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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）

鎚起すずがみ 18cm角 ¥8,500［ 税別 ］

すずがみ 13cm 角 ¥2,750［ 税別 ］

すずがみ 11cm 角 ¥2,200［ 税別 ］

KAGO－ダリア ¥8,000［ 税別 ］ kanagu-store.com

つ
か
っ
て
み
る
と

な
ん
だ
か
う
れ
し
い

こ
こ
ち
い
い2019 WINTER

206 C O N T E N T S

アテナの道具箱
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Vegetable Atelier

古今東西たてものがたり
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今号の表紙 　ATOM AIカー

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

AIの能力が急速に進化している現代社会であるが、

バイクや自動車も二輪や四輪の駆動輪で走るのが当

たり前の時代から、球に乗って走る時代へと進化して

いくのではないか。車体は、球の上に乗っているが走

り出すときは磁力の反発で浮かせる。移動は、からだ

を前後に傾けるとAIが位置を修正、球が転がり始め

る。速度を上げるには傾きを大きくする。そうすると修

正力が上がり速く進む。こんな自動車が街を走るの

も、そう遠くはない? 方向を前後左右に変化できる

ATOMの移動間仕切り金具の使い道はお客さまのア

イデアしだいです。

左官 福吉奈津子さん

人生に必要なのは忍耐と温泉

引っぱって軽くなる滑車 !

特別展示「KANAGUつなぐ地域《石川》」

ターサイ

秋田県鹿角郡小坂町　康楽館

2019秋の内覧会レポート

ウィーンの芸術家が集うカフェでひと休み

その歴史は安土桃山時代にまでさかのぼるといわれる、石川県は七尾

の和ろうそく。今回の読者プレゼントは明治25年創業の高澤ろうそくよ

り、和ろうそく4本と陶器のミニ燭台のセットです。4本のろうそくには、

手描きの花絵が美しく描かれています。石油を使用せず、植物油や和

紙、灯芯草（イグサの別名）といった自然素材から一つひとつ手作りさ

れた和ろうそく。ススが少なく、風に強い炎が灯るのが特徴です。また、

その炎は1/ fゆらぎであるため、癒やしの効果があるともいわれてい

ます。眺めるだけで心が安らぐ、和ろうそく。お風呂や就寝前などの日

常のリラックスタイムに、和ろうそくの灯りを取り入れてみませんか?

6 和ろうそく（手描き花絵）4本とミニ燭台セット

巻末のハガキ・FAXまたはホームページの
アンケートにお答えいただいた方のなかから抽選で
5名様にプレゼントいたします。

締め切り　2020年1月31日（金）

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・内容］　2号イカリ（9cm）4本＋ミニ燭台（陶器） 箱サイズ：19×13×4 cm　
［販売価格］　四季あかり1,320円（税込） 手描き花絵1,870円（税込）

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
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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

─

　壁
の
美
と
命

　─

　ハ
ン
ド
ミ
キ
サ
ー
が
回
り
だ
し
た
。

　バ
ケ
ツ
の
中
で
白
土
や
砂
、
ワ
ラ
ス
サ
、
水

な
ど
を
合
わ
せ
た
塗
り
壁
材
を
撹か

く

拌は
ん

す
る
。
練

り
上
が
っ
た
材
料
を
コ
テ
板
に
盛
り
、
コ
テ
で

掬す
く

い
取
っ
て
壁
に
塗
り
つ
け
て
い
く
。

　コ
テ
を
上
下
左
右
に
動
か
し
、
均
一
に
、
平

ら
に
、
ム
ラ
な
く
。
微
妙
な
力
加
減
と
滑
ら
か

な
ス
ピ
ー
ド
。「
手
の
感
触
で
厚
み
が
わ
か
る
」

と
い
う
。
左
官
と
し
て
基
本
中
の
基
本
で
あ
る
。

　畳
一
枚
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
の
壁
を
あ
っ
と
い

う
ま
に
塗
り
あ
げ
た
。
壁
の
装
い
に
美
し
い
表

情
が
生
ま
れ
、
新
た
な
「
命
」
が
吹
き
こ
ま
れ

た
。「
左
官
仕
事
と
は
、
土
や
モ
ル
タ
ル
、
漆

喰
と
い
っ
た
材
料
を
使
っ
て
壁
な
ど
を
塗
る
こ

と
」。
住
宅
や
店
舗
の
建
築
で
壁
や
玄
関
、
土

間
な
ど
の
最
終
的
な
仕
上
げ
の
工
程
で
あ
る
。

─

　左
官
見
習
い

　─

　じ
つ
は
「
左
官
に
な
る
ま
え
は
、
左
官
と
い

う
言
葉
も
職
業
も
知
ら
な
か
っ
た
」。
手
に
職

を
つ
け
た
く
て
、
花
き
市
場
の
仲
卸
や
造
園
業

に
も
就
い
た
。
が
、
男
社
会
と
い
う
色
合
い
が

強
く
、
人
間
関
係
に
悩
み
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
不
足
の
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
た
。

「
女
性
が
一
緒
に
働
く
職
場
じ
ゃ
な
い
と
、
つ

づ
け
る
の
は
難
し
い
か
な
」
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
「
建
築
・
女
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
検

索
。
ヒ
ッ
ト
し
た
の
が
現
在
の
会
社
だ
っ
た
。

面
接
に
出
か
け
、
そ
こ
で
初
め
て
左
官
と
い
う

仕
事
を
知
っ
た
。「
い
つ
か
ら
来
る
の
?
」
と

聞
か
れ
、「
や
っ
て
み
よ
う
か
」
と
心
が
動
い
た
。

　怖
い
も
の
知
ら
ず
の
十
九
歳
だ
っ
た
。

　見
習
い
期
間
は
、
四
年
。
現
場
で
マ
ス
キ
ン

グ
テ
ー
プ
を
貼
り
、
シ
ー
ト
を
敷
く
養
生
を
し
、

先
輩
の
仕
事
の
手
伝
い
を
す
る
。「
私
た
ち
の

時
代
は
見
習
い
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
見
て
習

え
、
と
い
わ
れ
ま
し
た
」

　重
い
壁
材
を
運
ん
だ
り
、
練
る
と
い
う
力
仕

事
も
多
い
。
男
女
の
差
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。「
で

も
男
が
重
い
袋
を
二
つ
持
つ
か
ら
、
女
も
二
つ

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
」。
そ
れ
を
理
解
し
て

く
れ
る
会
社
に
も
先
輩
に
も
恵
ま
れ
た
。

─

　名
前
の
焼
印

　─

　壁
塗
り
用
の
コ
テ
は
壁
材
や
使
い
道
に
よ
っ

て
大
き
さ
や
形
、
材
質
も
違
い
、
何
千
と
い
う

種
類
が
あ
る
。
そ
の
中
で
現
場
に
持
っ
て
い
く

道
具
箱
に
は
、
常
時
三
十
種
ほ
ど
。

「
左
官
仕
事
は
美
し
さ
や
丁
寧
さ
は
も
ち
ろ
ん
、

壁
材
が
乾
き
や
す
い
の
で
ス
ピ
ー
ド
も
大
切
。

針
の
穴
を
通
す
よ
う
に
気
持
ち
を
集
中
し
な
け

れ
ば
、
し
っ
か
り
塗
れ
な
い
」。
隅
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
平
滑
に
塗
れ
て
い
る
か
、
細
部

に
も
心
を
配
る
。

　大
事
に
し
て
い
る
道
具
は
、
半
焼
き
の
塗
り

つ
け
コ
テ
だ
。
半
焼
き
と
は
鋼
を
低
温
で
焼
き

入
れ
し
た
あ
と
、
焼
き
戻
し
を
せ
ず
に
成
形
し

─

　左
官
の
世
界

　─

　男
社
会
と
い
わ
れ
る
職
人
の
世
界
に
い
る
と
、

男
勝
り
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
だ
が
性

格
的
に
は
「
失
敗
し
た
ら
ど
う
し
よ
う
?

 こん

な
の
で
き
な
い
よ
」
と
悩
み
、
引
っ
込
み
思
案

に
な
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
だ
。「
で
も
、
や
っ
て

み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
」
と
自
分

で
自
分
を
奮
い
立
た
せ
、
励
ま
し
て
い
る
。

　十
九
歳
で
何
も
知
ら
ず
に
左
官
の
世
界
に
飛

び
こ
ん
で
か
ら
十
五
年
。「
案
ず
る
よ
り
産
む

が
易
し
」
が
信
条
だ
か
ら
、
左
官
の
道
を
選
ん

だ
決
断
に
悔
い
は
な
い
。「
も
し
か
し
た
ら
、
あ

の
と
き
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
も
…
」

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

n a t s u k o  f u k u y o s h i

アテナの道具箱壁を装う

福吉 奈津子

vol. XII

1985年神奈川県横浜市生まれ。地元の公立高校を卒業後、大田市場の
仲卸、造園業を経て原田左官工業所へ。13歳と11歳の子供を持つワー
キング・ママ。東京都の「ものづくり・匠の技の祭典2017」で「匠なで
しこ」として表彰された。

左官

た
も
の
。
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
や
石
膏
、
漆
喰

の
塗
り
つ
け
な
ど
用
途
は
幅
広
い
。「
使
い
こ

ん
で
い
く
う
ち
に
両
側
の
サ
イ
ド
が
擦
り
減
っ

て
、
ま
る
で
包
丁
の
刃
の
よ
う
に
と
が
っ
て
く

る
」。
研
い
だ
よ
う
に
鋭
く
な
り
、
掃
除
を
し

て
い
て
ス
パ
ッ
と
手
を
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
。

「
そ
れ
く
ら
い
使
い
こ
む
と
道
具
と
し
て
の
価

値
も
出
て
く
る
し
、
愛
着
も
湧
い
て
き
ま
す
」

　コ
テ
の
持
ち
手
に
は
、
名
前
の
「
な
つ
」
の

文
字
が
焼
印
で
押
さ
れ
て
い
た
。

─

　波
模
様
の
壁

　─

　自
分
で
も
納
得
の
い
く
仕
上
が
り
で
、
評
価

も
高
い
仕
事
が
あ
る
。
若
者
の
街
・
原
宿
に
あ

る
デ
ザ
ー
ト
カ
フ
ェ
店
の
壁
だ
。

「
塗
り
版は

ん

築ち
く

仕
上
げ
」
と
呼
ば
れ
る
工
法
で
、

土
の
風
合
い
を
活
か
し
、
何
層
に
も
塗
り
分
け

た
。「
各
層
ご
と
に
形
や
色
や
素
材
を
変
え
て
、

揺
れ
る
曲
線
を
描
い
た
」。
完
成
し
た
壁
は
、

浜
辺
に
打
ち
寄
せ
る
波
の
よ
う
な
模
様
と
な
り
、

動
き
の
あ
る
仕
上
が
り
と
な
っ
た
。
最
近
注
目

の
新
し
い
工
法
で
、
土
の
素
朴
な
温
も
り
や
自

然
素
材
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
と
同
じ
感
じ
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

依
頼
も
施
工
例
も
増
え
て
い
ま
す
ね
」

　自
分
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
実
感
が

湧
い
て
き
た
。

　朝
は
六
時
半
に
出
社
。
土
日
祝
に
も
仕
事
が

あ
る
。
家
に
帰
れ
ば
夕
飯
の
支
度
は
も
ち
ろ
ん
、

翌
日
の
朝
食
、
夫
と
二
人
の
子
供
た
ち
の
お
昼

の
弁
当
の
準
備
を
欠
か
さ
な
い
。

　す
べ
て
に
全
力
投
球
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
マ
、

で
あ
る
。
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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

─

　壁
の
美
と
命

　─

　ハ
ン
ド
ミ
キ
サ
ー
が
回
り
だ
し
た
。

　バ
ケ
ツ
の
中
で
白
土
や
砂
、
ワ
ラ
ス
サ
、
水

な
ど
を
合
わ
せ
た
塗
り
壁
材
を
撹か

く

拌は
ん

す
る
。
練

り
上
が
っ
た
材
料
を
コ
テ
板
に
盛
り
、
コ
テ
で

掬す
く

い
取
っ
て
壁
に
塗
り
つ
け
て
い
く
。

　コ
テ
を
上
下
左
右
に
動
か
し
、
均
一
に
、
平

ら
に
、
ム
ラ
な
く
。
微
妙
な
力
加
減
と
滑
ら
か

な
ス
ピ
ー
ド
。「
手
の
感
触
で
厚
み
が
わ
か
る
」

と
い
う
。
左
官
と
し
て
基
本
中
の
基
本
で
あ
る
。

　畳
一
枚
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
の
壁
を
あ
っ
と
い

う
ま
に
塗
り
あ
げ
た
。
壁
の
装
い
に
美
し
い
表

情
が
生
ま
れ
、
新
た
な
「
命
」
が
吹
き
こ
ま
れ

た
。「
左
官
仕
事
と
は
、
土
や
モ
ル
タ
ル
、
漆

喰
と
い
っ
た
材
料
を
使
っ
て
壁
な
ど
を
塗
る
こ

と
」。
住
宅
や
店
舗
の
建
築
で
壁
や
玄
関
、
土

間
な
ど
の
最
終
的
な
仕
上
げ
の
工
程
で
あ
る
。

─

　左
官
見
習
い

　─

　じ
つ
は
「
左
官
に
な
る
ま
え
は
、
左
官
と
い

う
言
葉
も
職
業
も
知
ら
な
か
っ
た
」。
手
に
職

を
つ
け
た
く
て
、
花
き
市
場
の
仲
卸
や
造
園
業

に
も
就
い
た
。
が
、
男
社
会
と
い
う
色
合
い
が

強
く
、
人
間
関
係
に
悩
み
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
不
足
の
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
た
。

「
女
性
が
一
緒
に
働
く
職
場
じ
ゃ
な
い
と
、
つ

づ
け
る
の
は
難
し
い
か
な
」
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
「
建
築
・
女
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
検

索
。
ヒ
ッ
ト
し
た
の
が
現
在
の
会
社
だ
っ
た
。

面
接
に
出
か
け
、
そ
こ
で
初
め
て
左
官
と
い
う

仕
事
を
知
っ
た
。「
い
つ
か
ら
来
る
の
?
」
と

聞
か
れ
、「
や
っ
て
み
よ
う
か
」
と
心
が
動
い
た
。

　怖
い
も
の
知
ら
ず
の
十
九
歳
だ
っ
た
。

　見
習
い
期
間
は
、
四
年
。
現
場
で
マ
ス
キ
ン

グ
テ
ー
プ
を
貼
り
、
シ
ー
ト
を
敷
く
養
生
を
し
、

先
輩
の
仕
事
の
手
伝
い
を
す
る
。「
私
た
ち
の

時
代
は
見
習
い
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
見
て
習

え
、
と
い
わ
れ
ま
し
た
」

　重
い
壁
材
を
運
ん
だ
り
、
練
る
と
い
う
力
仕

事
も
多
い
。
男
女
の
差
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。「
で

も
男
が
重
い
袋
を
二
つ
持
つ
か
ら
、
女
も
二
つ

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
」。
そ
れ
を
理
解
し
て

く
れ
る
会
社
に
も
先
輩
に
も
恵
ま
れ
た
。

─

　名
前
の
焼
印

　─

　壁
塗
り
用
の
コ
テ
は
壁
材
や
使
い
道
に
よ
っ

て
大
き
さ
や
形
、
材
質
も
違
い
、
何
千
と
い
う

種
類
が
あ
る
。
そ
の
中
で
現
場
に
持
っ
て
い
く

道
具
箱
に
は
、
常
時
三
十
種
ほ
ど
。

「
左
官
仕
事
は
美
し
さ
や
丁
寧
さ
は
も
ち
ろ
ん
、

壁
材
が
乾
き
や
す
い
の
で
ス
ピ
ー
ド
も
大
切
。

針
の
穴
を
通
す
よ
う
に
気
持
ち
を
集
中
し
な
け

れ
ば
、
し
っ
か
り
塗
れ
な
い
」。
隅
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
平
滑
に
塗
れ
て
い
る
か
、
細
部

に
も
心
を
配
る
。

　大
事
に
し
て
い
る
道
具
は
、
半
焼
き
の
塗
り

つ
け
コ
テ
だ
。
半
焼
き
と
は
鋼
を
低
温
で
焼
き

入
れ
し
た
あ
と
、
焼
き
戻
し
を
せ
ず
に
成
形
し

─

　左
官
の
世
界

　─

　男
社
会
と
い
わ
れ
る
職
人
の
世
界
に
い
る
と
、

男
勝
り
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
だ
が
性

格
的
に
は
「
失
敗
し
た
ら
ど
う
し
よ
う
?

 こん

な
の
で
き
な
い
よ
」
と
悩
み
、
引
っ
込
み
思
案

に
な
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
だ
。「
で
も
、
や
っ
て

み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
」
と
自
分

で
自
分
を
奮
い
立
た
せ
、
励
ま
し
て
い
る
。

　十
九
歳
で
何
も
知
ら
ず
に
左
官
の
世
界
に
飛

び
こ
ん
で
か
ら
十
五
年
。「
案
ず
る
よ
り
産
む

が
易
し
」
が
信
条
だ
か
ら
、
左
官
の
道
を
選
ん

だ
決
断
に
悔
い
は
な
い
。「
も
し
か
し
た
ら
、
あ

の
と
き
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
も
…
」

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

n a t s u k o  f u k u y o s h i

アテナの道具箱壁を装う

福吉 奈津子

vol. XII

1985年神奈川県横浜市生まれ。地元の公立高校を卒業後、大田市場の
仲卸、造園業を経て原田左官工業所へ。13歳と11歳の子供を持つワー
キング・ママ。東京都の「ものづくり・匠の技の祭典2017」で「匠なで
しこ」として表彰された。

左官

た
も
の
。
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
や
石
膏
、
漆
喰

の
塗
り
つ
け
な
ど
用
途
は
幅
広
い
。「
使
い
こ

ん
で
い
く
う
ち
に
両
側
の
サ
イ
ド
が
擦
り
減
っ

て
、
ま
る
で
包
丁
の
刃
の
よ
う
に
と
が
っ
て
く

る
」。
研
い
だ
よ
う
に
鋭
く
な
り
、
掃
除
を
し

て
い
て
ス
パ
ッ
と
手
を
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
。

「
そ
れ
く
ら
い
使
い
こ
む
と
道
具
と
し
て
の
価

値
も
出
て
く
る
し
、
愛
着
も
湧
い
て
き
ま
す
」

　コ
テ
の
持
ち
手
に
は
、
名
前
の
「
な
つ
」
の

文
字
が
焼
印
で
押
さ
れ
て
い
た
。

─

　波
模
様
の
壁

　─

　自
分
で
も
納
得
の
い
く
仕
上
が
り
で
、
評
価

も
高
い
仕
事
が
あ
る
。
若
者
の
街
・
原
宿
に
あ

る
デ
ザ
ー
ト
カ
フ
ェ
店
の
壁
だ
。

「
塗
り
版は

ん

築ち
く

仕
上
げ
」
と
呼
ば
れ
る
工
法
で
、

土
の
風
合
い
を
活
か
し
、
何
層
に
も
塗
り
分
け

た
。「
各
層
ご
と
に
形
や
色
や
素
材
を
変
え
て
、

揺
れ
る
曲
線
を
描
い
た
」。
完
成
し
た
壁
は
、

浜
辺
に
打
ち
寄
せ
る
波
の
よ
う
な
模
様
と
な
り
、

動
き
の
あ
る
仕
上
が
り
と
な
っ
た
。
最
近
注
目

の
新
し
い
工
法
で
、
土
の
素
朴
な
温
も
り
や
自

然
素
材
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
と
同
じ
感
じ
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

依
頼
も
施
工
例
も
増
え
て
い
ま
す
ね
」

　自
分
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
実
感
が

湧
い
て
き
た
。

　朝
は
六
時
半
に
出
社
。
土
日
祝
に
も
仕
事
が

あ
る
。
家
に
帰
れ
ば
夕
飯
の
支
度
は
も
ち
ろ
ん
、

翌
日
の
朝
食
、
夫
と
二
人
の
子
供
た
ち
の
お
昼

の
弁
当
の
準
備
を
欠
か
さ
な
い
。

　す
べ
て
に
全
力
投
球
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
マ
、

で
あ
る
。
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不動明王 ［ 群馬県吾妻郡草津町西の河原公園 ］

温泉は人の心身を癒やすため、古くより信仰の対象ともなってきま

した。ここ草津温泉にもお寺があり、石仏もたくさん見られます。有

名な湯畑の奥にある西の河原公園で、温泉に打たれて修行するお不

動さんを発見。もうもうと立ち上る湯気の間で、気持ちよさそうに

目を細めていました。

6JR長野原草津口駅よりバス30分の「草津温泉」下車、徒歩15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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馬
県
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妻
郡
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津
町
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原
公
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　不
動
明
王

人
生
に
必
要
な
の
は
忍
耐
と
温
泉

こ
の
世
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
。

つ
ら
い
こ
と
だ
ら
け
と
い
う
状
態
が
普
通
で
あ
る
、

と
、
お
釈
迦
様
が
教
え
て
く
れ
た
。

だ
か
ら
、
何
か
問
題
が
起
き
て
も
、「
ま
あ
、
こ
ん
な
も
の
さ
」
と

耐
え
忍
ぶ
の
が
人
生
の
基
本
な
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
、
あ
ん
ま
り
辛
抱
ば
か
り
し
て
い
る
と
、

心
が
凍
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
よ
ね
。

そ
ん
な
時
は
、
や
っ
ぱ
り
温
泉
。

天
下
の
不
動
明
王
の
心
だ
っ
て
癒
や
す
草
津
の
湯
。

あ
ん
た
ら
人
間
に
は
効
果
絶
大
な
こ
と
請
け
合
い
さ
。

─

　壁
の
美
と
命

　─

　ハ
ン
ド
ミ
キ
サ
ー
が
回
り
だ
し
た
。

　バ
ケ
ツ
の
中
で
白
土
や
砂
、
ワ
ラ
ス
サ
、
水

な
ど
を
合
わ
せ
た
塗
り
壁
材
を
撹か

く

拌は
ん

す
る
。
練

り
上
が
っ
た
材
料
を
コ
テ
板
に
盛
り
、
コ
テ
で

掬す
く

い
取
っ
て
壁
に
塗
り
つ
け
て
い
く
。

　コ
テ
を
上
下
左
右
に
動
か
し
、
均
一
に
、
平

ら
に
、
ム
ラ
な
く
。
微
妙
な
力
加
減
と
滑
ら
か

な
ス
ピ
ー
ド
。「
手
の
感
触
で
厚
み
が
わ
か
る
」

と
い
う
。
左
官
と
し
て
基
本
中
の
基
本
で
あ
る
。

　畳
一
枚
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
の
壁
を
あ
っ
と
い

う
ま
に
塗
り
あ
げ
た
。
壁
の
装
い
に
美
し
い
表

情
が
生
ま
れ
、
新
た
な
「
命
」
が
吹
き
こ
ま
れ

た
。「
左
官
仕
事
と
は
、
土
や
モ
ル
タ
ル
、
漆

喰
と
い
っ
た
材
料
を
使
っ
て
壁
な
ど
を
塗
る
こ

と
」。
住
宅
や
店
舗
の
建
築
で
壁
や
玄
関
、
土

間
な
ど
の
最
終
的
な
仕
上
げ
の
工
程
で
あ
る
。

─

　左
官
見
習
い

　─

　じ
つ
は
「
左
官
に
な
る
ま
え
は
、
左
官
と
い

う
言
葉
も
職
業
も
知
ら
な
か
っ
た
」。
手
に
職

を
つ
け
た
く
て
、
花
き
市
場
の
仲
卸
や
造
園
業

に
も
就
い
た
。
が
、
男
社
会
と
い
う
色
合
い
が

強
く
、
人
間
関
係
に
悩
み
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
不
足
の
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
た
。

「
女
性
が
一
緒
に
働
く
職
場
じ
ゃ
な
い
と
、
つ

づ
け
る
の
は
難
し
い
か
な
」
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
「
建
築
・
女
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
検

索
。
ヒ
ッ
ト
し
た
の
が
現
在
の
会
社
だ
っ
た
。

面
接
に
出
か
け
、
そ
こ
で
初
め
て
左
官
と
い
う

仕
事
を
知
っ
た
。「
い
つ
か
ら
来
る
の
?
」
と

聞
か
れ
、「
や
っ
て
み
よ
う
か
」
と
心
が
動
い
た
。

　怖
い
も
の
知
ら
ず
の
十
九
歳
だ
っ
た
。

　見
習
い
期
間
は
、
四
年
。
現
場
で
マ
ス
キ
ン

グ
テ
ー
プ
を
貼
り
、
シ
ー
ト
を
敷
く
養
生
を
し
、

先
輩
の
仕
事
の
手
伝
い
を
す
る
。「
私
た
ち
の

時
代
は
見
習
い
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
見
て
習

え
、
と
い
わ
れ
ま
し
た
」

　重
い
壁
材
を
運
ん
だ
り
、
練
る
と
い
う
力
仕

事
も
多
い
。
男
女
の
差
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。「
で

も
男
が
重
い
袋
を
二
つ
持
つ
か
ら
、
女
も
二
つ

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
」。
そ
れ
を
理
解
し
て

く
れ
る
会
社
に
も
先
輩
に
も
恵
ま
れ
た
。

─

　名
前
の
焼
印

　─

　壁
塗
り
用
の
コ
テ
は
壁
材
や
使
い
道
に
よ
っ

て
大
き
さ
や
形
、
材
質
も
違
い
、
何
千
と
い
う

種
類
が
あ
る
。
そ
の
中
で
現
場
に
持
っ
て
い
く

道
具
箱
に
は
、
常
時
三
十
種
ほ
ど
。

「
左
官
仕
事
は
美
し
さ
や
丁
寧
さ
は
も
ち
ろ
ん
、

壁
材
が
乾
き
や
す
い
の
で
ス
ピ
ー
ド
も
大
切
。

針
の
穴
を
通
す
よ
う
に
気
持
ち
を
集
中
し
な
け

れ
ば
、
し
っ
か
り
塗
れ
な
い
」。
隅
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
平
滑
に
塗
れ
て
い
る
か
、
細
部

に
も
心
を
配
る
。

　大
事
に
し
て
い
る
道
具
は
、
半
焼
き
の
塗
り

つ
け
コ
テ
だ
。
半
焼
き
と
は
鋼
を
低
温
で
焼
き

入
れ
し
た
あ
と
、
焼
き
戻
し
を
せ
ず
に
成
形
し

─

　左
官
の
世
界

　─

　男
社
会
と
い
わ
れ
る
職
人
の
世
界
に
い
る
と
、

男
勝
り
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
だ
が
性

格
的
に
は
「
失
敗
し
た
ら
ど
う
し
よ
う
?

 こん

な
の
で
き
な
い
よ
」
と
悩
み
、
引
っ
込
み
思
案

に
な
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
だ
。「
で
も
、
や
っ
て

み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
」
と
自
分

で
自
分
を
奮
い
立
た
せ
、
励
ま
し
て
い
る
。

　十
九
歳
で
何
も
知
ら
ず
に
左
官
の
世
界
に
飛

び
こ
ん
で
か
ら
十
五
年
。「
案
ず
る
よ
り
産
む

が
易
し
」
が
信
条
だ
か
ら
、
左
官
の
道
を
選
ん

だ
決
断
に
悔
い
は
な
い
。「
も
し
か
し
た
ら
、
あ

の
と
き
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
も
…
」

た
も
の
。
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
や
石
膏
、
漆
喰

の
塗
り
つ
け
な
ど
用
途
は
幅
広
い
。「
使
い
こ

ん
で
い
く
う
ち
に
両
側
の
サ
イ
ド
が
擦
り
減
っ

て
、
ま
る
で
包
丁
の
刃
の
よ
う
に
と
が
っ
て
く

る
」。
研
い
だ
よ
う
に
鋭
く
な
り
、
掃
除
を
し

て
い
て
ス
パ
ッ
と
手
を
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
。

「
そ
れ
く
ら
い
使
い
こ
む
と
道
具
と
し
て
の
価

値
も
出
て
く
る
し
、
愛
着
も
湧
い
て
き
ま
す
」

　コ
テ
の
持
ち
手
に
は
、
名
前
の
「
な
つ
」
の

文
字
が
焼
印
で
押
さ
れ
て
い
た
。

─

　波
模
様
の
壁

　─

　自
分
で
も
納
得
の
い
く
仕
上
が
り
で
、
評
価

も
高
い
仕
事
が
あ
る
。
若
者
の
街
・
原
宿
に
あ

る
デ
ザ
ー
ト
カ
フ
ェ
店
の
壁
だ
。

「
塗
り
版は

ん

築ち
く

仕
上
げ
」
と
呼
ば
れ
る
工
法
で
、

土
の
風
合
い
を
活
か
し
、
何
層
に
も
塗
り
分
け

た
。「
各
層
ご
と
に
形
や
色
や
素
材
を
変
え
て
、

揺
れ
る
曲
線
を
描
い
た
」。
完
成
し
た
壁
は
、

浜
辺
に
打
ち
寄
せ
る
波
の
よ
う
な
模
様
と
な
り
、

動
き
の
あ
る
仕
上
が
り
と
な
っ
た
。
最
近
注
目

の
新
し
い
工
法
で
、
土
の
素
朴
な
温
も
り
や
自

然
素
材
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
と
同
じ
感
じ
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

依
頼
も
施
工
例
も
増
え
て
い
ま
す
ね
」

　自
分
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
実
感
が

湧
い
て
き
た
。

　朝
は
六
時
半
に
出
社
。
土
日
祝
に
も
仕
事
が

あ
る
。
家
に
帰
れ
ば
夕
飯
の
支
度
は
も
ち
ろ
ん
、

翌
日
の
朝
食
、
夫
と
二
人
の
子
供
た
ち
の
お
昼

の
弁
当
の
準
備
を
欠
か
さ
な
い
。

　す
べ
て
に
全
力
投
球
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
マ
、

で
あ
る
。
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不動明王 ［ 群馬県吾妻郡草津町西の河原公園 ］

温泉は人の心身を癒やすため、古くより信仰の対象ともなってきま

した。ここ草津温泉にもお寺があり、石仏もたくさん見られます。有

名な湯畑の奥にある西の河原公園で、温泉に打たれて修行するお不

動さんを発見。もうもうと立ち上る湯気の間で、気持ちよさそうに

目を細めていました。

6JR長野原草津口駅よりバス30分の「草津温泉」下車、徒歩15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
。

35

群
馬
県
吾
妻
郡
草
津
町
西
の
河
原
公
園

　不
動
明
王

人
生
に
必
要
な
の
は
忍
耐
と
温
泉

こ
の
世
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
。

つ
ら
い
こ
と
だ
ら
け
と
い
う
状
態
が
普
通
で
あ
る
、

と
、
お
釈
迦
様
が
教
え
て
く
れ
た
。

だ
か
ら
、
何
か
問
題
が
起
き
て
も
、「
ま
あ
、
こ
ん
な
も
の
さ
」
と

耐
え
忍
ぶ
の
が
人
生
の
基
本
な
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
、
あ
ん
ま
り
辛
抱
ば
か
り
し
て
い
る
と
、

心
が
凍
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
よ
ね
。

そ
ん
な
時
は
、
や
っ
ぱ
り
温
泉
。

天
下
の
不
動
明
王
の
心
だ
っ
て
癒
や
す
草
津
の
湯
。

あ
ん
た
ら
人
間
に
は
効
果
絶
大
な
こ
と
請
け
合
い
さ
。

─

　壁
の
美
と
命

　─

　ハ
ン
ド
ミ
キ
サ
ー
が
回
り
だ
し
た
。

　バ
ケ
ツ
の
中
で
白
土
や
砂
、
ワ
ラ
ス
サ
、
水

な
ど
を
合
わ
せ
た
塗
り
壁
材
を
撹か

く

拌は
ん

す
る
。
練

り
上
が
っ
た
材
料
を
コ
テ
板
に
盛
り
、
コ
テ
で

掬す
く

い
取
っ
て
壁
に
塗
り
つ
け
て
い
く
。

　コ
テ
を
上
下
左
右
に
動
か
し
、
均
一
に
、
平

ら
に
、
ム
ラ
な
く
。
微
妙
な
力
加
減
と
滑
ら
か

な
ス
ピ
ー
ド
。「
手
の
感
触
で
厚
み
が
わ
か
る
」

と
い
う
。
左
官
と
し
て
基
本
中
の
基
本
で
あ
る
。

　畳
一
枚
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
の
壁
を
あ
っ
と
い

う
ま
に
塗
り
あ
げ
た
。
壁
の
装
い
に
美
し
い
表

情
が
生
ま
れ
、
新
た
な
「
命
」
が
吹
き
こ
ま
れ

た
。「
左
官
仕
事
と
は
、
土
や
モ
ル
タ
ル
、
漆

喰
と
い
っ
た
材
料
を
使
っ
て
壁
な
ど
を
塗
る
こ

と
」。
住
宅
や
店
舗
の
建
築
で
壁
や
玄
関
、
土

間
な
ど
の
最
終
的
な
仕
上
げ
の
工
程
で
あ
る
。

─

　左
官
見
習
い

　─

　じ
つ
は
「
左
官
に
な
る
ま
え
は
、
左
官
と
い

う
言
葉
も
職
業
も
知
ら
な
か
っ
た
」。
手
に
職

を
つ
け
た
く
て
、
花
き
市
場
の
仲
卸
や
造
園
業

に
も
就
い
た
。
が
、
男
社
会
と
い
う
色
合
い
が

強
く
、
人
間
関
係
に
悩
み
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
不
足
の
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
た
。

「
女
性
が
一
緒
に
働
く
職
場
じ
ゃ
な
い
と
、
つ

づ
け
る
の
は
難
し
い
か
な
」
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
「
建
築
・
女
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
検

索
。
ヒ
ッ
ト
し
た
の
が
現
在
の
会
社
だ
っ
た
。

面
接
に
出
か
け
、
そ
こ
で
初
め
て
左
官
と
い
う

仕
事
を
知
っ
た
。「
い
つ
か
ら
来
る
の
?
」
と

聞
か
れ
、「
や
っ
て
み
よ
う
か
」
と
心
が
動
い
た
。

　怖
い
も
の
知
ら
ず
の
十
九
歳
だ
っ
た
。

　見
習
い
期
間
は
、
四
年
。
現
場
で
マ
ス
キ
ン

グ
テ
ー
プ
を
貼
り
、
シ
ー
ト
を
敷
く
養
生
を
し
、

先
輩
の
仕
事
の
手
伝
い
を
す
る
。「
私
た
ち
の

時
代
は
見
習
い
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
見
て
習

え
、
と
い
わ
れ
ま
し
た
」

　重
い
壁
材
を
運
ん
だ
り
、
練
る
と
い
う
力
仕

事
も
多
い
。
男
女
の
差
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。「
で

も
男
が
重
い
袋
を
二
つ
持
つ
か
ら
、
女
も
二
つ

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
」。
そ
れ
を
理
解
し
て

く
れ
る
会
社
に
も
先
輩
に
も
恵
ま
れ
た
。

─

　名
前
の
焼
印

　─

　壁
塗
り
用
の
コ
テ
は
壁
材
や
使
い
道
に
よ
っ

て
大
き
さ
や
形
、
材
質
も
違
い
、
何
千
と
い
う

種
類
が
あ
る
。
そ
の
中
で
現
場
に
持
っ
て
い
く

道
具
箱
に
は
、
常
時
三
十
種
ほ
ど
。

「
左
官
仕
事
は
美
し
さ
や
丁
寧
さ
は
も
ち
ろ
ん
、

壁
材
が
乾
き
や
す
い
の
で
ス
ピ
ー
ド
も
大
切
。

針
の
穴
を
通
す
よ
う
に
気
持
ち
を
集
中
し
な
け

れ
ば
、
し
っ
か
り
塗
れ
な
い
」。
隅
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
平
滑
に
塗
れ
て
い
る
か
、
細
部

に
も
心
を
配
る
。

　大
事
に
し
て
い
る
道
具
は
、
半
焼
き
の
塗
り

つ
け
コ
テ
だ
。
半
焼
き
と
は
鋼
を
低
温
で
焼
き

入
れ
し
た
あ
と
、
焼
き
戻
し
を
せ
ず
に
成
形
し

─

　左
官
の
世
界

　─

　男
社
会
と
い
わ
れ
る
職
人
の
世
界
に
い
る
と
、

男
勝
り
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
だ
が
性

格
的
に
は
「
失
敗
し
た
ら
ど
う
し
よ
う
?

 こん

な
の
で
き
な
い
よ
」
と
悩
み
、
引
っ
込
み
思
案

に
な
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
だ
。「
で
も
、
や
っ
て

み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
」
と
自
分

で
自
分
を
奮
い
立
た
せ
、
励
ま
し
て
い
る
。

　十
九
歳
で
何
も
知
ら
ず
に
左
官
の
世
界
に
飛

び
こ
ん
で
か
ら
十
五
年
。「
案
ず
る
よ
り
産
む

が
易
し
」
が
信
条
だ
か
ら
、
左
官
の
道
を
選
ん

だ
決
断
に
悔
い
は
な
い
。「
も
し
か
し
た
ら
、
あ

の
と
き
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
も
…
」

た
も
の
。
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
や
石
膏
、
漆
喰

の
塗
り
つ
け
な
ど
用
途
は
幅
広
い
。「
使
い
こ

ん
で
い
く
う
ち
に
両
側
の
サ
イ
ド
が
擦
り
減
っ

て
、
ま
る
で
包
丁
の
刃
の
よ
う
に
と
が
っ
て
く

る
」。
研
い
だ
よ
う
に
鋭
く
な
り
、
掃
除
を
し

て
い
て
ス
パ
ッ
と
手
を
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
。

「
そ
れ
く
ら
い
使
い
こ
む
と
道
具
と
し
て
の
価

値
も
出
て
く
る
し
、
愛
着
も
湧
い
て
き
ま
す
」

　コ
テ
の
持
ち
手
に
は
、
名
前
の
「
な
つ
」
の

文
字
が
焼
印
で
押
さ
れ
て
い
た
。

─

　波
模
様
の
壁

　─

　自
分
で
も
納
得
の
い
く
仕
上
が
り
で
、
評
価

も
高
い
仕
事
が
あ
る
。
若
者
の
街
・
原
宿
に
あ

る
デ
ザ
ー
ト
カ
フ
ェ
店
の
壁
だ
。

「
塗
り
版は

ん

築ち
く

仕
上
げ
」
と
呼
ば
れ
る
工
法
で
、

土
の
風
合
い
を
活
か
し
、
何
層
に
も
塗
り
分
け

た
。「
各
層
ご
と
に
形
や
色
や
素
材
を
変
え
て
、

揺
れ
る
曲
線
を
描
い
た
」。
完
成
し
た
壁
は
、

浜
辺
に
打
ち
寄
せ
る
波
の
よ
う
な
模
様
と
な
り
、

動
き
の
あ
る
仕
上
が
り
と
な
っ
た
。
最
近
注
目

の
新
し
い
工
法
で
、
土
の
素
朴
な
温
も
り
や
自

然
素
材
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
と
同
じ
感
じ
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

依
頼
も
施
工
例
も
増
え
て
い
ま
す
ね
」

　自
分
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
実
感
が

湧
い
て
き
た
。

　朝
は
六
時
半
に
出
社
。
土
日
祝
に
も
仕
事
が

あ
る
。
家
に
帰
れ
ば
夕
飯
の
支
度
は
も
ち
ろ
ん
、

翌
日
の
朝
食
、
夫
と
二
人
の
子
供
た
ち
の
お
昼

の
弁
当
の
準
備
を
欠
か
さ
な
い
。

　す
べ
て
に
全
力
投
球
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
マ
、

で
あ
る
。
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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

123
4

　チ
ー
ク
は
、熱
帯
地
方
の
樹
木
で
、中
国
経
由
で
日
本
に
入
っ
て
き
た
木
材
で
す
。

独
特
な
香
り
と
光
沢
を
持
ち
、
茶
褐
色
が
特
徴
的
な
木
材
、
そ
れ
が
チ
ー
ク
で
す
。

世
界
の
三
大
銘
木
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
国
会
議
事
堂
や
豪
華
客
船
ク
イ
ー
ン
・
エ

リ
ザ
ベ
ス
号
の
内
装
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　チ
ー
ク
が
銘
木
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
、
そ
の
特
質
に
あ
り
ま
す
。
油
分
（
チ
ー

ク
オ
イ
ル
）
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
病
害
虫
に
強
く
、
加
え
て
耐
候
性
に
も
優

れ
て
い
ま
す
。
チ
ー
ク
は
高
価
な
値
段
で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
の
で
「
成
金
の

木
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
木
彫
り
の
象
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
に
は
装
飾
品
や
小
物
、
家
具
な
ど
の
加
工
品
と
し

て
輸
入
さ
れ
、
長
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

監
修

　石
塚
典
男
（
木
香
家
）

チ
ー
ク

気になる木のはなし気になる木のはなし 5
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塩浦 信太郎
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と
光
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を
持
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、
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褐
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が
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的
な
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、
そ
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と
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れ
、
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船
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イ
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ン
・
エ
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ス
号
の
内
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に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　チ
ー
ク
が
銘
木
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
、
そ
の
特
質
に
あ
り
ま
す
。
油
分
（
チ
ー

ク
オ
イ
ル
）
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
病
害
虫
に
強
く
、
加
え
て
耐
候
性
に
も
優

れ
て
い
ま
す
。
チ
ー
ク
は
高
価
な
値
段
で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
の
で
「
成
金
の

木
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
木
彫
り
の
象
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
に
は
装
飾
品
や
小
物
、
家
具
な
ど
の
加
工
品
と
し

て
輸
入
さ
れ
、
長
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

監
修
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典
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（
木
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家
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ク

気になる木のはなし気になる木のはなし 5
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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

寒
い
季
節
は
お
ま
か
せ
!

か
た
ち
に
注
目
、
タ
ー
サ
イ
。

青
菜
系
で
は
ダ
ン
ト
ツ
の
甘
み
・
う
ま
み
、

歯
ご
た
え
が
特
長
の
タ
ー
サ
イ
は

な
に
よ
り
冬
が
大
得
意
。

霜
が
降
り
て
も
凍
ら
ず
、

寒
さ
が
増
す
ほ
ど
甘
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
ん
な
タ
ー
サ
イ
を
い
た
だ
く
と
き
に
は
、

た
と
え
ば
バ
ー
ニ
ャ
カ
ウ
ダ
。

60
度
の
お
湯
で
さ
っ
と
湯
が
く
と

風
味
や
食
感
も
逃
げ
ま
せ
ん
。

ア
サ
リ
な
ど
、
二
枚
貝
と
の
相
性
も
最
高
。

白
ワ
イ
ン
を
振
っ
て
パ
ス
タ
と
絡
め
、

ボ
ン
ゴ
レ
ビ
ア
ン
コ
も
い
い
で
す
ね
。

さ
て
、
気
に
な
る
こ
の
か
た
ち
。

ど
う
や
ら
少
し
で
も
温
か
い
土
に

近
づ
く
た
め
の
作
戦
な
の
だ
と
か
。

冬
が
大
好
き
な
の
か
と
思
い
き
や
、

本
当
は
苦
手
な
の
か
も
?

タ
フ
な
一
方
、
ど
こ
か
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な

タ
ー
サ
イ
で
す
。

ベジタブルアトリエ
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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）

至東京タワー　▼

セ
に
よ
っ
て
刃
先
の
形
は
微
妙
に
変
わ

る
の
だ
と
か
。「
い
い
カ
ン
ナ
が
作
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
」

と
語
り
ま
す
。

和
ろ
う
そ
く
　｜
　高
澤
ろ
う
そ
く

そ
の
歴
史
は
安
土
桃
山
時
代
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
る
、
石
川
県
の
和

ろ
う
そ
く
作
り
。
七
尾
市
の
高
澤
ろ
う

そ
く
は
明
治
25
年
に
創
業
し
、
以
来
、

能
登
全
域
の
寺
院
や
家
庭
で
愛
さ
れ
て

い
ま
す
。

あ
る
地
域
の
作
り
手
に
ス
ポ
ッ
ト

 
 
 を
当
て
て
、
そ
の
魅
力
的
な
プ

ロ
ダ
ク
ト
を
ご
紹
介
す
る
「
K
A
N
A

G
U

 
つ
な
ぐ

 地域
」、
今
回
の
テ
ー
マ

は
石
川
県
で
す
。
10
月
17
日
か
ら
11
月

28
日
、ア
ト
ム
C
S
タ
ワ
ー
1
階
「
ギ
ャ

ラ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ 

K
A
N
A
G
U
」
に

て
、
石
川
県
の
挽ひ

き

物も
の

木き

地じ

、
和
ろ
う
そ

く
、
加
賀
水
引
の
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

挽
物
木
地
　｜
　佐
竹 

巧
成

轆ろ
く轤ろ

で
漆
器
の
木
地
を
挽
く
「
挽
物
木

地
」
の
分
野
に
お
い
て
、
全
国
ト
ッ
プ

の
技
術
を
誇
る
山
中
漆
器
。精
巧
な「
薄

挽
き
」
や
表
面
に
模
様
を
刻
み
付
け
る

「
加か

し

飾ょ
く

挽
き
」
な
ど
、
他
の
追
随
を
許
さ

な
い
独
自
の
技
術
が
発
達
し
て
い
ま
す
。

 山
中
の
挽
物
木
地
師
・
佐
竹
巧
成
氏

は
、
木
を
削
る
カ
ン
ナ
を
全
て
自
ら
製

作
。
使
う
シ
ー
ン
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ

な
種
類
が
あ
る
他
、
職
人
の
体
型
や
ク

特別展示「KANAGUつなぐ地域《石川》」

 和
ろ
う
そ
く
と
は
、
植
物
油
由
来
の

ロ
ウ
と
、
灯
芯
草
、
和
紙
を
使
っ
た
芯

か
ら
作
る
ろ
う
そ
く
の
こ
と
。
石
油
を

使
用
し
て
い
な
い
た
め
ス
ス
が
出
に
く

く
、
ま
た
芯
が
空
洞
に
な
っ
て
い
る
た

め
風
に
強
い
炎
が
灯
る
の
が
特
徴
で
す
。

そ
の
炎
は
「
f
分
の
1
ゆ
ら
ぎ
」
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
見
つ
め
て
い
る
だ
け
で

癒
や
し
の
効
果
が
得
ら
れ
る
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

加
賀
水
引
　｜
　津
田 

六
佑

元
来
の
水
引
折
型
と
は
、
正
し
く
整
っ

た
折
り
目
と
端
正
な
姿
に
価
値
が
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
約

1
世
紀
前
に
津
田
水
引
折
型
創
業
者
・

津
田
左そ

う右き
吉ち

が
考
案
し
た
加
賀
水
引
は
、

立
体
的
で
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
、
華
や

か
な
姿
が
特
徴
的
で
す
。

 現
在
は
5
代
目
の
六
佑
氏
が
伝
統
を

継
承
し
、
雑
貨
小
物
や
新
し
い
水
引
の

可
能
性
も
模
索
し
て
い
ま
す
。
水
引
は
、

全
て
お
客
様
に
合
わ
せ
た
手
作
り
が
基

本
。
ど
ん
な
形
の
も
の
で
も
、
美
し
く

華
や
か
に
包
み
、
飾
り
、
心
の
こ
も
っ

た
書
を
添
え
ま
す
。
な
お
、
津
田
水
引

折
型
の
水
引
は
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
シ
ョ
ッ

プ
K
A
N
A
G
U
の
プ
レ
ゼ

ン
ト
包
装
に
も
使

用
さ
れ
て

い
ま
す
。
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明治の棟梁・大工たちの意気込みと誇りが感じられる白く華麗な館。来年は竣工110年を迎えるアメリカンゴシック風の木造芝居小屋だ

月替わりで開催される常打芝居。
この日の公演は劇団「三峰組」に
よる人情芝居と舞踊ショー。満員
の観客の拍手と歓声の中、花道
を役者が駆け抜ける

秋
田
県
の
北
東
部
に
位
置
す
る
小
坂
町
。
十
九
世
紀
に
鉱
山
が
発
見
さ
れ
、
金
・
銀
の
ほ

か
明
治
時
代
に
は
銅
や
亜
鉛
の
採
掘
で
町
は
大
い
に
栄
え
、
多
数
の
近
代
建
築
が
建
て
ら

れ
た
。
康
楽
館
は
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
、
小
坂
鉱
山
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
誕
生
。

明
治
か
ら
令
和
へ
の
時
代
の
風
雪
に
耐
え
、
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
に
は
、
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

秋
田
県
鹿
角
郡
小
坂
町
・
康
楽
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

リ
上
が
り
を
備
え
た
本
格
的
な
芝
居
小
屋
だ
。

し
か
も
江
戸
の
雰
囲
気
を
残
し
て
、
舞
台
上
手

の
桟
敷
前
に
は「
仮
花
道
」ま
で
設
け
ら
れ
て
い

る
。
桟
敷
の
手
摺
り
や
柱
な
ど
は
建
築
当
時
の

ま
ま
。
時
を
重
ね
た
色
合
い
と
擦
り
減
っ
た
風

合
い
が
、
不
思
議
な
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

鉱
山
の
町
の
福
利
厚
生
施
設

　小
坂
町
は
十
九
世
紀
に
銀
の
鉱
山
が
発
見
さ

れ
、「
鉱
山
の
町
」
と
し
て
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。

　明
治
時
代
前
期
に
は
、
日
本
一
の
銀
生
産
量

を
記
録
。
そ
の
後
、
黒
鉱
の
画
期
的
な
製
錬
法

を
開
発
し
、
銅
山
と
し
て
も
鉱
産
額
日
本
一
を

果
た
し
、
空
前
の
活
況
を
も
た
ら
し
た
。

　好
景
気
に
沸
く
小
坂
町
に
は
水
力
発
電
に
よ

っ
て
県
内
初
の
電
灯
が
灯と

も

り
、上
水
道
や
電
信
・

和
と
洋
が
彩
る
芝
居
小
屋

　目
の
前
に
、
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
モ
ダ
ン
な

洋
館
が
姿
を
現
わ
し
た
。

　秋
田
と
青
森
の
県
境
に
ほ
ど
近
い
山
間
に
ひ

ろ
が
る
小
坂
町
。
建
物
は
白
く
輝
く
外
壁
に
、

ラ
イ
ト
ブ
ル
ー
に
塗
ら
れ
た
窓
枠
。
寄
せ
棟
屋

根
の
部
屋
を
両
脇
に
し
た
が
え
た
左
右
対
称
の

デ
ザ
イ
ン
。
ア
メ
リ
カ
ン
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
見

ら
れ
る
鋸
歯
状
の
軒
飾
り
（
バ
ー
ジ
ボ
ー
ド
）

が
特
徴
的
で
、
西
洋
映
画
に
登
場
す
る
よ
う
な

白
亜
の
館
だ
。
小
坂
町
が
誇
る
、
現
役
最
古
の

木
造
芝
居
小
屋
「
康
楽
館
」
で
あ
る
。

　だ
が
モ
ダ
ン
な
印
象
は
、
木
戸
の
暖
簾
を
く

ぐ
っ
て
小
屋
に
入
れ
ば
一
変
す
る
。
そ
こ
は
回

り
舞
台
や
広
々
と
し
た
桟
敷
、
舞
台
に
つ
づ
く

花
道
や
「
切
穴
（
す
っ
ぽ
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
セ

　ス
テ
ー
ジ
が
ぐ
る
り
と
回
転
す
る
回
り
舞
台

も
、
奈
落
の
「
ろ
く
ろ
仕
掛
け
」
を
黒
子
が
二

人
が
か
り
で
回
す
。
す
べ
て
人
力
で
、
黒
子
同

士
の
呼
吸
が
ぴ
た
り
と
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
ん
な
舞
台
演
出
も
観
客
を
熱
狂
さ
せ
た
。

か
く
し
て
康
楽
館
は
、
町
の
文
化
の
発
信
地
と

し
て
大
い
に
賑
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

取
り
壊
し
寸
前
の
逆
転
劇

　転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
昭
和
四
十
五
（
一
九

七
〇
）
年
だ
っ
た
。

　新
た
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
登
場
し
た
テ
レ
ビ

の
普
及
に
よ
っ
て
、
芝
居
の
人
気
は
下
降
線
に
。

こ
の
年
、
施
設
の
老
朽
化
を
理
由
に
康
楽
館
で

の
一
般
興
行
が
中
止
さ
れ
た
。
入
館
者
の
減
少

は
隠
し
き
れ
ず
、
赤
字
の
累
積
に
耐
え
き
れ
な

か
っ
た
の
だ
。
以
後
は
町
の
集
会
や
単
発
の
公

演
が
細
々
と
行
な
わ
れ
た
の
み
。
つ
い
に
は
取

り
壊
し
と
い
う
事
態
に
迫
ら
れ
た
。

　そ
れ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
た
の
が
、
俳
優
で

芸
能
史
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
小
沢
昭
一
氏

だ
っ
た
。
視
察
に
訪
れ
た
氏
は
康
楽
館
の
現
状

を
憂
い
、
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
保
存
と
活
用

を
強
く
訴
え
た
。
こ
れ
を
機
に
マ
ス
コ
ミ
で
も

康
楽
館
の
存
在
が
注
目
さ
れ
、
町
の
人
々
の
保

存
に
か
け
る
熱
意
と
と
も
に
、
修
復
・
復
興
へ

の
動
き
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
。

　修
復
工
事
の
完
了
は
昭
和
六
十
一
（
一
九
八

六
）
年
七
月
。
待
ち
望
ん
で
い
た
芝
居
の
常
設

公
演
が
ス
タ
ー
ト
。
翌
年
に
は
「
康
楽
館
修
復

記
念
・
創
建
七
十
七
年
記
念
」
と
し
て
、
第
十

二
代
市
川
團
十
郎
一
行
が
公
演
。
明
治
か
ら
の

芝
居
小
屋
で
当
代
の
人
気
役
者
が
演
じ
る
本
格

歌
舞
伎
に
、
万
雷
の
拍
手
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

人
情
芝
居
と
舞
踊
シ
ョ
ー

　康
楽
館
に
新
た
な
活
気
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　現
在
、
大
衆
演
劇
劇
団
に
よ
る
年
間
約
四
百

公
演
の
常
打
芝
居
が
あ
る
。
笑
い
あ
り
涙
あ
り

の
人
情
芝
居
と
華
や
か
な
舞
踊
シ
ョ
ー
に
、
県

内
外
を
は
じ
め
海
外
か
ら
の
観
客
が
魅
了
さ
れ

る
。
寄
席
や
コ
ン
サ
ー
ト
、
の
ど
自
慢
大
会
な

ど
も
開
か
れ
、
地
元
の
幼
稚
園
、
小
、
中
、
高

校
生
た
ち
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
場
所
と
な

っ
て
い
る
。

　全
国
的
に
も
珍
し
い
の
が
、
芝
居
小
屋
で
開

催
さ
れ
る
成
人
式
だ
。
回
り
舞
台
で
の
登
場
や
、

「
切
穴
」
か
ら
姿
を
現
わ
す
演
出
は
康
楽
館
な

ら
で
は
の
も
の
。
セ
レ
モ
ニ
ー
が
す
め
ば
、
お

待
ち
か
ね
の
芝
居
見
物
。
町
を
愛
す
る
人
々
の

暮
ら
し
の
中
に
、
芝
居
小
屋
の
存
在
が
し
っ
か

り
と
根
づ
い
て
い
る
。

　康
楽
館
は
小
坂
町
の
文
化
と
芸
術
の
殿
堂
で

あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
な

の
で
あ
る
。

現
役
最
古
を
誇
る

木
造
芝
居
小
屋

趣
だ
が
、天
井
だ
け
は
洋
風
の
板
張
り
。八
角
形

の
枠
組
み
の
中
に
灯
る
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
型
の
電

灯
設
備
は
、
竣
工
当
時
の
ま
ま
だ
。
当
時
の
東

北
地
方
は
ま
だ
電
気
が
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
電
灯
照
明
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　さ
ら
に
舞
台
や
花
道
の
地
下
、
芝
居
用
語
で

「
奈
落
」と
呼
ば
れ
る
場
所
に
は
舞
台
演
出
用
の

仕
掛
け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
花
道
の
七
三
（
揚

幕
か
ら
七
分
、
舞
台
か
ら
三
分
）
の
位
置
に
あ

る
「
切
穴
」
は
、
花
道
に
役
者
が
セ
リ
上
が
っ

た
り
隠
れ
た
り
す
る
装
置
。
上
げ
る
と
き
は
合

図
と
と
も
に
ロ
ー
プ
を
黒
子
が
両
側
か
ら
引
っ

張
る
。
ま
さ
に
人
力
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
だ
。

電
話
が
敷
設
さ
れ
た
。
ま
た
鉄
道
が
走
り
、
総

合
病
院
が
建
築
さ
れ
る
な
ど
、
当
時
の
東
北
で

類
を
み
な
い
ほ
ど
の
文
化
都
市
と
し
て
発
展
を

遂
げ
た
。
そ
ん
な
中
、
鉱
山
で
働
く
従
業
員
と

そ
の
家
族
の
た
め
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
建

て
ら
れ
た
の
が
、
芝
居
小
屋
の
「
康
楽
館
」
で

あ
っ
た
。

　落
成
は
、
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
八

月
。こ杮け

ら
落
し
は
大
阪
歌
舞
伎
の
尾
上
松
鶴
一
座

に
よ
る
「

こ寿と
ぶ

式き
し

三き
さ

番ん
ば

叟そ
う

」
の
舞
い
、「
假か

な名で
手ほ

本ん

忠ち
ゅ
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

」
な
ど
。「
家
族
慰
安
会
」
と
呼
ば
れ

た
観
劇
会
は
大
人
気
で
、
鉱
山
関
係
者
だ
け
で

な
く
近
郊
の
人
々
も
弁
当
持
参
で
大
勢
見
物
に

訪
れ
た
と
い
う
。

黒
子
の
人
力
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

　芝
居
用
の
設
備
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

　一
階
桟
敷
は
舞
台
に
向
か
っ
て
傾
斜
が
つ
け

ら
れ
、
後
ろ
の
席
で
も
見
や
す
い
設
計
。
二
階

桟
敷
は
吹
き
抜
け
で
、
舞
台
を
コ
の
字
状
に
囲

ん
で
客
席
が
設
え
ら
れ
て
い
る
。
見
渡
せ
ば
江

戸
時
代
を
彷
彿
さ
せ
る
伝
統
的
な
芝
居
小
屋
の
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築
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〇
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。
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田
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が
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居
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。
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台
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摺
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懐
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さ
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鉱
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し
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史
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。
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鉱
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。
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。
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近
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が
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塗
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右
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。
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。
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図
と
と
も
に
ロ
ー
プ
を
黒
子
が
両
側
か
ら
引
っ

張
る
。
ま
さ
に
人
力
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
だ
。

電
話
が
敷
設
さ
れ
た
。
ま
た
鉄
道
が
走
り
、
総

合
病
院
が
建
築
さ
れ
る
な
ど
、
当
時
の
東
北
で

類
を
み
な
い
ほ
ど
の
文
化
都
市
と
し
て
発
展
を

遂
げ
た
。
そ
ん
な
中
、
鉱
山
で
働
く
従
業
員
と

そ
の
家
族
の
た
め
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
建

て
ら
れ
た
の
が
、
芝
居
小
屋
の
「
康
楽
館
」
で

あ
っ
た
。

　落
成
は
、
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
八

月
。こ杮け

ら
落
し
は
大
阪
歌
舞
伎
の
尾
上
松
鶴
一
座

に
よ
る
「

こ寿と
ぶ

式き
し

三き
さ

番ん
ば

叟そ
う

」
の
舞
い
、「
假か

な名で
手ほ

本ん

忠ち
ゅ
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

」
な
ど
。「
家
族
慰
安
会
」
と
呼
ば
れ

た
観
劇
会
は
大
人
気
で
、
鉱
山
関
係
者
だ
け
で

な
く
近
郊
の
人
々
も
弁
当
持
参
で
大
勢
見
物
に

訪
れ
た
と
い
う
。

黒
子
の
人
力
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

　芝
居
用
の
設
備
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

　一
階
桟
敷
は
舞
台
に
向
か
っ
て
傾
斜
が
つ
け

ら
れ
、
後
ろ
の
席
で
も
見
や
す
い
設
計
。
二
階

桟
敷
は
吹
き
抜
け
で
、
舞
台
を
コ
の
字
状
に
囲

ん
で
客
席
が
設
え
ら
れ
て
い
る
。
見
渡
せ
ば
江

戸
時
代
を
彷
彿
さ
せ
る
伝
統
的
な
芝
居
小
屋
の
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楽屋の壁や天井には康楽館の舞台に立った役者たちの落書きが残されている

舞台正面にある2階客席は「向こう桟敷」。一番上は「大向こう」と呼ばれる 舞台から見渡した客席。定員は約600名で江戸の芝居小屋の雰囲気を色濃く感じさせる 「すっぽん」と呼ばれる装置。役者の顔が出入りする様子が亀に似ているからといわれる

康楽館の回り舞台は直径が9.73
メートル。仕掛けには4本の力棒
（人が押すための棒）があるが、
通常の公演では黒子が2人で呼
吸を合わせ回している

アトム の 視 点

建物の外壁に注目してみると、横板が下から数セ
ンチずつ重なり合うように張られています。これ
は「下見板張り」という外壁工法のひとつ。康楽館
の正面は「イギリス下見（鎧下見、南京下見）」とい
う洋風建築によく見られる手法で、アメリカ西部
開拓時代の典型的な様式。
ところが建物の側面と裏面は、この下見板に「簓

ささ

子
らこ

」
と呼ばれる縦の抑え材を加えた「簓子下見」という
和風建築に多い手法が用いられています。同じ下
見板張りで統一感を出しながらも、巧みに「和洋折
衷」が表現されているのです。

I N F O R M A T I O N

リ
上
が
り
を
備
え
た
本
格
的
な
芝
居
小
屋
だ
。

し
か
も
江
戸
の
雰
囲
気
を
残
し
て
、
舞
台
上
手

の
桟
敷
前
に
は「
仮
花
道
」ま
で
設
け
ら
れ
て
い

る
。
桟
敷
の
手
摺
り
や
柱
な
ど
は
建
築
当
時
の

ま
ま
。
時
を
重
ね
た
色
合
い
と
擦
り
減
っ
た
風

合
い
が
、
不
思
議
な
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

鉱
山
の
町
の
福
利
厚
生
施
設

　小
坂
町
は
十
九
世
紀
に
銀
の
鉱
山
が
発
見
さ

れ
、「
鉱
山
の
町
」
と
し
て
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。

　明
治
時
代
前
期
に
は
、
日
本
一
の
銀
生
産
量

を
記
録
。
そ
の
後
、
黒
鉱
の
画
期
的
な
製
錬
法

を
開
発
し
、
銅
山
と
し
て
も
鉱
産
額
日
本
一
を

果
た
し
、
空
前
の
活
況
を
も
た
ら
し
た
。

　好
景
気
に
沸
く
小
坂
町
に
は
水
力
発
電
に
よ

っ
て
県
内
初
の
電
灯
が
灯と

も

り
、上
水
道
や
電
信
・

和
と
洋
が
彩
る
芝
居
小
屋

　目
の
前
に
、
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
モ
ダ
ン
な

洋
館
が
姿
を
現
わ
し
た
。

　秋
田
と
青
森
の
県
境
に
ほ
ど
近
い
山
間
に
ひ

ろ
が
る
小
坂
町
。
建
物
は
白
く
輝
く
外
壁
に
、

ラ
イ
ト
ブ
ル
ー
に
塗
ら
れ
た
窓
枠
。
寄
せ
棟
屋

根
の
部
屋
を
両
脇
に
し
た
が
え
た
左
右
対
称
の

デ
ザ
イ
ン
。
ア
メ
リ
カ
ン
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
見

ら
れ
る
鋸
歯
状
の
軒
飾
り
（
バ
ー
ジ
ボ
ー
ド
）

が
特
徴
的
で
、
西
洋
映
画
に
登
場
す
る
よ
う
な

白
亜
の
館
だ
。
小
坂
町
が
誇
る
、
現
役
最
古
の

木
造
芝
居
小
屋
「
康
楽
館
」
で
あ
る
。

　だ
が
モ
ダ
ン
な
印
象
は
、
木
戸
の
暖
簾
を
く

ぐ
っ
て
小
屋
に
入
れ
ば
一
変
す
る
。
そ
こ
は
回

り
舞
台
や
広
々
と
し
た
桟
敷
、
舞
台
に
つ
づ
く

花
道
や
「
切
穴
（
す
っ
ぽ
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
セ

　ス
テ
ー
ジ
が
ぐ
る
り
と
回
転
す
る
回
り
舞
台

も
、
奈
落
の
「
ろ
く
ろ
仕
掛
け
」
を
黒
子
が
二

人
が
か
り
で
回
す
。
す
べ
て
人
力
で
、
黒
子
同

士
の
呼
吸
が
ぴ
た
り
と
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
ん
な
舞
台
演
出
も
観
客
を
熱
狂
さ
せ
た
。

か
く
し
て
康
楽
館
は
、
町
の
文
化
の
発
信
地
と

し
て
大
い
に
賑
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

取
り
壊
し
寸
前
の
逆
転
劇

　転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
昭
和
四
十
五
（
一
九

七
〇
）
年
だ
っ
た
。

　新
た
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
登
場
し
た
テ
レ
ビ

の
普
及
に
よ
っ
て
、
芝
居
の
人
気
は
下
降
線
に
。

こ
の
年
、
施
設
の
老
朽
化
を
理
由
に
康
楽
館
で

の
一
般
興
行
が
中
止
さ
れ
た
。
入
館
者
の
減
少

は
隠
し
き
れ
ず
、
赤
字
の
累
積
に
耐
え
き
れ
な

か
っ
た
の
だ
。
以
後
は
町
の
集
会
や
単
発
の
公

演
が
細
々
と
行
な
わ
れ
た
の
み
。
つ
い
に
は
取

り
壊
し
と
い
う
事
態
に
迫
ら
れ
た
。

　そ
れ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
た
の
が
、
俳
優
で

芸
能
史
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
小
沢
昭
一
氏

だ
っ
た
。
視
察
に
訪
れ
た
氏
は
康
楽
館
の
現
状

を
憂
い
、
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
保
存
と
活
用

を
強
く
訴
え
た
。
こ
れ
を
機
に
マ
ス
コ
ミ
で
も

康
楽
館
の
存
在
が
注
目
さ
れ
、
町
の
人
々
の
保

存
に
か
け
る
熱
意
と
と
も
に
、
修
復
・
復
興
へ

の
動
き
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
。

　修
復
工
事
の
完
了
は
昭
和
六
十
一
（
一
九
八

六
）
年
七
月
。
待
ち
望
ん
で
い
た
芝
居
の
常
設

公
演
が
ス
タ
ー
ト
。
翌
年
に
は
「
康
楽
館
修
復

記
念
・
創
建
七
十
七
年
記
念
」
と
し
て
、
第
十

二
代
市
川
團
十
郎
一
行
が
公
演
。
明
治
か
ら
の

芝
居
小
屋
で
当
代
の
人
気
役
者
が
演
じ
る
本
格

歌
舞
伎
に
、
万
雷
の
拍
手
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

人
情
芝
居
と
舞
踊
シ
ョ
ー

　康
楽
館
に
新
た
な
活
気
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　現
在
、
大
衆
演
劇
劇
団
に
よ
る
年
間
約
四
百

公
演
の
常
打
芝
居
が
あ
る
。
笑
い
あ
り
涙
あ
り

の
人
情
芝
居
と
華
や
か
な
舞
踊
シ
ョ
ー
に
、
県

内
外
を
は
じ
め
海
外
か
ら
の
観
客
が
魅
了
さ
れ

る
。
寄
席
や
コ
ン
サ
ー
ト
、
の
ど
自
慢
大
会
な

ど
も
開
か
れ
、
地
元
の
幼
稚
園
、
小
、
中
、
高

校
生
た
ち
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
場
所
と
な

っ
て
い
る
。

　全
国
的
に
も
珍
し
い
の
が
、
芝
居
小
屋
で
開

催
さ
れ
る
成
人
式
だ
。
回
り
舞
台
で
の
登
場
や
、

「
切
穴
」
か
ら
姿
を
現
わ
す
演
出
は
康
楽
館
な

ら
で
は
の
も
の
。
セ
レ
モ
ニ
ー
が
す
め
ば
、
お

待
ち
か
ね
の
芝
居
見
物
。
町
を
愛
す
る
人
々
の

暮
ら
し
の
中
に
、
芝
居
小
屋
の
存
在
が
し
っ
か

り
と
根
づ
い
て
い
る
。

　康
楽
館
は
小
坂
町
の
文
化
と
芸
術
の
殿
堂
で

あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
な

の
で
あ
る
。

　康楽館

4所在地：秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下 2番地　
4TEL. 0186 - 29 - 3732 

4開館時間：9：00～17：00　
4料金：常打芝居公演と施設見学（ガイド付き）

   大人（高校生以上）個人 2,100円　団体（15名以上） 1,890円
   小人（小・中学生）個人 1,050円　団体（15名以上） 950円
   修学旅行 840円　特別席 500円増し（座椅子・ドリンク付き）

4交通：東北自動車道「小坂 IC」から約3分
   JR盛岡駅から高速バス「あすなろ号」約90分「小坂高校前」下車、
   タクシーで約3分 ＊詳しくは、下記ホームページをご覧ください

4ホームページ：http://kosaka-mco.com/publics / index/51/

趣
だ
が
、天
井
だ
け
は
洋
風
の
板
張
り
。八
角
形

の
枠
組
み
の
中
に
灯
る
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
型
の
電

灯
設
備
は
、
竣
工
当
時
の
ま
ま
だ
。
当
時
の
東

北
地
方
は
ま
だ
電
気
が
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
電
灯
照
明
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　さ
ら
に
舞
台
や
花
道
の
地
下
、
芝
居
用
語
で

「
奈
落
」と
呼
ば
れ
る
場
所
に
は
舞
台
演
出
用
の

仕
掛
け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
花
道
の
七
三
（
揚

幕
か
ら
七
分
、
舞
台
か
ら
三
分
）
の
位
置
に
あ

る
「
切
穴
」
は
、
花
道
に
役
者
が
セ
リ
上
が
っ

た
り
隠
れ
た
り
す
る
装
置
。
上
げ
る
と
き
は
合

図
と
と
も
に
ロ
ー
プ
を
黒
子
が
両
側
か
ら
引
っ

張
る
。
ま
さ
に
人
力
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
だ
。

電
話
が
敷
設
さ
れ
た
。
ま
た
鉄
道
が
走
り
、
総

合
病
院
が
建
築
さ
れ
る
な
ど
、
当
時
の
東
北
で

類
を
み
な
い
ほ
ど
の
文
化
都
市
と
し
て
発
展
を

遂
げ
た
。
そ
ん
な
中
、
鉱
山
で
働
く
従
業
員
と

そ
の
家
族
の
た
め
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
建

て
ら
れ
た
の
が
、
芝
居
小
屋
の
「
康
楽
館
」
で

あ
っ
た
。

　落
成
は
、
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
八

月
。こ杮け

ら
落
し
は
大
阪
歌
舞
伎
の
尾
上
松
鶴
一
座

に
よ
る
「

こ寿と
ぶ

式き
し

三き
さ

番ん
ば

叟そ
う

」
の
舞
い
、「
假か

な名で
手ほ

本ん

忠ち
ゅ
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

」
な
ど
。「
家
族
慰
安
会
」
と
呼
ば
れ

た
観
劇
会
は
大
人
気
で
、
鉱
山
関
係
者
だ
け
で

な
く
近
郊
の
人
々
も
弁
当
持
参
で
大
勢
見
物
に

訪
れ
た
と
い
う
。

黒
子
の
人
力
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

　芝
居
用
の
設
備
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

　一
階
桟
敷
は
舞
台
に
向
か
っ
て
傾
斜
が
つ
け

ら
れ
、
後
ろ
の
席
で
も
見
や
す
い
設
計
。
二
階

桟
敷
は
吹
き
抜
け
で
、
舞
台
を
コ
の
字
状
に
囲

ん
で
客
席
が
設
え
ら
れ
て
い
る
。
見
渡
せ
ば
江

戸
時
代
を
彷
彿
さ
せ
る
伝
統
的
な
芝
居
小
屋
の
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楽屋の壁や天井には康楽館の舞台に立った役者たちの落書きが残されている

舞台正面にある2階客席は「向こう桟敷」。一番上は「大向こう」と呼ばれる 舞台から見渡した客席。定員は約600名で江戸の芝居小屋の雰囲気を色濃く感じさせる 「すっぽん」と呼ばれる装置。役者の顔が出入りする様子が亀に似ているからといわれる

康楽館の回り舞台は直径が9.73
メートル。仕掛けには4本の力棒
（人が押すための棒）があるが、
通常の公演では黒子が2人で呼
吸を合わせ回している

アトム の 視 点

建物の外壁に注目してみると、横板が下から数セ
ンチずつ重なり合うように張られています。これ
は「下見板張り」という外壁工法のひとつ。康楽館
の正面は「イギリス下見（鎧下見、南京下見）」とい
う洋風建築によく見られる手法で、アメリカ西部
開拓時代の典型的な様式。
ところが建物の側面と裏面は、この下見板に「簓

ささ

子
らこ

」
と呼ばれる縦の抑え材を加えた「簓子下見」という
和風建築に多い手法が用いられています。同じ下
見板張りで統一感を出しながらも、巧みに「和洋折
衷」が表現されているのです。

I N F O R M A T I O N

リ
上
が
り
を
備
え
た
本
格
的
な
芝
居
小
屋
だ
。

し
か
も
江
戸
の
雰
囲
気
を
残
し
て
、
舞
台
上
手

の
桟
敷
前
に
は「
仮
花
道
」ま
で
設
け
ら
れ
て
い

る
。
桟
敷
の
手
摺
り
や
柱
な
ど
は
建
築
当
時
の

ま
ま
。
時
を
重
ね
た
色
合
い
と
擦
り
減
っ
た
風

合
い
が
、
不
思
議
な
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

鉱
山
の
町
の
福
利
厚
生
施
設

　小
坂
町
は
十
九
世
紀
に
銀
の
鉱
山
が
発
見
さ

れ
、「
鉱
山
の
町
」
と
し
て
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。

　明
治
時
代
前
期
に
は
、
日
本
一
の
銀
生
産
量

を
記
録
。
そ
の
後
、
黒
鉱
の
画
期
的
な
製
錬
法

を
開
発
し
、
銅
山
と
し
て
も
鉱
産
額
日
本
一
を

果
た
し
、
空
前
の
活
況
を
も
た
ら
し
た
。

　好
景
気
に
沸
く
小
坂
町
に
は
水
力
発
電
に
よ

っ
て
県
内
初
の
電
灯
が
灯と

も

り
、上
水
道
や
電
信
・

和
と
洋
が
彩
る
芝
居
小
屋

　目
の
前
に
、
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
モ
ダ
ン
な

洋
館
が
姿
を
現
わ
し
た
。

　秋
田
と
青
森
の
県
境
に
ほ
ど
近
い
山
間
に
ひ

ろ
が
る
小
坂
町
。
建
物
は
白
く
輝
く
外
壁
に
、

ラ
イ
ト
ブ
ル
ー
に
塗
ら
れ
た
窓
枠
。
寄
せ
棟
屋

根
の
部
屋
を
両
脇
に
し
た
が
え
た
左
右
対
称
の

デ
ザ
イ
ン
。
ア
メ
リ
カ
ン
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
見

ら
れ
る
鋸
歯
状
の
軒
飾
り
（
バ
ー
ジ
ボ
ー
ド
）

が
特
徴
的
で
、
西
洋
映
画
に
登
場
す
る
よ
う
な

白
亜
の
館
だ
。
小
坂
町
が
誇
る
、
現
役
最
古
の

木
造
芝
居
小
屋
「
康
楽
館
」
で
あ
る
。

　だ
が
モ
ダ
ン
な
印
象
は
、
木
戸
の
暖
簾
を
く

ぐ
っ
て
小
屋
に
入
れ
ば
一
変
す
る
。
そ
こ
は
回

り
舞
台
や
広
々
と
し
た
桟
敷
、
舞
台
に
つ
づ
く

花
道
や
「
切
穴
（
す
っ
ぽ
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
セ

　ス
テ
ー
ジ
が
ぐ
る
り
と
回
転
す
る
回
り
舞
台

も
、
奈
落
の
「
ろ
く
ろ
仕
掛
け
」
を
黒
子
が
二

人
が
か
り
で
回
す
。
す
べ
て
人
力
で
、
黒
子
同

士
の
呼
吸
が
ぴ
た
り
と
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
ん
な
舞
台
演
出
も
観
客
を
熱
狂
さ
せ
た
。

か
く
し
て
康
楽
館
は
、
町
の
文
化
の
発
信
地
と

し
て
大
い
に
賑
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

取
り
壊
し
寸
前
の
逆
転
劇

　転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
昭
和
四
十
五
（
一
九

七
〇
）
年
だ
っ
た
。

　新
た
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
登
場
し
た
テ
レ
ビ

の
普
及
に
よ
っ
て
、
芝
居
の
人
気
は
下
降
線
に
。

こ
の
年
、
施
設
の
老
朽
化
を
理
由
に
康
楽
館
で

の
一
般
興
行
が
中
止
さ
れ
た
。
入
館
者
の
減
少

は
隠
し
き
れ
ず
、
赤
字
の
累
積
に
耐
え
き
れ
な

か
っ
た
の
だ
。
以
後
は
町
の
集
会
や
単
発
の
公

演
が
細
々
と
行
な
わ
れ
た
の
み
。
つ
い
に
は
取

り
壊
し
と
い
う
事
態
に
迫
ら
れ
た
。

　そ
れ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
た
の
が
、
俳
優
で

芸
能
史
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
小
沢
昭
一
氏

だ
っ
た
。
視
察
に
訪
れ
た
氏
は
康
楽
館
の
現
状

を
憂
い
、
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
保
存
と
活
用

を
強
く
訴
え
た
。
こ
れ
を
機
に
マ
ス
コ
ミ
で
も

康
楽
館
の
存
在
が
注
目
さ
れ
、
町
の
人
々
の
保

存
に
か
け
る
熱
意
と
と
も
に
、
修
復
・
復
興
へ

の
動
き
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
。

　修
復
工
事
の
完
了
は
昭
和
六
十
一
（
一
九
八

六
）
年
七
月
。
待
ち
望
ん
で
い
た
芝
居
の
常
設

公
演
が
ス
タ
ー
ト
。
翌
年
に
は
「
康
楽
館
修
復

記
念
・
創
建
七
十
七
年
記
念
」
と
し
て
、
第
十

二
代
市
川
團
十
郎
一
行
が
公
演
。
明
治
か
ら
の

芝
居
小
屋
で
当
代
の
人
気
役
者
が
演
じ
る
本
格

歌
舞
伎
に
、
万
雷
の
拍
手
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

人
情
芝
居
と
舞
踊
シ
ョ
ー

　康
楽
館
に
新
た
な
活
気
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　現
在
、
大
衆
演
劇
劇
団
に
よ
る
年
間
約
四
百

公
演
の
常
打
芝
居
が
あ
る
。
笑
い
あ
り
涙
あ
り

の
人
情
芝
居
と
華
や
か
な
舞
踊
シ
ョ
ー
に
、
県

内
外
を
は
じ
め
海
外
か
ら
の
観
客
が
魅
了
さ
れ

る
。
寄
席
や
コ
ン
サ
ー
ト
、
の
ど
自
慢
大
会
な

ど
も
開
か
れ
、
地
元
の
幼
稚
園
、
小
、
中
、
高

校
生
た
ち
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
場
所
と
な

っ
て
い
る
。

　全
国
的
に
も
珍
し
い
の
が
、
芝
居
小
屋
で
開

催
さ
れ
る
成
人
式
だ
。
回
り
舞
台
で
の
登
場
や
、

「
切
穴
」
か
ら
姿
を
現
わ
す
演
出
は
康
楽
館
な

ら
で
は
の
も
の
。
セ
レ
モ
ニ
ー
が
す
め
ば
、
お

待
ち
か
ね
の
芝
居
見
物
。
町
を
愛
す
る
人
々
の

暮
ら
し
の
中
に
、
芝
居
小
屋
の
存
在
が
し
っ
か

り
と
根
づ
い
て
い
る
。

　康
楽
館
は
小
坂
町
の
文
化
と
芸
術
の
殿
堂
で

あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
な

の
で
あ
る
。

　康楽館

4所在地：秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下 2番地　
4TEL. 0186 - 29 - 3732 

4開館時間：9：00～17：00　
4料金：常打芝居公演と施設見学（ガイド付き）

   大人（高校生以上）個人 2,100円　団体（15名以上） 1,890円
   小人（小・中学生）個人 1,050円　団体（15名以上） 950円
   修学旅行 840円　特別席 500円増し（座椅子・ドリンク付き）

4交通：東北自動車道「小坂 IC」から約3分
   JR盛岡駅から高速バス「あすなろ号」約90分「小坂高校前」下車、
   タクシーで約3分 ＊詳しくは、下記ホームページをご覧ください

4ホームページ：http://kosaka-mco.com/publics / index/51/

趣
だ
が
、天
井
だ
け
は
洋
風
の
板
張
り
。八
角
形

の
枠
組
み
の
中
に
灯
る
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
型
の
電

灯
設
備
は
、
竣
工
当
時
の
ま
ま
だ
。
当
時
の
東

北
地
方
は
ま
だ
電
気
が
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
電
灯
照
明
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　さ
ら
に
舞
台
や
花
道
の
地
下
、
芝
居
用
語
で

「
奈
落
」と
呼
ば
れ
る
場
所
に
は
舞
台
演
出
用
の

仕
掛
け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
花
道
の
七
三
（
揚

幕
か
ら
七
分
、
舞
台
か
ら
三
分
）
の
位
置
に
あ

る
「
切
穴
」
は
、
花
道
に
役
者
が
セ
リ
上
が
っ

た
り
隠
れ
た
り
す
る
装
置
。
上
げ
る
と
き
は
合

図
と
と
も
に
ロ
ー
プ
を
黒
子
が
両
側
か
ら
引
っ

張
る
。
ま
さ
に
人
力
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
だ
。

電
話
が
敷
設
さ
れ
た
。
ま
た
鉄
道
が
走
り
、
総

合
病
院
が
建
築
さ
れ
る
な
ど
、
当
時
の
東
北
で

類
を
み
な
い
ほ
ど
の
文
化
都
市
と
し
て
発
展
を

遂
げ
た
。
そ
ん
な
中
、
鉱
山
で
働
く
従
業
員
と

そ
の
家
族
の
た
め
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
建

て
ら
れ
た
の
が
、
芝
居
小
屋
の
「
康
楽
館
」
で

あ
っ
た
。

　落
成
は
、
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
八

月
。こ杮け

ら
落
し
は
大
阪
歌
舞
伎
の
尾
上
松
鶴
一
座

に
よ
る
「

こ寿と
ぶ

式き
し

三き
さ

番ん
ば

叟そ
う

」
の
舞
い
、「
假か

な名で
手ほ

本ん

忠ち
ゅ
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

」
な
ど
。「
家
族
慰
安
会
」
と
呼
ば
れ

た
観
劇
会
は
大
人
気
で
、
鉱
山
関
係
者
だ
け
で

な
く
近
郊
の
人
々
も
弁
当
持
参
で
大
勢
見
物
に

訪
れ
た
と
い
う
。

黒
子
の
人
力
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

　芝
居
用
の
設
備
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

　一
階
桟
敷
は
舞
台
に
向
か
っ
て
傾
斜
が
つ
け

ら
れ
、
後
ろ
の
席
で
も
見
や
す
い
設
計
。
二
階

桟
敷
は
吹
き
抜
け
で
、
舞
台
を
コ
の
字
状
に
囲

ん
で
客
席
が
設
え
ら
れ
て
い
る
。
見
渡
せ
ば
江

戸
時
代
を
彷
彿
さ
せ
る
伝
統
的
な
芝
居
小
屋
の
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FC-101-40 / FC-101-40S
HRシステム水平レールタイプ（ソフトクローズ併用）

戸先の上部に「ソフトクローズ上部吊り
車」、戸先の下部に「マルチソフトクロー
ズユニット」を使用。これにより開ける
ときは枠より約120cm手前で、閉じる
ときは枠より約50cm手前でソフトクロ
ーズが作動します。メンテナンス部分が
すべて開口側・戸先についているので、
メンテナンス性に優れています。戸先下
部の「マルチソフトクローズユニット」は、
戸を吊ったままでユニットの脱着が可能。
しかもストロークに余裕があるので、セ
ーフティーストッパーで「引き残しなし
⇔引き残し50mm」を切り替えてもソフ
トクローズ機能が作動します。

2019 秋の内覧会レポート

What is ATOM?

去る10月、大阪と東京でアトムリビンテック「2019 秋の内覧会」が開催されました。
品揃え豊富なソフトクローズ引戸や連動引戸、自動閉鎖式引戸・折戸金具に加え、空間を有効に活用
できる移動間仕切り金具などの施工例をご覧いただきました。東京会場では、高齢者向け施設の居室
などの「非住宅エリア」と、住宅の間取りをイメージした「LIVIN’ ZONE」で、実際の住空間に近い状
態で提案商品を展示。さらに金物の展示エリアを拡張し、幅広い商品をご覧いただきました。

11月に発売が開始された新商品です。「クローザー
ユニット」により、自動で閉まる引戸で、上部レール
は傾斜式ではなく水平仕様なので、通常の上吊式引
戸用の枠にインセット施工が可能。「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種類から選ぶことができます。
「フリーストップ機能なし」では、戸を開けて手を離
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。また「フリーストップ機能あ

ご来場くださいましたお客様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

NEW NEW

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

り」では、戸を開けて手を離した位置で戸が止まり、
その後、軽く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が機能。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。下記や取扱説明書にある「QRコ
ード」を読みこめば、
施工動画を見なが
ら取り付けること
ができます。

● フリーストップ機能あり［ FC-101-40S ］
FC-101-40 FC-101-40S

下部ガイドキャッチ

下部ガイド

ソフトクローズ
吊り車

上部吊り車

レール

クローザー
ユニット

トリガー

東京会場
アトムCSタワー

大阪会場
アトム住まいの

金物ギャラリー大阪

AFD SYSTEM
戸袋対応マルチ併用型ダブルソフトクローズ

奥行きが2列で構成されている書棚で、
前列にある書棚のユニットが左右に自在
に移動する「スライド書棚」用の金具で
す。スライドの走行は滑らかで、取り付
けも簡単。ストッパー付きなので、使い
勝手によって好きな場所で固定すること
も可能。レールや走行車、ガイドローラ
ー、ストッパー、それぞれ多種類を取り
揃えていますので、用途に合わせて選ぶ
ことができます。書斎の空間がより有効
に活用できるので、蔵書家にとっては必
須アイテム。アトムのロングセラー商品
のひとつです。

スライドボックス金具
上ストッパー

No.4

上車No.1
または

上車TKランナー

下ストッパー
No.5

下ストッパー
No.5

上ストッパー
No.4

アルミ上レール

アルミ下レール

NKストッパー

下車No.2
または
下車K型

スライドボックス

下ガイドレール

マルチソフトクローズユニット

手掛けフック

トリガー

ソフトクローズ
上部吊り車

戸当り

トリガー
下部ガイド
（戸袋用）

上部レール

上部吊り車
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FC-101-40 / FC-101-40S
HRシステム水平レールタイプ（ソフトクローズ併用）

戸先の上部に「ソフトクローズ上部吊り
車」、戸先の下部に「マルチソフトクロー
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ときは枠より約50cm手前でソフトクロ
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⇔引き残し50mm」を切り替えてもソフ
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などの「非住宅エリア」と、住宅の間取りをイメージした「LIVIN’ ZONE」で、実際の住空間に近い状
態で提案商品を展示。さらに金物の展示エリアを拡張し、幅広い商品をご覧いただきました。

11月に発売が開始された新商品です。「クローザー
ユニット」により、自動で閉まる引戸で、上部レール
は傾斜式ではなく水平仕様なので、通常の上吊式引
戸用の枠にインセット施工が可能。「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種類から選ぶことができます。
「フリーストップ機能なし」では、戸を開けて手を離
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。また「フリーストップ機能あ

ご来場くださいましたお客様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

NEW NEW

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

り」では、戸を開けて手を離した位置で戸が止まり、
その後、軽く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が機能。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。下記や取扱説明書にある「QRコ
ード」を読みこめば、
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ができます。
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東京会場
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大阪会場
アトム住まいの

金物ギャラリー大阪

AFD SYSTEM
戸袋対応マルチ併用型ダブルソフトクローズ

奥行きが2列で構成されている書棚で、
前列にある書棚のユニットが左右に自在
に移動する「スライド書棚」用の金具で
す。スライドの走行は滑らかで、取り付
けも簡単。ストッパー付きなので、使い
勝手によって好きな場所で固定すること
も可能。レールや走行車、ガイドローラ
ー、ストッパー、それぞれ多種類を取り
揃えていますので、用途に合わせて選ぶ
ことができます。書斎の空間がより有効
に活用できるので、蔵書家にとっては必
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上車No.1
または

上車TKランナー

下ストッパー
No.5

下ストッパー
No.5

上ストッパー
No.4

アルミ上レール

アルミ下レール

NKストッパー

下車No.2
または
下車K型

スライドボックス

下ガイドレール

マルチソフトクローズユニット

手掛けフック

トリガー

ソフトクローズ
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　入
社
し
て
二
十
数
年
、
趣
味
の
話
題
の
際
に
こ
れ
と
い

っ
て
話
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
唯
一
?

 とい
っ
て
よ
い
く
ら
い
に
続
い
て
い
る

の
が
「
一
人
」
カ
ラ
オ
ケ
で
す
。

　現
在
は
一
人
カ
ラ
オ
ケ
専
門
店
も
あ
り
、
私
も
よ
く
利

用
し
ま
す
。
店
内
は
小
さ
い
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
の
個
室
が
並

ん
で
い
て
、
室
内
は
壁
に
モ
ニ
タ
ー
、
机
の
上
に
機
材
が

載
っ
て
い
ま
す
。
ス
ピ
ー
カ
ー
は
な
く
、
代
わ
り
に
ヘ
ッ

ド
ホ
ン
を
つ
け
る
こ
と
で
曲
が
聞
こ
え
る
の
で
、
自
分
の

声
を
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
で
聞
き
な
が
ら
歌
い
ま
す
。
最
初
は
聞

こ
え
て
く
る
自
分
の
声
に
慣
れ
ず
に
ド
キ
ド
キ
し
ま
し
た

が
、
自
然
と
気
に
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

　み
ん
な
で
盛
り
上
が
る
カ
ラ
オ
ケ
も
も
ち
ろ
ん
楽
し
い

の
で
す
が
、
ひ
と
り
で
歌
う
の
も
ま
た
別
の
面
白
さ
が
あ

り
ま
す
。

　私
の
思
う
一
人
カ
ラ
オ
ケ
の
面
白
さ
は
瞬
間
の
思
い
つ

き
で
、
う
ま
く
歌
う
こ
と
と
か
を
少
し
も
考
え
ず
に
た
だ

た
だ
好
き
な
歌
を
歌
う
こ
と
で
す
。
最
初
は
覚
え
た
ば
か

り
の
曲
か
ら
自
主
練
の
如
く
歌
い
始
め
、
そ
こ
か
ら
い
つ

も
の
十
八
番
を
歌
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
す
る
と
声
は
枯
れ
、

最
終
的
に
は
歌
い
た
い
曲
が
思
い
つ
か
な
く
な
り
、
カ
ラ

オ
ケ
の
機
械
に
残
っ
て
い
る
他
の
人
の
歌
っ
た
履
歴
か
ら

引
っ
張
り
出
し
た
曲
を
歌
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
履
歴
を

見
な
が
ら
、
先
に
こ
の
部
屋
を
使
用
し
て
い
た
人
が
ど
ん

な
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
て
み
る
、
な
ん
て
こ

と
も
楽
し
か
っ
た
り
し
ま
す
。

　ひ
と
り
の
時
は
お
酒
や
食
事
を
取
り
な
が
ら
歌
う
こ
と

も
無
く
、
ひ
た
す
ら
歌
い
続
け
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
良

い
気
分
転
換
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
時
間
を
見

つ
け
て
は
通
い
続
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

読者の声

Vol.50

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。

アーバンスタイル事業部　藤島 朋美
ショールームでの店頭販売ならびに
オンラインショップの営業事務を担当

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

旧石川組製糸西洋館のことは埼玉に住んでいますが、知らず、
興味深く読ませていただきました。 〈埼玉県 Y・H様 女性〉

古今東西たてものがたりは、毎回楽しく読んでいます。地方に
も大正時代、大工さんが工夫しながら洋館を造ったのだなあ
と感動を覚えます。 〈神奈川県 A・A様 女性〉

たてものがたりが好きです。遠くて行かれない所も、写真を見
て楽しんでいます。 〈東京都 A・F様 女性〉

初めて拝見いたしました。写真がとても綺麗で、記事も楽しか
ったです。挽物木地師の佐竹さんがとても素敵でした!
 〈石川県 ことぶき様〉

オリンピックに向けて、日本の伝統技術、工芸に引き続きスポ
ットライトをあてて欲しいです。 〈埼玉県 けんちゃん〉

気になる木のはなしの中で出てきた北海道の楢がベルサイユ宮
殿でも使われたことを初めて知りました。とても興味深かった
です。 〈東京都 もぎなす様〉

「てこの原理」を読んで、人間の体もそして日常生活で利用して
いるいろんな物も「てこの原理」で動いていると知り、びっくり
しました。 〈神奈川県 F・S様〉

ヘッドホンはレンタルで別料金なので自分で持っていきます

広島営業所が移転しました

かねてより建設中であった「アトム

リビンテック広島営業所・C／Dセ

ンター」がお陰様をもちまして竣工

落成し、令和元年10月21日より営

業を開始しました。

今後とも、お客様のサポートには

万全を期し、サービスの維持向上

に努めてまいりますので、今後とも

よろしくお願いいたします。

I N F O R M AT I O N

大型の台風が相次いで日本列島を襲いました。被災された皆さま
へ心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復興を心よ
りお祈り申し上げます。
ここ数年の日本は自然災害が多く発生し、被害も想像以上に大き
く、「備えあれば憂いなし」とは言い切れないなと感じています。
我が家も今回の台風で、防災用品の確認や地域の避難場所、家族
との連絡方法など、改めて確認しました。「備え」も日々のアップ
デートが必要ですね。 〈Owl〉

アトムリビンテック広島営業所・C／Dセンター
〒733－0037 広島県広島市西区西観音町8－6

 TEL.082－291－4235　FAX. 082－291－4880
＊電話番号・FAX番号に変更はございません

Enjoy your journey around the world through stamps.

ウィーンの芸術家が集うカフェでひと休み

1840年の誕生以来、世界中で発行されている切手。

その単片には各国の文化や自然、知と美の世界があふれています。

切手という小さな窓を開いて、一緒に世界を旅してみませんか?

文　馬場 千枝　｜　フリーランスライター。切手愛好家。
Facebook上で「なでしこ切手倶楽部」を主宰。「かわいい、楽しい、美しい切手やおたよりで癒やされたい、あそびたい人たちの集う場」を提供している。

著書『切手女子のかわいい収集BOOK』（PHP研究所）他　https://www.instagram.com/nadeshiko_kitte/

 17
世
紀
、
ト
ル
コ
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
が
伝

わ
っ
た
と
さ
れ
る
ウ
ィ
ー
ン
に
は
、
伝
統

を
誇
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
カ
フ
ェ
が
何
軒
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
切
手
に
描
か
れ
て
い
る

「
カ
フ
ェ
・
ハ
ヴ
ェ
ル
カ
」
は
1
9
3
9
年

に
オ
ー
プ
ン
。
芸
術
家
や
知
識
人
た
ち
が

集
う
、
居
心
地
の
よ
い
店
と
し
て
、
現
在

も
昔
と
変
わ
ら
な
い
ス
タ
イ
ル
で
営
業
し

て
い
ま
す
。
切
手
に
は
同
店
の
名
物
コ
ー

ヒ
ー
の
メ
ラ
ン
ジ
ェ
も
描
か
れ
て
い
る
か

ら
、
ち
ょ
っ
と
お
茶
で
も
し
て
い
き
ま
し

ょ
う
か
。
切
手
を
眺
め
て
、
ウ
ィ
ー
ン
に

旅
し
た
よ
う
な
気
分
に
な
れ
ま
す
ね
。
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