、「新分野を開拓する」という位置付けの商品

として、大いに期待されています。

上部レールは傾斜式ではなく、水平仕様で自閉ができるタイプ。これま
では自閉のための造作材が必要でコストもかかっていましたが、新商品
は通常の上吊式引戸用の枠にインセット施工が可能。HRシステムでス
ムーズな自閉ができるようになりました。

部材を追加することなく、同じ加工で「フリーストップ機能なし」「フリ
ーストップ機能あり」が設置できます。また「フリーストップ機能あり」
では、車椅子での出入りなど、ユーザーのニーズによって戸を外さずに
「フリーストップ機能」のオン・オフの切り替えも可能です。

従来商品よりも、閉まるスピードが優しく緩やかなのが大きな特徴。障
害のある方や、年配の方でも安心して利用できます。しかも、スピードの
調節がマイナスドライバー 1本で可能。ユーザー志向の開発コンセプト
に沿った商品です。

戸を閉める方向に動かすと
自動で戸が閉まり、閉まる直前に
ソフトクローズ機能が作動します。

3戸を開けて、手を離した位置で
戸が止まります。2戸を開ける操作は、

手動となります。1

6 6

●  フリーストップ機能あり［ FC-101-40S ］

●  こちらの商品はアトムCSタワーおよび、アトム住まいの金物ギャラリー大阪事業所にてご覧いただけます

P O I N T 1

P O I N T 2

P O I N T 3

半自動引戸金具FC-101-40・FC-101-40S
HR-SYSTEM ［ ソフトクローズ併用 ］

10 9



現在の石川組製糸西洋館。平成15（2003）年に
石川家本家から入間市に寄贈された ［右］

昭和13（1938）年9月に西洋館前で撮影された
写真。石川幾太郎の死後、息子の民三も跡を追
うように逝去。その葬儀のときの模様を写した
もの ［下］

1階食堂。直線による幾何学模様
が特徴で、まるで大正モダンの世
界に紛れこんだかのようなインテ
リア。シンプルなデザインのカー
テンレール、食卓、調度品など細
部にまで調和がとれている

埼
玉
県
の
南
部
に
位
置
す
る
入
間
市
。
狭
山
茶
の
名
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
明
治
か
ら
昭

和
初
期
に
か
け
て
は
製
糸
業
で
栄
え
た
。「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
は
、
か
つ
て
の
繁

栄
ぶ
り
を
象
徴
す
る
代
表
的
な
歴
史
的
建
造
物
。
数
々
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
ロ
ケ

地
と
し
て
も
使
用
さ
れ
、
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
に
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録

さ
れ
た
。

埼
玉
県
入
間
市
・
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

製
糸
で
ス
タ
ー
ト
。
そ
の
翌
年
に
は
、
い
ち
早

く
蒸
気
力
を
利
用
し
た
機
械
製
糸
に
転
換
。
日

清
・
日
露
戦
争
の
戦
時
景
気
の
追
風
を
受
け
て

順
調
に
経
営
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　旧
入
間
郡
内
だ
け
で
も
五
工
場
を
設
置
し
た

ほ
か
、
他
県
に
も
工
場
を
建
設
。
さ
ら
に
米
国

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
五
番
街
に
も
支
店
を
置
き
、

ネ
ク
タ
イ
や
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
用
の
高
級
生
糸
を

輸
出
し
た
。
大
正
期
に
は
国
内
大
手
の
製
糸
会

社
と
し
て
全
盛
期
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　
贅
が
尽
く
さ
れ
た
迎
賓
館

　好
調
の
波
に
乗
り
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
、

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
商
を
招
く
た
め
の
迎
賓
館
と

し
て
「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
が
上
棟
さ
れ

た
。
外
国
か
ら
の
客
に
「
豊
岡
（
現
・
入
間
市
）

国
内
大
手
の
製
糸
会
社

　建
物
に
は
、
そ
の
扉
を
開
け
て
み
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
物
語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

　こ
こ
「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
も
そ
の
ひ

と
つ
。
物
語
は
石
川
組
製
糸
の
創
業
者
・
石
川

幾い
く

太た
ろ郎う

か
ら
は
じ
ま
る
。
幾
太
郎
は
安
政
二
（
一

八
五
五
）
年
の
生
ま
れ
。
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航

や
日
米
和
親
条
約
の
締
結
に
つ
づ
き
、
開
国
と

攘
夷
論
争
が
渦
巻
く
動
乱
の
時
代
で
あ
る
。

　幾
太
郎
は
農
家
の
五
男
三
女
の
長
男
と
し
て
、

幼
い
頃
か
ら
父
母
を
手
伝
い
農
業
に
精
を
だ
し

た
。
東
京
へ
の
積
み
荷
が
集
中
す
る
舟
運
の
中

心
地
で
あ
っ
た
現
在
の
川
越
市
あ
た
り
ま
で
、

馬
を
引
い
て
荷
を
運
び
家
計
を
扶た

す

け
た
と
い
う
。

彼
が
製
糸
業
を
興お

こ

し
た
の
は
、
明
治
二
十
六
（
一

八
九
三
）
年
。
当
初
は
わ
ず
か
二
十
釜
の
座ざ

ぐ
繰り

の
和
室
と
大
広
間
、
貴
賓
室
（
非
公
開
）
が
あ

る
。
西
和
室
は
純
和
風
の
書
院
造
り
。
大
広
間

に
入
っ
て
左
手
の
窓
に
は
和
風
の
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
。
こ
れ
は
東
洋
画
の
画
題
に
用
い
ら
れ
る

「
四
君
子
（
蘭
、
梅
、
竹
、
菊
）」
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
も
の
。
国
内
に
現
存
す
る
「
四
君
子
」

の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
わ
ず
か
三
例
と
い
わ

れ
る
貴
重
な
も
の
だ
。

　建
築
当
時
は
、
建
物
の
周
り
に
回
遊
式
の
庭

園
が
広
が
っ
て
い
た
。
築
庭
の
参
考
に
幾
太
郎

は
わ
ざ
わ
ざ
京
都
ま
で
足
を
運
び
、
金
閣
寺
や

南
禅
寺
を
見
学
し
た
。
そ
れ
を
範
と
し
て
、
め

が
ね
橋
が
架
か
る
大
き
な
池
を
中
心
に
茶
室
や

東
屋
が
配
さ
れ
た
の
だ
。

　迎
賓
館
と
し
て
の
館
は
、
石
川
組
製
糸
が
誇

る
繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
運
命
を
一
変
さ
せ
る
暗
い
影
が
、
あ
る
日

突
然
、
襲
い
か
か
る
。
関
東
大
震
災
で
あ
る
。

波
瀾
と
激
動
の
歴
史
物
語

　幸
い
西
洋
館
は
被
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
が
、

横
浜
港
の
倉
庫
が
火
災
に
遭
い
、
船
積
み
直
前

の
生
糸
一
千
梱こ

り

が
焼
失
（
生
糸
一
梱
は
三
十
三
・

七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）。
そ
の
後
、
会
社
は
生
糸
相

場
の
暴
落
や
資
金
繰
り
の
逼
迫
に
苦
し
み
、
し

だ
い
に
業
績
を
下
降
さ
せ
て
い
く
。

　さ
ら
に
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
出
来
事
が
起

こ
る
。
事
業
経
営
を
リ
ー
ド
し
「
軍
師
」
と
も

称
さ
れ
た
実
弟
の
龍
蔵
が
持
病
を
悪
化
さ
せ
て

急
死
。
経
営
は
さ
ら
に
行
き
詰
ま
り
、
工
場
の

整
理
が
始
ま
る
。
一
部
の
工
場
は
、
経
営
権
を

他
社
の
手
に
渡
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い

こ
ま
れ
て
い
っ
た
。

　そ
ん
な
中
、
病
身
を
抱
え
な
が
ら
も
常
に
会

社
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
た
幾
太
郎
が
、
昭
和

九
（
一
九
三
四
）
年
三
月
に
永
眠
。
享
年
七
十

九
。
浮
き
沈
み
の
激
し
い
製
糸
業
界
に
あ
っ
て
、

日
本
屈
指
の
会
社
に
発
展
さ
せ
「
製
糸
王
」
と

讃
え
ら
れ
た
幾
太
郎
の
最
期
で
あ
っ
た
。

　そ
し
て
そ
の
三
年
後
、
大
黒
柱
を
失
っ
た
石

川
組
製
糸
は
、
つ
い
に
会
社
を
解
散
。
足
か
け

四
十
六
年
間
に
わ
た
る
経
営
に
、
静
か
に
幕
を

下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。

　あ
る
じ
亡
き
後
の
西
洋
館
は
、
昭
和
十
六

（
一
九
四
一
）
年
に
陸
軍
士
官
学
校
校
長
の
宿

舎
と
な
り
、
太
平
洋
戦
争
後
は
駐
留
米
軍
将
校

の
ハ
ウ
ス
と
し
て
接
収
。
返
還
後
は
平
成
十
五

（
二
〇
〇
三
）
年
ま
で
石
川
家
本
家
が
建
物
を

維
持
し
た
の
ち
、
同
年
九
月
に
入
間
市
に
寄
贈

さ
れ
た
。
現
在
は
定
期
的
に
公
開
さ
れ
、
数
多

く
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
ロ
ケ
地
と
も
な

っ
て
い
る
。

「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
は
、
大
正
期
の
建

築
の
面
影
を
残
し
つ
つ
、
入
間
の
地
で
百
年
に

及
ぼ
う
と
す
る
風
雪
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
。

波
瀾
と
激
動
に
満
ち
た
石
川
組
製
糸
の
歴
史
物

語
を
紡
ぐ
、
ま
さ
に
「
語
り
部
」
と
し
て

│
。

迎
賓
館
と
し
て
落
成
し
た

洋
風
木
造
建
築

折
上
げ
小
組
格
天
井
に
よ
る
和
の
テ
イ
ス
ト
。

食
堂
は
嵌は

め

板い
た

と
漆
喰
に
よ
る
パ
ネ
ル
天
井
で
、

直
線
的
な
幾
何
学
模
様
が
美
し
く
、
床
は
菱
形

紋
を
連
ね
た
寄
木
造
り
。
し
か
も
部
屋
ご
と
に

天
井
や
床
の
模
様
、
照
明
器
具
の
趣
向
を
変
え
、

贅
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在

　二
階
へ
と
つ
づ
く
階
段
に
は
、
幾
太
郎
の
想

い
が
こ
も
っ
て
い
る
。
階
段
の
柱
に
製
糸
業
を

象
徴
す
る
「
糸
房
」
の
モ
チ
ー
フ
が
彫
刻
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

　二
階
に
は
、
ホ
ー
ル
を
囲
ん
で
東
西
ふ
た
つ

を
見
く
び
ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。
超
一
流
の

館や
か
たを

つ
く
っ
て
お
迎
え
し
よ
う
」
と
幾
太
郎
は

決
意
し
た
の
だ
。

　木
造
二
階
建
て
の
本
館
は
、
外
壁
が
化
粧
煉

瓦
貼
り
で
全
体
を
洋
風
に
デ
ザ
イ
ン
。
正
面
中

央
に
入
母
屋
屋
根
の
玄
関
ポ
ー
チ
を
設
け
て
和

風
の
彩
り
を
添
え
た
。
正
面
右
に
あ
る
ベ
イ
ウ

イ
ン
ド
ウ
（
台
形
に
張
り
出
し
た
出
窓
）
が
印

象
的
だ
。

　建
物
内
部
は
宮
大
工
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
技

巧
が
凝
ら
さ
れ
、
繊
細
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
特
徴
的
な
の
が
一
階
の
応
接
室
や

食
堂
だ
。
応
接
室
の
壁
は
腰
板
の
上
部
に
絹
織

物
の
縁
取
り
を
持
つ
壁
紙
が
張
ら
れ
、
天
井
は
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現在の石川組製糸西洋館。平成15（2003）年に
石川家本家から入間市に寄贈された ［右］

昭和13（1938）年9月に西洋館前で撮影された
写真。石川幾太郎の死後、息子の民三も跡を追
うように逝去。その葬儀のときの模様を写した
もの ［下］

1階食堂。直線による幾何学模様
が特徴で、まるで大正モダンの世
界に紛れこんだかのようなインテ
リア。シンプルなデザインのカー
テンレール、食卓、調度品など細
部にまで調和がとれている

埼
玉
県
の
南
部
に
位
置
す
る
入
間
市
。
狭
山
茶
の
名
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
明
治
か
ら
昭

和
初
期
に
か
け
て
は
製
糸
業
で
栄
え
た
。「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
は
、
か
つ
て
の
繁

栄
ぶ
り
を
象
徴
す
る
代
表
的
な
歴
史
的
建
造
物
。
数
々
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
ロ
ケ

地
と
し
て
も
使
用
さ
れ
、
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
に
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録

さ
れ
た
。

埼
玉
県
入
間
市
・
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

製
糸
で
ス
タ
ー
ト
。
そ
の
翌
年
に
は
、
い
ち
早

く
蒸
気
力
を
利
用
し
た
機
械
製
糸
に
転
換
。
日

清
・
日
露
戦
争
の
戦
時
景
気
の
追
風
を
受
け
て

順
調
に
経
営
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　旧
入
間
郡
内
だ
け
で
も
五
工
場
を
設
置
し
た

ほ
か
、
他
県
に
も
工
場
を
建
設
。
さ
ら
に
米
国

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
五
番
街
に
も
支
店
を
置
き
、

ネ
ク
タ
イ
や
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
用
の
高
級
生
糸
を

輸
出
し
た
。
大
正
期
に
は
国
内
大
手
の
製
糸
会

社
と
し
て
全
盛
期
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　
贅
が
尽
く
さ
れ
た
迎
賓
館

　好
調
の
波
に
乗
り
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
、

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
商
を
招
く
た
め
の
迎
賓
館
と

し
て
「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
が
上
棟
さ
れ

た
。
外
国
か
ら
の
客
に
「
豊
岡
（
現
・
入
間
市
）

国
内
大
手
の
製
糸
会
社

　建
物
に
は
、
そ
の
扉
を
開
け
て
み
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
物
語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

　こ
こ
「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
も
そ
の
ひ

と
つ
。
物
語
は
石
川
組
製
糸
の
創
業
者
・
石
川

幾い
く

太た
ろ郎う

か
ら
は
じ
ま
る
。
幾
太
郎
は
安
政
二
（
一

八
五
五
）
年
の
生
ま
れ
。
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航

や
日
米
和
親
条
約
の
締
結
に
つ
づ
き
、
開
国
と

攘
夷
論
争
が
渦
巻
く
動
乱
の
時
代
で
あ
る
。

　幾
太
郎
は
農
家
の
五
男
三
女
の
長
男
と
し
て
、

幼
い
頃
か
ら
父
母
を
手
伝
い
農
業
に
精
を
だ
し

た
。
東
京
へ
の
積
み
荷
が
集
中
す
る
舟
運
の
中

心
地
で
あ
っ
た
現
在
の
川
越
市
あ
た
り
ま
で
、

馬
を
引
い
て
荷
を
運
び
家
計
を
扶た

す

け
た
と
い
う
。

彼
が
製
糸
業
を
興お

こ

し
た
の
は
、
明
治
二
十
六
（
一

八
九
三
）
年
。
当
初
は
わ
ず
か
二
十
釜
の
座ざ

ぐ
繰り

の
和
室
と
大
広
間
、
貴
賓
室
（
非
公
開
）
が
あ

る
。
西
和
室
は
純
和
風
の
書
院
造
り
。
大
広
間

に
入
っ
て
左
手
の
窓
に
は
和
風
の
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
。
こ
れ
は
東
洋
画
の
画
題
に
用
い
ら
れ
る

「
四
君
子
（
蘭
、
梅
、
竹
、
菊
）」
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
も
の
。
国
内
に
現
存
す
る
「
四
君
子
」

の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
わ
ず
か
三
例
と
い
わ

れ
る
貴
重
な
も
の
だ
。

　建
築
当
時
は
、
建
物
の
周
り
に
回
遊
式
の
庭

園
が
広
が
っ
て
い
た
。
築
庭
の
参
考
に
幾
太
郎

は
わ
ざ
わ
ざ
京
都
ま
で
足
を
運
び
、
金
閣
寺
や

南
禅
寺
を
見
学
し
た
。
そ
れ
を
範
と
し
て
、
め

が
ね
橋
が
架
か
る
大
き
な
池
を
中
心
に
茶
室
や

東
屋
が
配
さ
れ
た
の
だ
。

　迎
賓
館
と
し
て
の
館
は
、
石
川
組
製
糸
が
誇

る
繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
運
命
を
一
変
さ
せ
る
暗
い
影
が
、
あ
る
日

突
然
、
襲
い
か
か
る
。
関
東
大
震
災
で
あ
る
。

波
瀾
と
激
動
の
歴
史
物
語

　幸
い
西
洋
館
は
被
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
が
、

横
浜
港
の
倉
庫
が
火
災
に
遭
い
、
船
積
み
直
前

の
生
糸
一
千
梱こ

り

が
焼
失
（
生
糸
一
梱
は
三
十
三
・

七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）。
そ
の
後
、
会
社
は
生
糸
相

場
の
暴
落
や
資
金
繰
り
の
逼
迫
に
苦
し
み
、
し

だ
い
に
業
績
を
下
降
さ
せ
て
い
く
。

　さ
ら
に
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
出
来
事
が
起

こ
る
。
事
業
経
営
を
リ
ー
ド
し
「
軍
師
」
と
も

称
さ
れ
た
実
弟
の
龍
蔵
が
持
病
を
悪
化
さ
せ
て

急
死
。
経
営
は
さ
ら
に
行
き
詰
ま
り
、
工
場
の

整
理
が
始
ま
る
。
一
部
の
工
場
は
、
経
営
権
を

他
社
の
手
に
渡
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い

こ
ま
れ
て
い
っ
た
。

　そ
ん
な
中
、
病
身
を
抱
え
な
が
ら
も
常
に
会

社
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
た
幾
太
郎
が
、
昭
和

九
（
一
九
三
四
）
年
三
月
に
永
眠
。
享
年
七
十

九
。
浮
き
沈
み
の
激
し
い
製
糸
業
界
に
あ
っ
て
、

日
本
屈
指
の
会
社
に
発
展
さ
せ
「
製
糸
王
」
と

讃
え
ら
れ
た
幾
太
郎
の
最
期
で
あ
っ
た
。

　そ
し
て
そ
の
三
年
後
、
大
黒
柱
を
失
っ
た
石

川
組
製
糸
は
、
つ
い
に
会
社
を
解
散
。
足
か
け

四
十
六
年
間
に
わ
た
る
経
営
に
、
静
か
に
幕
を

下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。

　あ
る
じ
亡
き
後
の
西
洋
館
は
、
昭
和
十
六

（
一
九
四
一
）
年
に
陸
軍
士
官
学
校
校
長
の
宿

舎
と
な
り
、
太
平
洋
戦
争
後
は
駐
留
米
軍
将
校

の
ハ
ウ
ス
と
し
て
接
収
。
返
還
後
は
平
成
十
五

（
二
〇
〇
三
）
年
ま
で
石
川
家
本
家
が
建
物
を

維
持
し
た
の
ち
、
同
年
九
月
に
入
間
市
に
寄
贈

さ
れ
た
。
現
在
は
定
期
的
に
公
開
さ
れ
、
数
多

く
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
ロ
ケ
地
と
も
な

っ
て
い
る
。

「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
は
、
大
正
期
の
建

築
の
面
影
を
残
し
つ
つ
、
入
間
の
地
で
百
年
に

及
ぼ
う
と
す
る
風
雪
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
。

波
瀾
と
激
動
に
満
ち
た
石
川
組
製
糸
の
歴
史
物

語
を
紡
ぐ
、
ま
さ
に
「
語
り
部
」
と
し
て

│
。

迎
賓
館
と
し
て
落
成
し
た

洋
風
木
造
建
築

折
上
げ
小
組
格
天
井
に
よ
る
和
の
テ
イ
ス
ト
。

食
堂
は
嵌は

め

板い
た

と
漆
喰
に
よ
る
パ
ネ
ル
天
井
で
、

直
線
的
な
幾
何
学
模
様
が
美
し
く
、
床
は
菱
形

紋
を
連
ね
た
寄
木
造
り
。
し
か
も
部
屋
ご
と
に

天
井
や
床
の
模
様
、
照
明
器
具
の
趣
向
を
変
え
、

贅
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在

　二
階
へ
と
つ
づ
く
階
段
に
は
、
幾
太
郎
の
想

い
が
こ
も
っ
て
い
る
。
階
段
の
柱
に
製
糸
業
を

象
徴
す
る
「
糸
房
」
の
モ
チ
ー
フ
が
彫
刻
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

　二
階
に
は
、
ホ
ー
ル
を
囲
ん
で
東
西
ふ
た
つ

を
見
く
び
ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。
超
一
流
の

館や
か
たを

つ
く
っ
て
お
迎
え
し
よ
う
」
と
幾
太
郎
は

決
意
し
た
の
だ
。

　木
造
二
階
建
て
の
本
館
は
、
外
壁
が
化
粧
煉

瓦
貼
り
で
全
体
を
洋
風
に
デ
ザ
イ
ン
。
正
面
中

央
に
入
母
屋
屋
根
の
玄
関
ポ
ー
チ
を
設
け
て
和

風
の
彩
り
を
添
え
た
。
正
面
右
に
あ
る
ベ
イ
ウ

イ
ン
ド
ウ
（
台
形
に
張
り
出
し
た
出
窓
）
が
印

象
的
だ
。

　建
物
内
部
は
宮
大
工
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
技

巧
が
凝
ら
さ
れ
、
繊
細
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
特
徴
的
な
の
が
一
階
の
応
接
室
や

食
堂
だ
。
応
接
室
の
壁
は
腰
板
の
上
部
に
絹
織

物
の
縁
取
り
を
持
つ
壁
紙
が
張
ら
れ
、
天
井
は
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大広間のステンドグラス。東洋画の画題に用いられる「四君子」が描かれている

2階大広間。カーテンボックスの布は創建当時のもの。細部も贅が尽くされている

1階の応接室。「折上げ小組格天井」が、和風かつ重厚な雰囲気を醸しだしている玄関ホールから2階への階段。柱の彫刻は製糸業を象徴する「糸房」がモチーフ

アトム の 視 点

館内を巡っていると、あちらこちらに凝った装飾が施さ
れていることに気がつきます。たとえば、花台や食堂の
大型サイドテーブル、応接室のカーテンボックス、ホー
ルの椅子などに見られる「条線文」「葡萄模様」「櫛形文」
「雷文」などなど。中でもラーメン

どん

丼
ぶり

でおなじみの「雷文」
は、家具以外に部屋の木枠や照明器具の金具、床の木組、
建物の軒下にも使われています。雷文は世界各地の工
芸品、建築装飾に見られますが、古代中国では土器、骨
器、銅器の主文様として多く用いられ、魔除けとしても
使われていたとか。館内を散策しながら、そんな「模様
探し」をするのも、建物見学の楽しみのひとつですね。

I N F O R M A T I O N

製
糸
で
ス
タ
ー
ト
。
そ
の
翌
年
に
は
、
い
ち
早

く
蒸
気
力
を
利
用
し
た
機
械
製
糸
に
転
換
。
日

清
・
日
露
戦
争
の
戦
時
景
気
の
追
風
を
受
け
て

順
調
に
経
営
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　旧
入
間
郡
内
だ
け
で
も
五
工
場
を
設
置
し
た

ほ
か
、
他
県
に
も
工
場
を
建
設
。
さ
ら
に
米
国

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
五
番
街
に
も
支
店
を
置
き
、

ネ
ク
タ
イ
や
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
用
の
高
級
生
糸
を

輸
出
し
た
。
大
正
期
に
は
国
内
大
手
の
製
糸
会

社
と
し
て
全
盛
期
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　
贅
が
尽
く
さ
れ
た
迎
賓
館

　好
調
の
波
に
乗
り
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
、

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
商
を
招
く
た
め
の
迎
賓
館
と

し
て
「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
が
上
棟
さ
れ

た
。
外
国
か
ら
の
客
に
「
豊
岡
（
現
・
入
間
市
）

国
内
大
手
の
製
糸
会
社

　建
物
に
は
、
そ
の
扉
を
開
け
て
み
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
物
語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

　こ
こ
「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
も
そ
の
ひ

と
つ
。
物
語
は
石
川
組
製
糸
の
創
業
者
・
石
川

幾い
く

太た
ろ郎う

か
ら
は
じ
ま
る
。
幾
太
郎
は
安
政
二
（
一

八
五
五
）
年
の
生
ま
れ
。
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航

や
日
米
和
親
条
約
の
締
結
に
つ
づ
き
、
開
国
と

攘
夷
論
争
が
渦
巻
く
動
乱
の
時
代
で
あ
る
。

　幾
太
郎
は
農
家
の
五
男
三
女
の
長
男
と
し
て
、

幼
い
頃
か
ら
父
母
を
手
伝
い
農
業
に
精
を
だ
し

た
。
東
京
へ
の
積
み
荷
が
集
中
す
る
舟
運
の
中

心
地
で
あ
っ
た
現
在
の
川
越
市
あ
た
り
ま
で
、

馬
を
引
い
て
荷
を
運
び
家
計
を
扶た

す

け
た
と
い
う
。

彼
が
製
糸
業
を
興お

こ

し
た
の
は
、
明
治
二
十
六
（
一

八
九
三
）
年
。
当
初
は
わ
ず
か
二
十
釜
の
座ざ

ぐ
繰り

の
和
室
と
大
広
間
、
貴
賓
室
（
非
公
開
）
が
あ

る
。
西
和
室
は
純
和
風
の
書
院
造
り
。
大
広
間

に
入
っ
て
左
手
の
窓
に
は
和
風
の
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
。
こ
れ
は
東
洋
画
の
画
題
に
用
い
ら
れ
る

「
四
君
子
（
蘭
、
梅
、
竹
、
菊
）」
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
も
の
。
国
内
に
現
存
す
る
「
四
君
子
」

の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
わ
ず
か
三
例
と
い
わ

れ
る
貴
重
な
も
の
だ
。

　建
築
当
時
は
、
建
物
の
周
り
に
回
遊
式
の
庭

園
が
広
が
っ
て
い
た
。
築
庭
の
参
考
に
幾
太
郎

は
わ
ざ
わ
ざ
京
都
ま
で
足
を
運
び
、
金
閣
寺
や

南
禅
寺
を
見
学
し
た
。
そ
れ
を
範
と
し
て
、
め

が
ね
橋
が
架
か
る
大
き
な
池
を
中
心
に
茶
室
や

東
屋
が
配
さ
れ
た
の
だ
。

　迎
賓
館
と
し
て
の
館
は
、
石
川
組
製
糸
が
誇

る
繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
運
命
を
一
変
さ
せ
る
暗
い
影
が
、
あ
る
日

突
然
、
襲
い
か
か
る
。
関
東
大
震
災
で
あ
る
。

波
瀾
と
激
動
の
歴
史
物
語

　幸
い
西
洋
館
は
被
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
が
、

横
浜
港
の
倉
庫
が
火
災
に
遭
い
、
船
積
み
直
前

の
生
糸
一
千
梱こ

り

が
焼
失
（
生
糸
一
梱
は
三
十
三
・

七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）。
そ
の
後
、
会
社
は
生
糸
相

場
の
暴
落
や
資
金
繰
り
の
逼
迫
に
苦
し
み
、
し

だ
い
に
業
績
を
下
降
さ
せ
て
い
く
。

　さ
ら
に
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
出
来
事
が
起

こ
る
。
事
業
経
営
を
リ
ー
ド
し
「
軍
師
」
と
も

称
さ
れ
た
実
弟
の
龍
蔵
が
持
病
を
悪
化
さ
せ
て

急
死
。
経
営
は
さ
ら
に
行
き
詰
ま
り
、
工
場
の

整
理
が
始
ま
る
。
一
部
の
工
場
は
、
経
営
権
を

他
社
の
手
に
渡
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い

こ
ま
れ
て
い
っ
た
。

　そ
ん
な
中
、
病
身
を
抱
え
な
が
ら
も
常
に
会

社
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
た
幾
太
郎
が
、
昭
和

九
（
一
九
三
四
）
年
三
月
に
永
眠
。
享
年
七
十

九
。
浮
き
沈
み
の
激
し
い
製
糸
業
界
に
あ
っ
て
、

日
本
屈
指
の
会
社
に
発
展
さ
せ
「
製
糸
王
」
と

讃
え
ら
れ
た
幾
太
郎
の
最
期
で
あ
っ
た
。

　そ
し
て
そ
の
三
年
後
、
大
黒
柱
を
失
っ
た
石

川
組
製
糸
は
、
つ
い
に
会
社
を
解
散
。
足
か
け

四
十
六
年
間
に
わ
た
る
経
営
に
、
静
か
に
幕
を

下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。

　あ
る
じ
亡
き
後
の
西
洋
館
は
、
昭
和
十
六

（
一
九
四
一
）
年
に
陸
軍
士
官
学
校
校
長
の
宿

舎
と
な
り
、
太
平
洋
戦
争
後
は
駐
留
米
軍
将
校

の
ハ
ウ
ス
と
し
て
接
収
。
返
還
後
は
平
成
十
五

（
二
〇
〇
三
）
年
ま
で
石
川
家
本
家
が
建
物
を

維
持
し
た
の
ち
、
同
年
九
月
に
入
間
市
に
寄
贈

さ
れ
た
。
現
在
は
定
期
的
に
公
開
さ
れ
、
数
多

く
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
ロ
ケ
地
と
も
な

っ
て
い
る
。

「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
は
、
大
正
期
の
建

築
の
面
影
を
残
し
つ
つ
、
入
間
の
地
で
百
年
に

及
ぼ
う
と
す
る
風
雪
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
。

波
瀾
と
激
動
に
満
ち
た
石
川
組
製
糸
の
歴
史
物

語
を
紡
ぐ
、
ま
さ
に
「
語
り
部
」
と
し
て

│
。

2階の東西の和室。進駐軍による接収時には床の間がクローゼットに変更された

　旧石川組製糸西洋館

4所在地：埼玉県入間市河原町13－13　

4TEL. 04-2934-7711（入間市博物館）

4公開：3月～11月の第2・第4土・日曜日を中心に
   一般公開　10：00～16：00 ＊入館は終了の15分前まで　

4入館料：一般　200円　団体（20人以上）160円 ＊中学生以下無料

4交通：西武池袋線入間市駅北口から徒歩約7分
   西武バス「入間黒須団地」より徒歩約3分
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折
上
げ
小
組
格
天
井
に
よ
る
和
の
テ
イ
ス
ト
。

食
堂
は
嵌は

め

板い
た

と
漆
喰
に
よ
る
パ
ネ
ル
天
井
で
、

直
線
的
な
幾
何
学
模
様
が
美
し
く
、
床
は
菱
形

紋
を
連
ね
た
寄
木
造
り
。
し
か
も
部
屋
ご
と
に

天
井
や
床
の
模
様
、
照
明
器
具
の
趣
向
を
変
え
、

贅
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在

　二
階
へ
と
つ
づ
く
階
段
に
は
、
幾
太
郎
の
想

い
が
こ
も
っ
て
い
る
。
階
段
の
柱
に
製
糸
業
を

象
徴
す
る
「
糸
房
」
の
モ
チ
ー
フ
が
彫
刻
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

　二
階
に
は
、
ホ
ー
ル
を
囲
ん
で
東
西
ふ
た
つ

参考資料：『入間市博物館紀要第９号』齋藤祐司・染井佳夫 『石川組製糸ものがたり』入間市博物館 『石川家の人々』石川家本家

を
見
く
び
ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。
超
一
流
の

館や
か
たを

つ
く
っ
て
お
迎
え
し
よ
う
」
と
幾
太
郎
は

決
意
し
た
の
だ
。

　木
造
二
階
建
て
の
本
館
は
、
外
壁
が
化
粧
煉

瓦
貼
り
で
全
体
を
洋
風
に
デ
ザ
イ
ン
。
正
面
中

央
に
入
母
屋
屋
根
の
玄
関
ポ
ー
チ
を
設
け
て
和

風
の
彩
り
を
添
え
た
。
正
面
右
に
あ
る
ベ
イ
ウ

イ
ン
ド
ウ
（
台
形
に
張
り
出
し
た
出
窓
）
が
印

象
的
だ
。

　建
物
内
部
は
宮
大
工
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
技

巧
が
凝
ら
さ
れ
、
繊
細
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
特
徴
的
な
の
が
一
階
の
応
接
室
や

食
堂
だ
。
応
接
室
の
壁
は
腰
板
の
上
部
に
絹
織

物
の
縁
取
り
を
持
つ
壁
紙
が
張
ら
れ
、
天
井
は

1314



大広間のステンドグラス。東洋画の画題に用いられる「四君子」が描かれている

2階大広間。カーテンボックスの布は創建当時のもの。細部も贅が尽くされている

1階の応接室。「折上げ小組格天井」が、和風かつ重厚な雰囲気を醸しだしている玄関ホールから2階への階段。柱の彫刻は製糸業を象徴する「糸房」がモチーフ

アトム の 視 点

館内を巡っていると、あちらこちらに凝った装飾が施さ
れていることに気がつきます。たとえば、花台や食堂の
大型サイドテーブル、応接室のカーテンボックス、ホー
ルの椅子などに見られる「条線文」「葡萄模様」「櫛形文」
「雷文」などなど。中でもラーメン

どん

丼
ぶり

でおなじみの「雷文」
は、家具以外に部屋の木枠や照明器具の金具、床の木組、
建物の軒下にも使われています。雷文は世界各地の工
芸品、建築装飾に見られますが、古代中国では土器、骨
器、銅器の主文様として多く用いられ、魔除けとしても
使われていたとか。館内を散策しながら、そんな「模様
探し」をするのも、建物見学の楽しみのひとつですね。

I N F O R M A T I O N

製
糸
で
ス
タ
ー
ト
。
そ
の
翌
年
に
は
、
い
ち
早

く
蒸
気
力
を
利
用
し
た
機
械
製
糸
に
転
換
。
日

清
・
日
露
戦
争
の
戦
時
景
気
の
追
風
を
受
け
て

順
調
に
経
営
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　旧
入
間
郡
内
だ
け
で
も
五
工
場
を
設
置
し
た

ほ
か
、
他
県
に
も
工
場
を
建
設
。
さ
ら
に
米
国

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
五
番
街
に
も
支
店
を
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き
、

ネ
ク
タ
イ
や
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
用
の
高
級
生
糸
を

輸
出
し
た
。
大
正
期
に
は
国
内
大
手
の
製
糸
会

社
と
し
て
全
盛
期
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　
贅
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尽
く
さ
れ
た
迎
賓
館

　好
調
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波
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り
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
、

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
商
を
招
く
た
め
の
迎
賓
館
と

し
て
「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
が
上
棟
さ
れ

た
。
外
国
か
ら
の
客
に
「
豊
岡
（
現
・
入
間
市
）

国
内
大
手
の
製
糸
会
社

　建
物
に
は
、
そ
の
扉
を
開
け
て
み
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
物
語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

　こ
こ
「
旧
石
川
組
製
糸
西
洋
館
」
も
そ
の
ひ

と
つ
。
物
語
は
石
川
組
製
糸
の
創
業
者
・
石
川

幾い
く

太た
ろ郎う

か
ら
は
じ
ま
る
。
幾
太
郎
は
安
政
二
（
一

八
五
五
）
年
の
生
ま
れ
。
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航

や
日
米
和
親
条
約
の
締
結
に
つ
づ
き
、
開
国
と

攘
夷
論
争
が
渦
巻
く
動
乱
の
時
代
で
あ
る
。

　幾
太
郎
は
農
家
の
五
男
三
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の
長
男
と
し
て
、
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頃
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父
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手
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農
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だ
し

た
。
東
京
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積
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す
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舟
運
の
中
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あ
っ
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現
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越
市
あ
た
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ま
で
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引
い
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荷
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運
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家
計
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す

け
た
と
い
う
。
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製
糸
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興お

こ

し
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は
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六
（
一

八
九
三
）
年
。
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十
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貴
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開
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が
あ
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書
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造
り
。
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っ
て
左
手
の
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和
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ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
。
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洋
画
の
画
題
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ら
れ
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四
君
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梅
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菊
）」
を
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四
君
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テ
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ド
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は
、
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。
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、
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天
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。

繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在

　二
階
へ
と
つ
づ
く
階
段
に
は
、
幾
太
郎
の
想

い
が
こ
も
っ
て
い
る
。
階
段
の
柱
に
製
糸
業
を

象
徴
す
る
「
糸
房
」
の
モ
チ
ー
フ
が
彫
刻
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

　二
階
に
は
、
ホ
ー
ル
を
囲
ん
で
東
西
ふ
た
つ

参考資料：『入間市博物館紀要第９号』齋藤祐司・染井佳夫 『石川組製糸ものがたり』入間市博物館 『石川家の人々』石川家本家

を
見
く
び
ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。
超
一
流
の

館や
か
たを

つ
く
っ
て
お
迎
え
し
よ
う
」
と
幾
太
郎
は

決
意
し
た
の
だ
。

　木
造
二
階
建
て
の
本
館
は
、
外
壁
が
化
粧
煉

瓦
貼
り
で
全
体
を
洋
風
に
デ
ザ
イ
ン
。
正
面
中

央
に
入
母
屋
屋
根
の
玄
関
ポ
ー
チ
を
設
け
て
和

風
の
彩
り
を
添
え
た
。
正
面
右
に
あ
る
ベ
イ
ウ

イ
ン
ド
ウ
（
台
形
に
張
り
出
し
た
出
窓
）
が
印

象
的
だ
。

　建
物
内
部
は
宮
大
工
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
技

巧
が
凝
ら
さ
れ
、
繊
細
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
特
徴
的
な
の
が
一
階
の
応
接
室
や

食
堂
だ
。
応
接
室
の
壁
は
腰
板
の
上
部
に
絹
織

物
の
縁
取
り
を
持
つ
壁
紙
が
張
ら
れ
、
天
井
は
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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（2019年6月期末）
3従業員数 
124名（2019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 
105億8,900万円（2019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? 10

証券コード：3426

株主・投資家の皆さまから、株主還元について

お問い合わせをいただくことが多くなりました。そこで今回は、

そうしたご質問について、髙橋良一社長にお伺いしました。

Ke
yw

ord of

ATOMLIV
IN

TE
C
H春・

秋の展示会

とは ?

春・秋の展示会とは ?

What is ATOM?

Q 1

A  当社では、株主の皆さまへの「利益還元」を経営の最

重要課題としてとらえ、積極的な配当の実現を基本方針に

掲げてきました。このたびの第10次中期経営計画におい

ては、年間配当金について「利益水準のいかんに関わらず

最低でも1株あたり30円を維持する」としています。それ

とともに、「5年を節目とする記念配当の実施」を目標とし

ております。

Q 2

A

具体的な配当金については、
いかがでしょうか?

  おかげさまで、2015年6月期から2019年6月期（予想）

まで、配当金は順調に右肩上がりで推移しております。当

中間期の配当金につきましては、これまでの業績を勘案し

つつ、創業115周年の「記念配当」と合わせ、1株あたり

17.5円とさせていただきました。また期末配当金について

も、アトムブランド誕生65周年の「記念配当」と合わせて、

一株あたり17.5円を予定しております。

Q 3

A

新たに導入された株主優待制度についてお聞かせください

  本年2月8日に開示いたしましたが、

株主・投資家の皆さまのご支援に感謝す

るとともに、今後も中長期的に当社の株

式を保有していただくことを目的に「株

主優待制度」を導入いたしました。優待

内容については右図のとおりです。また、

幅広い株主さまのご意向にお応えするた

めQUOカードに換えて、寄付をお選びい

ただける優待制度といたしております。こ

れからも当社は、全社一丸となって業績

と株主利益の向上に努めてまいります。

100株（1単元）以上　300株（3単元）未満

300株（3単元）以上　500株（5単元）未満

500株（5単元）以上　1,000株（10単元）未満

1,000株（10単元）以上

 1年未満

─ （対象外）　

1,500円分

2,500円分

5,000円分

 1年以上

 500円分

2,000円分

3,500円分

7,500円分

当社関連商品の
特別割引

当社が指定する
商品を定価の

20%割引
にてご提供

＊詳細は弊社ホームページ（下記アドレス）をご参照ください
 www.atomlt.com/ir/stockholders /shareholders

QUOカード
または寄付

1

2

　アトムリビンテックでは、2007年まで年1回ずつ23年

間にわたり、当社製品をご紹介しながらお客さまとの交

流を深めることを目的に「住まいづくりとATOMとの出

逢い展」（通称「個展」）を開催してきました。ただ、年1回

ということで、ややもすればイベント化し、開発商品につ

いても試作品、提案品の評価をいただくという側面が強

くなり、より良い製品を提供するための活動が薄れてし

まうことが大きな悩みとなっていました。

　そうした反省に立って、市場環境や市場ニーズの急激

な変化に対応するとともに、ターゲットを明確にし、かつ

きめ細やかに情報発信を行うべく、半年に一度ずつ「春の

新作発表会」「秋の内覧会」という連続性のあるスタイル

での販売促進活動を2008年の秋からスタートさせました。

　また2017年には「アトムCSタワー」の2階に住空間を

再現した「LIVI N’ ZONE」を新たにオープン。実際の住ま

いに近いかたちでの空間提案を行っています。

はじめに株主還元に対する基本方針と
配当方針をお聞かせください

I N F O R M AT I O N

アトムリビンテック「2019秋の内覧会」のご案内

10/
10（木）11（金）12（土）

10/
17（木）18（金）19（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

 

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

継続保有期間
保有株式数

▼ 大阪会場

▲ 東京会場

500

など
20品目

株主優待内容
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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

下谷・入谷編

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、台東区下谷と入谷近辺。
毎年七夕の時期に開かれる入谷朝顔まつ
りは夏の風物詩。会場の入谷鬼子母神
（真源寺）は、大勢の人でにぎわいます。

　私
の
オ
フ
タ
イ
ム
の
過
ご
し
方
は
マ
ラ
ソ
ン
で
す
。
最

近
は
東
京
マ
ラ
ソ
ン
や
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
の
影
響

で
マ
ラ
ソ
ン
ブ
ー
ム
で
す
が
、
私
が
マ
ラ
ソ
ン
を
始
め
た

き
っ
か
け
は
、
平
成
21
年
3
月
29
日
、
地
元
で
開
か
れ
た

「
第
一
回
草
加
ふ
さ
さ
ら
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」。
ゲ
ス

ト
ラ
ン
ナ
ー
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
高
橋

尚
子
さ
ん
が
来
る
と
の
こ
と
で
友
人
と
参
加
し
ま
し
た
。

記
録
は
練
習
不
足
も
あ
っ
て
、
2
時
間
57
分
と
規
定
タ
イ

ム
ギ
リ
ギ
リ
で
し
た
が
、
約
3
5
0
0
人
の
ラ
ン
ナ
ー
が

町
の
中
を
走
る
迫
力
と
沿
道
で
の
市
民
の
応
援
が
心
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　最
近
で
は
会
社
内
で
も
マ
ラ
ソ
ン
仲
間
が
増
え
て
き
ま

し
て
、
会
社
か
ら
も
マ
ラ
ソ
ン
部
と
し
て
認
め
て
い
た
だ

き
、「
杉
戸
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」、「
草
加
ふ
さ
さ
ら
マ
ラ
ソ

ン
大
会
」
な
ど
年
に
数
回
、
マ
ラ
ソ
ン
部
と
し
て
参
加
し

て
い
ま
す
。
と
く
に
地
元
で
行
わ
れ
る
「
草
加
ふ
さ
さ
ら

マ
ラ
ソ
ン
大
会
」
は
、
社
員
の
方
や
パ
ー
ト
さ
ん
な
ど
会

社
の
仲
間
た
ち
が
レ
ー
ス
前
か
ら
応
援
に
駆
け
つ
け
て
く

れ
ま
す
。
レ
ー
ス
が
終
わ
る
と
み
ん
な
で
食
事
に
行
き
ビ

ー
ル
を
飲
み
な
が
ら
ワ
イ
ワ
イ
と
反
省
会
を
し
て
い
ま
す
。

　目
標
に
し
て
い
る
東
京
マ
ラ
ソ
ン
は
毎
年
応
募
し
て
い

ま
す
が
毎
回
、
落
選
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
一
般
エ
ン

ト
リ
ー
2
万
7
3
7
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1
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と
狭
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で
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が
、
来
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か
と
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い
今
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も
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た
。
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、
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の
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・
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松
原
の
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自
宅
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谷
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で
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っ
て
い
ま
す
。
休
日
は
一
日
8
〜
16
キ
ロ
、

平
日
は
5
〜
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キ
ロ
く
ら
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の
ペ
ー
ス
で
、
一
カ
月
1
0
0

キ
ロ
を
目
標
に
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な
音
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を
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き
な
が
ら
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っ
て
い
ま

す
。
こ
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ら
も
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マ
ラ
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と
思
い
ま
す
。
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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。

商品本部商品管理課　岩渕 豊大
アトムC/ Dセンターで、
荷受けや梱包などの商品管理に携わる

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

アトムニューズ180号で取り上げられていた梵寿綱氏の建築
を実際に見に行ってみました。本当におもしろい建築で、もっと
日本の隠れた名建築を見てみたくなりました。これからも興味
をそそられる建物の特集を続けてください!! 〈東京都 Nhou様〉

今回の「古今東西たてものがたり」は、大変参考になりました。
とくに組子細工のクローズアップはよかったです。
 〈北海道 ドン・ノン様〉

私も仕事で小さな鋏を愛用しております。同じ大きさやかたち
の鋏でも自分に合うものと合わないものってあるんですね。
 〈東京都 O・H様 女性〉

最近おもしろいと思っているのはベジタブルアトリエ。はじめ
は建築やそれに関わる道具の雑誌なのになぜ野菜?と思いまし
たが、物作りという点では野菜も建築も道具も同じなのかもし
れませんね。みずみずしく美しい写真とともに、一服の清涼剤
のようなさわやかな記事をいつも楽しみにしています。
 〈沖縄県 Y・N様 女性〉

どんどんと紙での広報誌がなくなってしまい、電子上での閲覧
も便利ですが、やはり、紙ベースで読むことが好きです。とくに、
アトムニューズの写真が素敵で、何度もページをめくっていま
す。ページをめくるのも好きです。自身は不器用で何も満足に
つくることができないのですが、モノづくりの現場が好きです。
今回は、「ねじ山が潰れた場合、幅が広めの輪ゴムをねじ山への
せて…」に目が釘付けとなりました。さっそく、試してみます。
 〈東京都 cocohiroco様〉

古き良き建物や物などは、もちろん引き続き特集していただき
たいですが、新しい建物や海外の建物の紹介なども時折あると
新鮮な目で見ることができます。 〈千葉県 T・A様 女性〉

お揃いのマラソン部Tシャツで走ります !

「日経 IR・個人投資フェア 2019」に出展しました

8月23日（金）・24日（土）の2日間、東京ビッグサイトで開催された

日本経済新聞社主催の「日経 IR・個人投資家フェア2019」に出展い

たしました。会期中は、当社出展ブースならびに会場別会社説明会

にたくさんの方にお越しいただき、誠にありがとうございました。

I N F O R M AT I O N

日本最大の音楽フェス・フジロックに初参戦!　ひとりで、前夜祭
から4日間のフルコース。会場は端から端まで約4kmもあるので、
途中、木陰で昼寝をしたり、お酒を飲みながら散策したり、頑張り
すぎない大人のピクニックを楽しんでいました。しかし、2日目に
は近年まれにみる大雨に襲われ、翌日晴れたと思ったら、今度は
厳しすぎる日差し。たまに空調の効いた（そして風雨を凌げる）東
京のオフィスが懐かしくなったりしたのでした…。山の天気に翻
弄されることで、普段当たり前のように使っている文明の利器の
ありがたみを再確認することができました。と、言いつつ、はやく
も来年の計画を立て始めています（笑）。 〈島仲〉
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