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知っておきたい
物と素材のチカラ

古今東西たてものがたり

ATOM’s EYE

ごとうゆきの

オーサカ下町探検

オフタイムの過ごし方

3

6

7

9

13

17

18

今号の表紙 　orchestra （オーケストラ）

堀田 真澄 ［Masumi Hotta］

「ファッション＆アート」のコンセプトを軸に、生
活に身近に溶け込む雑貨などにもデザインを落
とし込み、自身のブランド『クリスタルアート』独自
の世界観を表現しています。ギャラリーショップ

KANAGUにも作品を展開していただいています。日ごろから、
動物や植物のモチーフをデザインに多く取り込んでいます。

「ハーモニー」というスカーフタイトルで初回スタートした
楽器柄のシルクスカーフシリーズですが、こちらは第3弾。
サックスとオーボエが加わったクリスタルアートの楽器柄デ
ザインです。五線譜をイメージしたボーダー柄や、音楽の躍
動感あふれる波動を、飛び散る水彩で表現。身に着けている
ときにはわからない、広げた瞬間の楽しさもあるスカーフで
す。このようなデザインを発表する際、ご自身で演奏をされ
ている方はとくに、自分の楽器の有無が気になることでしょ
う。さらに、お客さまからのリクエストに応えて、徐々にデザ
インに加わる楽器も増えてきたというストーリーもあります。
最新の楽器柄には、リクエストにお応えしたフルートが加わ
っています。

江戸和竿職人 吉澤 均さん

めでたいの種を探そう

ファスナー

東京都港区　大倉集古館

C Sタワー 4階「非住宅ゾーン」に
ホテルエリア誕生

2024春の新作発表会 in 東京

浪速区新世界界隈編

アンケートにお答えいただいた方のなかから抽選で
2名様にプレゼントいたします。
www.atomlt.com/contact/an_anq_form-2

締め切り　2024年8月31日（土）

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

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

鍛金作家・三谷洋介さんによる、メタルアートのご紹介です。

鉄製ウェイト「双葉」。空へ向かってひょろりと伸びる細い茎…その

姿は、鉄の重厚なイメージを覆します。そんな軽やかな佇まいの一方

で、足元はしっかり地面に踏ん張っています。ウェイトとしての務め

を果たす健気な様子に、自然と笑みがこぼれます。

同じく鉄製の香炉「ハウス」。4つの面がじゃばらのような機構になっ

ており、折りたたむと三角屋根の小さなおうちが完成します。香を焚

くと窓から煙がもくもく。優しい香りが広がります。中から「ごはん

よ」の声が聞こえてきそうです。

職人の一手を感じるテクスチャーと、優しく可愛らしい姿を楽しんで。

6 鉄ならではの表現が光る、メタルアート

5令和6年能登半島地震により、被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地域の一日も早い復旧を心より願っております。

鉄香炉 「ハウス」
160mm（W）x110mm（D）x135mm（H）
390mm（W）x 50mm（D）x135mm（H） 
＊オープン時

鉄ウェイト「双葉」
40mm（W）x 40mm（D）x 90mm（H）
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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

─

　矯
め
は
一
生

　─

　工
房
で「
矯た

め
火
鉢
」に
ガ
ス
の
火
を
入
れ
る
。

下
処
理
を
終
え
た
竹
を
前
後
に
動
か
し
、
炙
る
。

そ
れ
を「
矯
め
木
」で
真
っ
直
ぐ
に
整
え
て
い
く
。

　こ
の
工
程
が
、
竹
の
曲
が
り
や
ク
セ
を
直
し
、

強
度
を
高
め
る
『
火
入
れ
』
と
呼
ぶ
作
業
だ
。

「
手
元
か
ら
先
ま
で
均
等
に
炙
る
の
で
は
な
く

竿
の
仕
上
が
り
を
想
像
し
な
が
ら
、
慎
重
に
火

を
入
れ
、
竹
を
矯
め
て
い
き
ま
す
」

　三
年
も
寝
か
せ
乾
燥
さ
せ
た
竹
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
切
口
の
先
か
ら
湯
気
が
立
ち
の
ぼ
っ
た
。

　親
方
か
ら
「
矯
め
は
一
生
」
と
教
え
ら
れ
た
。

和
竿
づ
く
り
の
工
程
で
、
最
も
重
要
な
作
業
で

あ
る
。

　完
成
ま
で
の
作
業
は
、
お
よ
そ
14
工
程
。
竿

の
用
途
に
合
わ
せ
た
寸
法
に
竹
を
切
る
「
切
り

組
み
」
の
あ
と
、「
糸
巻
き
」
や
「
漆
塗
り
」、「
肘

当
て
の
す
げ
込
み
」
の
作
業
が
つ
づ
く
。

　そ
の
途
中
、
竿
全
体
を
つ
な
ぎ
、
曲
が
り
や

ク
セ
を
整
え
る
「
中な

か
矯だ

め
」、
最
終
仕
上
げ
と
し

て
の「
上あ

げ
矯だ

め
」と
い
う
作
業
が
待
っ
て
い
る
。

─

　漁
師
の
横
浜
竿

　─

　和
竿
と
は
、
竹
や
漆
を
使
っ
て
つ
く
る
日
本

の
伝
統
的
な
釣
り
竿
の
こ
と
。
な
か
で
も
「
江

戸
和
竿
」
は
、
布
袋
竹
や
丸
節
竹
、
矢
竹
な
ど
、

何
本
か
の
異
な
る
竹
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
一
本
の

釣
り
竿
に
す
る
「
継
竿
」
を
指
す
。

「
私
が
専
門
と
す
る
横
浜
竿
は
、
明
治
初
期
に

横
浜
・
本
牧
の
漁
師
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
海
釣

り
用
の
竿
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　横
浜
竿
は
穂
先
に
セ
ミ
ク
ジ
ラ
の
髭
を
使
っ

た
り
、
木
目
の
美
し
い
肘
当
て
を
つ
け
る
な
ど
、

独
自
の
発
展
を
と
げ
て
き
た
。

　釣
り
と
の
出
合
い
は
小
学
校
に
上
が
る
前
の

幼
少
期
。「
多
摩
川
の
河
口
で
ハ
ゼ
釣
り
を
し

て
遊
ん
で
い
た
の
が
、
釣
り
好
き
に
な
る
き
っ

か
け
だ
っ
た
」
と
い
う
。
釣
り
糸
は
木
綿
糸
で
、

小
石
を
オ
モ
リ
に
し
、
餌
は
川
で
捕
っ
た
ゴ
カ

イ
。
竿
の
代
わ
り
に
葦あ

し

の
葉
に
糸
を
く
く
り
、

川
に
投
げ
こ
ん
だ
。

「
魚
が
喰
い
つ
く
と
糸
が
ピ
ン
と
張
っ
て
、
引

き
上
げ
る
と
ハ
ゼ
が
釣
れ
て
い
る
。
魚
を
い
れ

る
魚
籠
も
な
い
か
ら
、
ハ
ゼ
は
葦
に
頬
刺
し
に

し
て
持
ち
帰
っ
た
」

　昔
話
の
絵
本
に
登
場
す
る
よ
う
な
、
懐
か
し

い
想
い
出
の
ひ
と
コ
マ
だ
。

─

　和
竿
の
魅
力

　─

　本
格
的
な
釣
り
に
目
覚
め
た
の
は
、
二
十
歳

過
ぎ
。
夢
中
に
な
っ
た
の
は
、
か
わ
は
ぎ
釣
り

だ
っ
た
。「
釣
る
と
き
の
難
し
さ
、
面
白
さ
は
、

か
わ
は
ぎ
が
自
分
に
い
ち
ば
ん
合
っ
て
い
た
」

　最
初
は
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
の
竿
だ
っ
た
が
、

和
竿
に
替
え
た
と
き
、
そ
の
違
い
に
驚
い
た
。

誘
い
も
ア
タ
リ
も
、
仕
掛
け
か
ら
の
や
り
と
り

も
、
ま
っ
た
く
違
う
。

「
魚
の
微
妙
な
動
き
に
対
応
し
て
、
自
分
の
腕

く
て
操
作
性
に
も
優
れ
て
い
る
」
か
ら
だ
。

　そ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
、
注
文
主
の
釣
り

人
と
の
対
話
か
ら
は
じ
ま
る
の
が
、
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
の
和
竿
づ
く
り
で
あ
る
。

「
た
と
え
ば
、
か
わ
は
ぎ
の
竿
で
も
浅
瀬
な
の

か
深
瀬
な
の
か
、
ど
ん
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

で
使
う
の
か
。
ど
ん
な
釣
り
方
を
楽
し
み
た
い

の
か
に
よ
っ
て
、
最
終
的
な
仕
上
げ
が
違
っ
て

く
る
」

　そ
ん
な
思
い
を
こ
め
て
完
成
し
た
釣
り
竿
は

世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
で
あ
り
、

和
竿
職
人
の
技
と
心
の
結
晶
と
な
る
。

　釣
り
人
に
手
渡
さ
れ
た
竿
に
は
釣
行
の
記
憶

が
宿
り
、
釣
り
の
愉
し
み
が
滲に

じ

み
こ
み
、
釣
果

の
歓
び
が
凝
縮
さ
れ
る
。

「
だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
竿
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
生

ま
れ
、
愛
着
が
湧
い
て
く
る
の
だ
と
思
う
」

　和
竿
の
魅
力
は
、
そ
の
物
語
の
中
で
さ
ら
に

磨
か
れ
て
い
く
。

　独
立
後
の
竿
名
は
「
竿さ

お

好よ
し

」。
丹
精
こ
め
て

出
来
あ
が
っ
た
和
竿
の
手
元
に
は
、
そ
の
証
と

し
て
「
竿
好
」
の
焼
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

hitoshi yoshizawa

アテナの道具箱和と竿

吉澤  均

vol. XVII

昭和25（1950）年、東京都大田区羽田生まれ。都立工芸高等学校卒業。
グラフィックデザイナーを営みながら、横浜マイスターの吉田喜三郎氏、
竿名：鶺鴒（セキレイ）に師事し15年間修業。平成21（2009）年独立。
竿名：竿好（さおよし）で開業。江戸和竿組合副理事長、大田区伝統工
芸発展の会理事長、横浜かわはぎ釣り研究会会長、東京都優秀技能者
（東京マイスター）、東京都職業能力開発協会「職人塾」講師。

江戸和竿職人

と
竿
が
一
体
化
し
た
よ
う
な
感
じ
が
あ
っ
た
」

　な
か
で
も
、
後
に
弟
子
入
り
を
志
願
し
た
吉

田
喜
三
郎
氏
の
竿
の
美
し
さ
、
仕
上
げ
の
見
事

さ
丁
寧
さ
は
、
ま
さ
に
別
格
だ
っ
た
。
そ
の
瞬

間
か
ら
、
一
気
に
和
竿
の
魅
力
に
惹
き
こ
ま
れ

て
い
っ
た
。

　吉
田
氏
の
も
と
に
何
度
も
足
を
運
び
、
や
っ

と
弟
子
入
り
が
許
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
和
竿
職

人
と
し
て
の
修
業
が
は
じ
ま
る
。

　親
方
は
無
口
な
昔
気
質
の
職
人
で
「
見
て
覚

え
ろ
」と
い
う
タ
イ
プ
。「
手
取
り
足
取
り
は
教

え
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
親
方
の
後
ろ
に
ま

わ
っ
て
手
元
を
じ
っ
く
り
観
察
し
て
、
矯
め
木

の
使
い
方
や
漆
塗
り
の
仕
方
を
覚
え
こ
ん
だ
」

　大
事
な
こ
と
は
メ
モ
を
取
り
、
練
習
を
繰
り

返
し
て
技
を
習
得
す
る
と
い
う
日
々
。
最
初
は

火
入
れ
で
竹
を
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
り
、
漆
に

か
ぶ
れ
皮
膚
が
赤
く
腫
れ
あ
が
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。「
で
も
失
敗
や
苦
労
も
辛
く
は
な
く
、
む

し
ろ
充
実
し
て
楽
し
い
弟
子
生
活
だ
っ
た
」

　そ
の
経
験
の
す
べ
て
が
、
東
京
マ
イ
ス
タ
ー

と
な
っ
た
職
人
技
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

─

　技
と
心
の
結
晶

　─

　和
竿
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
釣
る
魚
に
合
わ
せ
た

竹
が
選
ば
れ
る
。

「
個
人
的
に
は
、丸
節
竹
が
好
き
」と
い
う
。「
節

間
が
詰
ま
っ
て
い
て
テ
ー
パ
ー
（
先
細
り
）
が

あ
る
も
の
は
魚
信
が
出
や
す
い
し
、
感
度
が
よ
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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

─

　矯
め
は
一
生

　─

　工
房
で「
矯た

め
火
鉢
」に
ガ
ス
の
火
を
入
れ
る
。

下
処
理
を
終
え
た
竹
を
前
後
に
動
か
し
、
炙
る
。

そ
れ
を「
矯
め
木
」で
真
っ
直
ぐ
に
整
え
て
い
く
。

　こ
の
工
程
が
、
竹
の
曲
が
り
や
ク
セ
を
直
し
、

強
度
を
高
め
る
『
火
入
れ
』
と
呼
ぶ
作
業
だ
。

「
手
元
か
ら
先
ま
で
均
等
に
炙
る
の
で
は
な
く

竿
の
仕
上
が
り
を
想
像
し
な
が
ら
、
慎
重
に
火

を
入
れ
、
竹
を
矯
め
て
い
き
ま
す
」

　三
年
も
寝
か
せ
乾
燥
さ
せ
た
竹
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
切
口
の
先
か
ら
湯
気
が
立
ち
の
ぼ
っ
た
。

　親
方
か
ら
「
矯
め
は
一
生
」
と
教
え
ら
れ
た
。

和
竿
づ
く
り
の
工
程
で
、
最
も
重
要
な
作
業
で

あ
る
。

　完
成
ま
で
の
作
業
は
、
お
よ
そ
14
工
程
。
竿

の
用
途
に
合
わ
せ
た
寸
法
に
竹
を
切
る
「
切
り

組
み
」
の
あ
と
、「
糸
巻
き
」
や
「
漆
塗
り
」、「
肘

当
て
の
す
げ
込
み
」
の
作
業
が
つ
づ
く
。

　そ
の
途
中
、
竿
全
体
を
つ
な
ぎ
、
曲
が
り
や

ク
セ
を
整
え
る
「
中な

か
矯だ

め
」、
最
終
仕
上
げ
と
し

て
の「
上あ

げ
矯だ

め
」と
い
う
作
業
が
待
っ
て
い
る
。

─

　漁
師
の
横
浜
竿

　─

　和
竿
と
は
、
竹
や
漆
を
使
っ
て
つ
く
る
日
本

の
伝
統
的
な
釣
り
竿
の
こ
と
。
な
か
で
も
「
江

戸
和
竿
」
は
、
布
袋
竹
や
丸
節
竹
、
矢
竹
な
ど
、

何
本
か
の
異
な
る
竹
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
一
本
の

釣
り
竿
に
す
る
「
継
竿
」
を
指
す
。

「
私
が
専
門
と
す
る
横
浜
竿
は
、
明
治
初
期
に

横
浜
・
本
牧
の
漁
師
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
海
釣

り
用
の
竿
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　横
浜
竿
は
穂
先
に
セ
ミ
ク
ジ
ラ
の
髭
を
使
っ

た
り
、
木
目
の
美
し
い
肘
当
て
を
つ
け
る
な
ど
、

独
自
の
発
展
を
と
げ
て
き
た
。

　釣
り
と
の
出
合
い
は
小
学
校
に
上
が
る
前
の

幼
少
期
。「
多
摩
川
の
河
口
で
ハ
ゼ
釣
り
を
し

て
遊
ん
で
い
た
の
が
、
釣
り
好
き
に
な
る
き
っ

か
け
だ
っ
た
」
と
い
う
。
釣
り
糸
は
木
綿
糸
で
、

小
石
を
オ
モ
リ
に
し
、
餌
は
川
で
捕
っ
た
ゴ
カ

イ
。
竿
の
代
わ
り
に
葦あ

し

の
葉
に
糸
を
く
く
り
、

川
に
投
げ
こ
ん
だ
。

「
魚
が
喰
い
つ
く
と
糸
が
ピ
ン
と
張
っ
て
、
引

き
上
げ
る
と
ハ
ゼ
が
釣
れ
て
い
る
。
魚
を
い
れ

る
魚
籠
も
な
い
か
ら
、
ハ
ゼ
は
葦
に
頬
刺
し
に

し
て
持
ち
帰
っ
た
」

　昔
話
の
絵
本
に
登
場
す
る
よ
う
な
、
懐
か
し

い
想
い
出
の
ひ
と
コ
マ
だ
。

─

　和
竿
の
魅
力

　─

　本
格
的
な
釣
り
に
目
覚
め
た
の
は
、
二
十
歳

過
ぎ
。
夢
中
に
な
っ
た
の
は
、
か
わ
は
ぎ
釣
り

だ
っ
た
。「
釣
る
と
き
の
難
し
さ
、
面
白
さ
は
、

か
わ
は
ぎ
が
自
分
に
い
ち
ば
ん
合
っ
て
い
た
」

　最
初
は
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
の
竿
だ
っ
た
が
、

和
竿
に
替
え
た
と
き
、
そ
の
違
い
に
驚
い
た
。

誘
い
も
ア
タ
リ
も
、
仕
掛
け
か
ら
の
や
り
と
り

も
、
ま
っ
た
く
違
う
。

「
魚
の
微
妙
な
動
き
に
対
応
し
て
、
自
分
の
腕

く
て
操
作
性
に
も
優
れ
て
い
る
」
か
ら
だ
。

　そ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
、
注
文
主
の
釣
り

人
と
の
対
話
か
ら
は
じ
ま
る
の
が
、
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
の
和
竿
づ
く
り
で
あ
る
。

「
た
と
え
ば
、
か
わ
は
ぎ
の
竿
で
も
浅
瀬
な
の

か
深
瀬
な
の
か
、
ど
ん
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

で
使
う
の
か
。
ど
ん
な
釣
り
方
を
楽
し
み
た
い

の
か
に
よ
っ
て
、
最
終
的
な
仕
上
げ
が
違
っ
て

く
る
」

　そ
ん
な
思
い
を
こ
め
て
完
成
し
た
釣
り
竿
は

世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
で
あ
り
、

和
竿
職
人
の
技
と
心
の
結
晶
と
な
る
。

　釣
り
人
に
手
渡
さ
れ
た
竿
に
は
釣
行
の
記
憶

が
宿
り
、
釣
り
の
愉
し
み
が
滲に

じ

み
こ
み
、
釣
果

の
歓
び
が
凝
縮
さ
れ
る
。

「
だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
竿
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
生

ま
れ
、
愛
着
が
湧
い
て
く
る
の
だ
と
思
う
」

　和
竿
の
魅
力
は
、
そ
の
物
語
の
中
で
さ
ら
に

磨
か
れ
て
い
く
。

　独
立
後
の
竿
名
は
「
竿さ

お

好よ
し

」。
丹
精
こ
め
て

出
来
あ
が
っ
た
和
竿
の
手
元
に
は
、
そ
の
証
と

し
て
「
竿
好
」
の
焼
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

hitoshi yoshizawa

アテナの道具箱和と竿

吉澤  均

vol. XVII

昭和25（1950）年、東京都大田区羽田生まれ。都立工芸高等学校卒業。
グラフィックデザイナーを営みながら、横浜マイスターの吉田喜三郎氏、
竿名：鶺鴒（セキレイ）に師事し15年間修業。平成21（2009）年独立。
竿名：竿好（さおよし）で開業。江戸和竿組合副理事長、大田区伝統工
芸発展の会理事長、横浜かわはぎ釣り研究会会長、東京都優秀技能者
（東京マイスター）、東京都職業能力開発協会「職人塾」講師。

江戸和竿職人

と
竿
が
一
体
化
し
た
よ
う
な
感
じ
が
あ
っ
た
」

　な
か
で
も
、
後
に
弟
子
入
り
を
志
願
し
た
吉

田
喜
三
郎
氏
の
竿
の
美
し
さ
、
仕
上
げ
の
見
事

さ
丁
寧
さ
は
、
ま
さ
に
別
格
だ
っ
た
。
そ
の
瞬

間
か
ら
、
一
気
に
和
竿
の
魅
力
に
惹
き
こ
ま
れ

て
い
っ
た
。

　吉
田
氏
の
も
と
に
何
度
も
足
を
運
び
、
や
っ

と
弟
子
入
り
が
許
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
和
竿
職

人
と
し
て
の
修
業
が
は
じ
ま
る
。

　親
方
は
無
口
な
昔
気
質
の
職
人
で
「
見
て
覚

え
ろ
」と
い
う
タ
イ
プ
。「
手
取
り
足
取
り
は
教

え
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
親
方
の
後
ろ
に
ま

わ
っ
て
手
元
を
じ
っ
く
り
観
察
し
て
、
矯
め
木

の
使
い
方
や
漆
塗
り
の
仕
方
を
覚
え
こ
ん
だ
」

　大
事
な
こ
と
は
メ
モ
を
取
り
、
練
習
を
繰
り

返
し
て
技
を
習
得
す
る
と
い
う
日
々
。
最
初
は

火
入
れ
で
竹
を
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
り
、
漆
に

か
ぶ
れ
皮
膚
が
赤
く
腫
れ
あ
が
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。「
で
も
失
敗
や
苦
労
も
辛
く
は
な
く
、
む

し
ろ
充
実
し
て
楽
し
い
弟
子
生
活
だ
っ
た
」

　そ
の
経
験
の
す
べ
て
が
、
東
京
マ
イ
ス
タ
ー

と
な
っ
た
職
人
技
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

─

　技
と
心
の
結
晶

　─

　和
竿
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
釣
る
魚
に
合
わ
せ
た

竹
が
選
ば
れ
る
。

「
個
人
的
に
は
、丸
節
竹
が
好
き
」と
い
う
。「
節

間
が
詰
ま
っ
て
い
て
テ
ー
パ
ー
（
先
細
り
）
が

あ
る
も
の
は
魚
信
が
出
や
す
い
し
、
感
度
が
よ
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えびす像 ［ 鎌倉 瑞泉寺 ］

瑞泉寺は鎌倉の紅葉ヶ谷の奥にある自然あふれる寺。本堂の脇に

「どこもく地蔵」という地蔵菩薩像が祀られるお堂があります。貧し

さから逃げようとした人の夢に現れ「どこに行っても苦は同じ」と

告げたという少し辛口のお地蔵さんですが、そのお堂の両脇に大黒

さんとこのえびすさんの像があるのが救い。確かにこの世には苦が

多いが、考え方次第で「めでたいの種」も探せますよね。

6鎌倉駅から京浜急行バス 大塔宮下車 徒歩10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
。

48

鎌
倉 

瑞
泉
寺 

え
び
す
像

め
で
た
い
の
種
を
探
そ
う

わ
し
は
え
び
す
で
あ
る
。

こ
の
「
え
び
す
顔
」
の
せ
い
か

悩
み
な
ん
か
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
だ
が
、

本
当
は
わ
し
に
も
し
か
め
っ
面
を
し
た
く
な
る
日
も
あ
る
。

そ
う
い
う
時
、
わ
し
は
心
の
中
で

「
め
で
た
い
、
め
で
た
い
」
と
唱
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
、

ど
ん
な
こ
と
も
「
め
で
た
い
」
と
思
え
て
く
る
ん
だ
。

つ
ら
い
こ
と
、
し
ん
ど
い
こ
と
が
多
い
世
の
中
だ
が
、

「
め
で
た
い
の
種
」
は
必
ず
ど
こ
か
に
隠
れ
て
い
る
も
の
さ
。

─

　矯
め
は
一
生

　─

　工
房
で「
矯た

め
火
鉢
」に
ガ
ス
の
火
を
入
れ
る
。

下
処
理
を
終
え
た
竹
を
前
後
に
動
か
し
、
炙
る
。

そ
れ
を「
矯
め
木
」で
真
っ
直
ぐ
に
整
え
て
い
く
。

　こ
の
工
程
が
、
竹
の
曲
が
り
や
ク
セ
を
直
し
、

強
度
を
高
め
る
『
火
入
れ
』
と
呼
ぶ
作
業
だ
。

「
手
元
か
ら
先
ま
で
均
等
に
炙
る
の
で
は
な
く

竿
の
仕
上
が
り
を
想
像
し
な
が
ら
、
慎
重
に
火

を
入
れ
、
竹
を
矯
め
て
い
き
ま
す
」

　三
年
も
寝
か
せ
乾
燥
さ
せ
た
竹
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
切
口
の
先
か
ら
湯
気
が
立
ち
の
ぼ
っ
た
。

　親
方
か
ら
「
矯
め
は
一
生
」
と
教
え
ら
れ
た
。

和
竿
づ
く
り
の
工
程
で
、
最
も
重
要
な
作
業
で

あ
る
。

　完
成
ま
で
の
作
業
は
、
お
よ
そ
14
工
程
。
竿

の
用
途
に
合
わ
せ
た
寸
法
に
竹
を
切
る
「
切
り

組
み
」
の
あ
と
、「
糸
巻
き
」
や
「
漆
塗
り
」、「
肘

当
て
の
す
げ
込
み
」
の
作
業
が
つ
づ
く
。

　そ
の
途
中
、
竿
全
体
を
つ
な
ぎ
、
曲
が
り
や

ク
セ
を
整
え
る
「
中な

か
矯だ

め
」、
最
終
仕
上
げ
と
し

て
の「
上あ

げ
矯だ

め
」と
い
う
作
業
が
待
っ
て
い
る
。

─

　漁
師
の
横
浜
竿

　─

　和
竿
と
は
、
竹
や
漆
を
使
っ
て
つ
く
る
日
本

の
伝
統
的
な
釣
り
竿
の
こ
と
。
な
か
で
も
「
江

戸
和
竿
」
は
、
布
袋
竹
や
丸
節
竹
、
矢
竹
な
ど
、

何
本
か
の
異
な
る
竹
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
一
本
の

釣
り
竿
に
す
る
「
継
竿
」
を
指
す
。

「
私
が
専
門
と
す
る
横
浜
竿
は
、
明
治
初
期
に

横
浜
・
本
牧
の
漁
師
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
海
釣

り
用
の
竿
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　横
浜
竿
は
穂
先
に
セ
ミ
ク
ジ
ラ
の
髭
を
使
っ

た
り
、
木
目
の
美
し
い
肘
当
て
を
つ
け
る
な
ど
、

独
自
の
発
展
を
と
げ
て
き
た
。

　釣
り
と
の
出
合
い
は
小
学
校
に
上
が
る
前
の

幼
少
期
。「
多
摩
川
の
河
口
で
ハ
ゼ
釣
り
を
し

て
遊
ん
で
い
た
の
が
、
釣
り
好
き
に
な
る
き
っ

か
け
だ
っ
た
」
と
い
う
。
釣
り
糸
は
木
綿
糸
で
、

小
石
を
オ
モ
リ
に
し
、
餌
は
川
で
捕
っ
た
ゴ
カ

イ
。
竿
の
代
わ
り
に
葦あ

し

の
葉
に
糸
を
く
く
り
、

川
に
投
げ
こ
ん
だ
。

「
魚
が
喰
い
つ
く
と
糸
が
ピ
ン
と
張
っ
て
、
引

き
上
げ
る
と
ハ
ゼ
が
釣
れ
て
い
る
。
魚
を
い
れ

る
魚
籠
も
な
い
か
ら
、
ハ
ゼ
は
葦
に
頬
刺
し
に

し
て
持
ち
帰
っ
た
」

　昔
話
の
絵
本
に
登
場
す
る
よ
う
な
、
懐
か
し

い
想
い
出
の
ひ
と
コ
マ
だ
。

─

　和
竿
の
魅
力

　─

　本
格
的
な
釣
り
に
目
覚
め
た
の
は
、
二
十
歳

過
ぎ
。
夢
中
に
な
っ
た
の
は
、
か
わ
は
ぎ
釣
り

だ
っ
た
。「
釣
る
と
き
の
難
し
さ
、
面
白
さ
は
、

か
わ
は
ぎ
が
自
分
に
い
ち
ば
ん
合
っ
て
い
た
」

　最
初
は
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
の
竿
だ
っ
た
が
、

和
竿
に
替
え
た
と
き
、
そ
の
違
い
に
驚
い
た
。

誘
い
も
ア
タ
リ
も
、
仕
掛
け
か
ら
の
や
り
と
り

も
、
ま
っ
た
く
違
う
。

「
魚
の
微
妙
な
動
き
に
対
応
し
て
、
自
分
の
腕

く
て
操
作
性
に
も
優
れ
て
い
る
」
か
ら
だ
。

　そ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
、
注
文
主
の
釣
り

人
と
の
対
話
か
ら
は
じ
ま
る
の
が
、
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
の
和
竿
づ
く
り
で
あ
る
。

「
た
と
え
ば
、
か
わ
は
ぎ
の
竿
で
も
浅
瀬
な
の

か
深
瀬
な
の
か
、
ど
ん
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

で
使
う
の
か
。
ど
ん
な
釣
り
方
を
楽
し
み
た
い

の
か
に
よ
っ
て
、
最
終
的
な
仕
上
げ
が
違
っ
て

く
る
」

　そ
ん
な
思
い
を
こ
め
て
完
成
し
た
釣
り
竿
は

世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
で
あ
り
、

和
竿
職
人
の
技
と
心
の
結
晶
と
な
る
。

　釣
り
人
に
手
渡
さ
れ
た
竿
に
は
釣
行
の
記
憶

が
宿
り
、
釣
り
の
愉
し
み
が
滲に

じ

み
こ
み
、
釣
果

の
歓
び
が
凝
縮
さ
れ
る
。

「
だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
竿
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
生

ま
れ
、
愛
着
が
湧
い
て
く
る
の
だ
と
思
う
」

　和
竿
の
魅
力
は
、
そ
の
物
語
の
中
で
さ
ら
に

磨
か
れ
て
い
く
。

　独
立
後
の
竿
名
は
「
竿さ

お

好よ
し

」。
丹
精
こ
め
て

出
来
あ
が
っ
た
和
竿
の
手
元
に
は
、
そ
の
証
と

し
て
「
竿
好
」
の
焼
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

と
竿
が
一
体
化
し
た
よ
う
な
感
じ
が
あ
っ
た
」

　な
か
で
も
、
後
に
弟
子
入
り
を
志
願
し
た
吉

田
喜
三
郎
氏
の
竿
の
美
し
さ
、
仕
上
げ
の
見
事

さ
丁
寧
さ
は
、
ま
さ
に
別
格
だ
っ
た
。
そ
の
瞬

間
か
ら
、
一
気
に
和
竿
の
魅
力
に
惹
き
こ
ま
れ

て
い
っ
た
。

　吉
田
氏
の
も
と
に
何
度
も
足
を
運
び
、
や
っ

と
弟
子
入
り
が
許
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
和
竿
職

人
と
し
て
の
修
業
が
は
じ
ま
る
。

　親
方
は
無
口
な
昔
気
質
の
職
人
で
「
見
て
覚

え
ろ
」と
い
う
タ
イ
プ
。「
手
取
り
足
取
り
は
教

え
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
親
方
の
後
ろ
に
ま

わ
っ
て
手
元
を
じ
っ
く
り
観
察
し
て
、
矯
め
木

の
使
い
方
や
漆
塗
り
の
仕
方
を
覚
え
こ
ん
だ
」

　大
事
な
こ
と
は
メ
モ
を
取
り
、
練
習
を
繰
り

返
し
て
技
を
習
得
す
る
と
い
う
日
々
。
最
初
は

火
入
れ
で
竹
を
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
り
、
漆
に

か
ぶ
れ
皮
膚
が
赤
く
腫
れ
あ
が
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。「
で
も
失
敗
や
苦
労
も
辛
く
は
な
く
、
む

し
ろ
充
実
し
て
楽
し
い
弟
子
生
活
だ
っ
た
」

　そ
の
経
験
の
す
べ
て
が
、
東
京
マ
イ
ス
タ
ー

と
な
っ
た
職
人
技
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

─

　技
と
心
の
結
晶

　─

　和
竿
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
釣
る
魚
に
合
わ
せ
た

竹
が
選
ば
れ
る
。

「
個
人
的
に
は
、丸
節
竹
が
好
き
」と
い
う
。「
節

間
が
詰
ま
っ
て
い
て
テ
ー
パ
ー
（
先
細
り
）
が

あ
る
も
の
は
魚
信
が
出
や
す
い
し
、
感
度
が
よ
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えびす像 ［ 鎌倉 瑞泉寺 ］

瑞泉寺は鎌倉の紅葉ヶ谷の奥にある自然あふれる寺。本堂の脇に

「どこもく地蔵」という地蔵菩薩像が祀られるお堂があります。貧し

さから逃げようとした人の夢に現れ「どこに行っても苦は同じ」と

告げたという少し辛口のお地蔵さんですが、そのお堂の両脇に大黒

さんとこのえびすさんの像があるのが救い。確かにこの世には苦が

多いが、考え方次第で「めでたいの種」も探せますよね。

6鎌倉駅から京浜急行バス 大塔宮下車 徒歩10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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め
で
た
い
の
種
を
探
そ
う

わ
し
は
え
び
す
で
あ
る
。

こ
の
「
え
び
す
顔
」
の
せ
い
か

悩
み
な
ん
か
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
だ
が
、

本
当
は
わ
し
に
も
し
か
め
っ
面
を
し
た
く
な
る
日
も
あ
る
。

そ
う
い
う
時
、
わ
し
は
心
の
中
で

「
め
で
た
い
、
め
で
た
い
」
と
唱
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
、

ど
ん
な
こ
と
も
「
め
で
た
い
」
と
思
え
て
く
る
ん
だ
。

つ
ら
い
こ
と
、
し
ん
ど
い
こ
と
が
多
い
世
の
中
だ
が
、

「
め
で
た
い
の
種
」
は
必
ず
ど
こ
か
に
隠
れ
て
い
る
も
の
さ
。

─

　矯
め
は
一
生

　─

　工
房
で「
矯た

め
火
鉢
」に
ガ
ス
の
火
を
入
れ
る
。

下
処
理
を
終
え
た
竹
を
前
後
に
動
か
し
、
炙
る
。

そ
れ
を「
矯
め
木
」で
真
っ
直
ぐ
に
整
え
て
い
く
。

　こ
の
工
程
が
、
竹
の
曲
が
り
や
ク
セ
を
直
し
、

強
度
を
高
め
る
『
火
入
れ
』
と
呼
ぶ
作
業
だ
。

「
手
元
か
ら
先
ま
で
均
等
に
炙
る
の
で
は
な
く

竿
の
仕
上
が
り
を
想
像
し
な
が
ら
、
慎
重
に
火

を
入
れ
、
竹
を
矯
め
て
い
き
ま
す
」

　三
年
も
寝
か
せ
乾
燥
さ
せ
た
竹
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
切
口
の
先
か
ら
湯
気
が
立
ち
の
ぼ
っ
た
。

　親
方
か
ら
「
矯
め
は
一
生
」
と
教
え
ら
れ
た
。

和
竿
づ
く
り
の
工
程
で
、
最
も
重
要
な
作
業
で

あ
る
。

　完
成
ま
で
の
作
業
は
、
お
よ
そ
14
工
程
。
竿

の
用
途
に
合
わ
せ
た
寸
法
に
竹
を
切
る
「
切
り

組
み
」
の
あ
と
、「
糸
巻
き
」
や
「
漆
塗
り
」、「
肘

当
て
の
す
げ
込
み
」
の
作
業
が
つ
づ
く
。

　そ
の
途
中
、
竿
全
体
を
つ
な
ぎ
、
曲
が
り
や

ク
セ
を
整
え
る
「
中な

か
矯だ

め
」、
最
終
仕
上
げ
と
し

て
の「
上あ

げ
矯だ

め
」と
い
う
作
業
が
待
っ
て
い
る
。

─

　漁
師
の
横
浜
竿

　─

　和
竿
と
は
、
竹
や
漆
を
使
っ
て
つ
く
る
日
本

の
伝
統
的
な
釣
り
竿
の
こ
と
。
な
か
で
も
「
江

戸
和
竿
」
は
、
布
袋
竹
や
丸
節
竹
、
矢
竹
な
ど
、

何
本
か
の
異
な
る
竹
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
一
本
の

釣
り
竿
に
す
る
「
継
竿
」
を
指
す
。

「
私
が
専
門
と
す
る
横
浜
竿
は
、
明
治
初
期
に

横
浜
・
本
牧
の
漁
師
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
海
釣

り
用
の
竿
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　横
浜
竿
は
穂
先
に
セ
ミ
ク
ジ
ラ
の
髭
を
使
っ

た
り
、
木
目
の
美
し
い
肘
当
て
を
つ
け
る
な
ど
、

独
自
の
発
展
を
と
げ
て
き
た
。

　釣
り
と
の
出
合
い
は
小
学
校
に
上
が
る
前
の

幼
少
期
。「
多
摩
川
の
河
口
で
ハ
ゼ
釣
り
を
し

て
遊
ん
で
い
た
の
が
、
釣
り
好
き
に
な
る
き
っ

か
け
だ
っ
た
」
と
い
う
。
釣
り
糸
は
木
綿
糸
で
、

小
石
を
オ
モ
リ
に
し
、
餌
は
川
で
捕
っ
た
ゴ
カ

イ
。
竿
の
代
わ
り
に
葦あ

し

の
葉
に
糸
を
く
く
り
、

川
に
投
げ
こ
ん
だ
。

「
魚
が
喰
い
つ
く
と
糸
が
ピ
ン
と
張
っ
て
、
引

き
上
げ
る
と
ハ
ゼ
が
釣
れ
て
い
る
。
魚
を
い
れ

る
魚
籠
も
な
い
か
ら
、
ハ
ゼ
は
葦
に
頬
刺
し
に

し
て
持
ち
帰
っ
た
」

　昔
話
の
絵
本
に
登
場
す
る
よ
う
な
、
懐
か
し

い
想
い
出
の
ひ
と
コ
マ
だ
。

─

　和
竿
の
魅
力

　─

　本
格
的
な
釣
り
に
目
覚
め
た
の
は
、
二
十
歳

過
ぎ
。
夢
中
に
な
っ
た
の
は
、
か
わ
は
ぎ
釣
り

だ
っ
た
。「
釣
る
と
き
の
難
し
さ
、
面
白
さ
は
、

か
わ
は
ぎ
が
自
分
に
い
ち
ば
ん
合
っ
て
い
た
」

　最
初
は
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
の
竿
だ
っ
た
が
、

和
竿
に
替
え
た
と
き
、
そ
の
違
い
に
驚
い
た
。

誘
い
も
ア
タ
リ
も
、
仕
掛
け
か
ら
の
や
り
と
り

も
、
ま
っ
た
く
違
う
。

「
魚
の
微
妙
な
動
き
に
対
応
し
て
、
自
分
の
腕

く
て
操
作
性
に
も
優
れ
て
い
る
」
か
ら
だ
。

　そ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
、
注
文
主
の
釣
り

人
と
の
対
話
か
ら
は
じ
ま
る
の
が
、
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
の
和
竿
づ
く
り
で
あ
る
。

「
た
と
え
ば
、
か
わ
は
ぎ
の
竿
で
も
浅
瀬
な
の

か
深
瀬
な
の
か
、
ど
ん
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

で
使
う
の
か
。
ど
ん
な
釣
り
方
を
楽
し
み
た
い

の
か
に
よ
っ
て
、
最
終
的
な
仕
上
げ
が
違
っ
て

く
る
」

　そ
ん
な
思
い
を
こ
め
て
完
成
し
た
釣
り
竿
は

世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
で
あ
り
、

和
竿
職
人
の
技
と
心
の
結
晶
と
な
る
。

　釣
り
人
に
手
渡
さ
れ
た
竿
に
は
釣
行
の
記
憶

が
宿
り
、
釣
り
の
愉
し
み
が
滲に

じ

み
こ
み
、
釣
果

の
歓
び
が
凝
縮
さ
れ
る
。

「
だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
竿
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
生

ま
れ
、
愛
着
が
湧
い
て
く
る
の
だ
と
思
う
」

　和
竿
の
魅
力
は
、
そ
の
物
語
の
中
で
さ
ら
に

磨
か
れ
て
い
く
。

　独
立
後
の
竿
名
は
「
竿さ

お

好よ
し

」。
丹
精
こ
め
て

出
来
あ
が
っ
た
和
竿
の
手
元
に
は
、
そ
の
証
と

し
て
「
竿
好
」
の
焼
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

と
竿
が
一
体
化
し
た
よ
う
な
感
じ
が
あ
っ
た
」

　な
か
で
も
、
後
に
弟
子
入
り
を
志
願
し
た
吉

田
喜
三
郎
氏
の
竿
の
美
し
さ
、
仕
上
げ
の
見
事

さ
丁
寧
さ
は
、
ま
さ
に
別
格
だ
っ
た
。
そ
の
瞬

間
か
ら
、
一
気
に
和
竿
の
魅
力
に
惹
き
こ
ま
れ

て
い
っ
た
。

　吉
田
氏
の
も
と
に
何
度
も
足
を
運
び
、
や
っ

と
弟
子
入
り
が
許
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
和
竿
職

人
と
し
て
の
修
業
が
は
じ
ま
る
。

　親
方
は
無
口
な
昔
気
質
の
職
人
で
「
見
て
覚

え
ろ
」と
い
う
タ
イ
プ
。「
手
取
り
足
取
り
は
教

え
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
親
方
の
後
ろ
に
ま

わ
っ
て
手
元
を
じ
っ
く
り
観
察
し
て
、
矯
め
木

の
使
い
方
や
漆
塗
り
の
仕
方
を
覚
え
こ
ん
だ
」

　大
事
な
こ
と
は
メ
モ
を
取
り
、
練
習
を
繰
り

返
し
て
技
を
習
得
す
る
と
い
う
日
々
。
最
初
は

火
入
れ
で
竹
を
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
り
、
漆
に

か
ぶ
れ
皮
膚
が
赤
く
腫
れ
あ
が
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。「
で
も
失
敗
や
苦
労
も
辛
く
は
な
く
、
む

し
ろ
充
実
し
て
楽
し
い
弟
子
生
活
だ
っ
た
」

　そ
の
経
験
の
す
べ
て
が
、
東
京
マ
イ
ス
タ
ー

と
な
っ
た
職
人
技
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

─

　技
と
心
の
結
晶

　─

　和
竿
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
釣
る
魚
に
合
わ
せ
た

竹
が
選
ば
れ
る
。

「
個
人
的
に
は
、丸
節
竹
が
好
き
」と
い
う
。「
節

間
が
詰
ま
っ
て
い
て
テ
ー
パ
ー
（
先
細
り
）
が

あ
る
も
の
は
魚
信
が
出
や
す
い
し
、
感
度
が
よ
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中

　国

世界建造物巡り
敷地内、東西南北の四方向に棟を配置し、

中央に庭園を置く形式です。道路に面する部分には壁が
立てられていました。建物は、陰陽五行思想に基づき、左右対称に

造られました。この方式は、紫禁城から地方の農家に至るまで、大なり
小なり同じ方式で建てられました。　　　　　　　　　　

四
合
院

 し

  ごう

 いん

中国伝統の住宅様式です

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
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上は関東大震災前の大倉邸と大倉集古館。
下は震災後、再建直後の大倉集古館

入り口に掲げられ
た第3代中華民国
大総統・徐世昌の
筆による扁額

銅板葺きの屋根には鯱に似た中国の伝説上の幻獣が置かれ、建物を守る魔除けや火除けの願いがこめられている

大
倉
集
古
館
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
活
躍
し
た
実
業
家
・
大
倉
喜
八
郎
が
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
に
日
本
で
最
初
に
財
団
法
人
化
し
た
私
立
美
術
館
。
そ
の
後
、
関
東
大
震
災
で
当
初
の
建

物
と
陳
列
中
の
所
蔵
品
は
失
わ
れ
た
が
、建
築
家
・
伊
東
忠
太
の
設
計
で
東
洋
の
風
格
を
備
え
た
耐
震
耐
火
の
展
示
館
が
新
た
に
竣
工
し
た
。
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
に
、都
の
歴
史
的
建
造
物
に
選
定
、

平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
に
は
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

東
京
都
港
区
・
大
倉
集
古
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

大
倉
喜
八
郎
の
蒐
集
美
術

　地
下
鉄
「
虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ
」
駅
か
ら
、
ぶ
ら

ぶ
ら
と
江
戸
見
坂
を
歩
く
。

　江
戸
の
昔
、
こ
の
坂
の
上
か
ら
江
戸
の
街
が

見
わ
た
せ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
。

江
戸
城
は
も
ち
ろ
ん
、
品
川
の
海
や
富
士
山
も

よ
く
見
え
た
と
い
う
。
坂
を
上
り
き
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
の
が
「
大
倉
集
古
館
」
で
あ
る
。

　銅
板
葺
き
の
緑
青
が
美
し
い
屋
根
に
白
壁
。

正
面
の
二
階
テ
ラ
ス
を
支
え
る
石
貼
り
の
五
連

ア
ー
チ
が
印
象
的
な
中
国
風
の
外
観
。

　異
彩
を
放
つ
そ
の
姿
は
、
ま
る
で
伝
説
の
龍

宮
城
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
だ
。

　も
と
も
と
こ
の
地
は
、天
保
年
間
に
川
越
藩
・

異
彩
を
放
つ

日
本
最
古
の

私
立
美
術
館

ト
ル
コ
な
ど
を
旅
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
学

会
で
使
わ
れ
て
い
た
「
造
家
」
と
い
う
言
葉
を

「
建
築
」
と
改
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　彼
の
代
表
作
に
、
平
安
神
宮
や
東
京
大
学
正

門
、
湯
島
聖
堂
、
築
地
本
願
寺
な
ど
が
あ
る
。

大
の
妖
怪
好
き
と
も
い
わ
れ
、
幼
少
期
に
親
し

ん
だ
妖
怪
や
、
古
今
東
西
の
空
想
上
の
幻
獣
を

モ
チ
ー
フ
と
し
た
造
形
は
、
建
築
空
間
に
摩
訶

不
思
議
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
。

　そ
の
独
創
的
な
設
計
思
想
は
、
大
倉
集
古
館

の
各
所
に
も
活
か
さ
れ
て
い
る
。

　
神
話
や
伝
説
上
の
生
き
物

　ま
ず
は
屋
根
の
大
棟
の
両
端
に
注
目
し
て
み

よ
う
。
名
古
屋
城
のし
鯱ゃ

ち
に
似
た
幻
獣
が
、
大
口

を
開
け
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

　こ
れ
は
中
国
の
伝
説
上
の
生
き
物
で
、
龍
が

生
ん
だ
九
匹
の
子
の
う
ち
の
一
匹
と
い
わ
れ
、

螭ち
ふ

吻ん

、
あ
る
い
は
鴟し

ふ
吻ん

と
も
呼
ば
れ
る
。
頭
は

獅
子
、
足
は
龍
、
尻
尾
は
水
流
を
表
わ
し
、
口

か
ら
吐
い
て
い
る
の
が
屋
根
の
棟
だ
と
い
う
。

　ま
た
、
下
り
棟
の
途
中
に
も
幻
獣
の
傍ぼ

う

吻ふ
ん

が

天
井
に
目
を
や
れ
ば
、
如
意
宝
珠
を
咥く

わ

え
た
龍

の
レ
リ
ー
フ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ご
存
じ
の
と
お
り
、
龍
の
体
は
大
蛇
に
似
て

背
中
に
は
八
十
一
枚
の
鱗
が
あ
る
。
足
に
は
各

五
本
の
指
、
頭
に
二
本
の
角
を
持
ち
、
長
い
耳

と
髭
が
特
徴
。
水
中
や
地
中
に
棲す

み
、
と
き
に

天
空
を
飛
翔
し
て
雨
雲
や
嵐
を
呼
び
、
稲
妻
を

放
つ
と
い
う
。
中
国
で
は
神
獣
、
霊
獣
で
あ
り
、

皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
。

　そ
の
龍
が
、
展
示
室
の
天
井
か
ら
観
覧
者
を

見
下
ろ
し
、
ぎ
ょ
ろ
り
と
睨
み
を
き
か
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。

伊
東
忠
太
の
不
思
議
世
界

　も
う
ひ
と
つ
の
見
ど
こ
ろ
は
、
階
段
の
親
柱

に
置
か
れ
た
五
頭
の
狛
犬
だ
。

　も
と
も
と
狛
犬
の
起
源
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト

配
さ
れ
、
同
じ
よ
う
に
棟
を
吐
き
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
装
飾
動
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
魔
除
け

や
火
除
け
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　つ
ぎ
に
展
示
室
二
階
を
覗
い
て
み
よ
う
。

　白
い
円
柱
の
上
部
に
あ
る
斗と

き

栱ょ
う

に
も
幻
獣
が

レ
リ
ー
フ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
屋
根
に
あ
る

幻
獣
の
変
形
型
で
あ
り
、
イ
ン
ド
神
話
に
描
か

れ
た
想
像
上
の
怪
魚
・
摩ま

か
竭つ

ぎ
魚ょ

「
マ
カ
ラ
」
を

モ
デ
ル
に
し
た
と
も
伝
わ
る
。

　一
般
的
に
は
象
の
頭
を
持
つ
魚
と
さ
れ
る
が
、

巨
大
な
イ
ル
カ
や
ワ
ニ
の
よ
う
な
生
き
物
と
も
。

起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や

バ
ビ
ロ
ニ
ア
時
代
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
占
星
術
に

登
場
す
る
巨
大
魚
が
イ
ン
ド
に
伝
わ
り
、
幻
獣

マ
カ
ラ
に
変
貌
を
と
げ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

松
平
大
和
守
の
屋
敷
が
あ
っ
た
場
所
。
明
治
期

以
降
は
政
府
が
接
収
し
、
事
務
所
や
外
国
人
宿

舎
用
地
な
ど
に
使
わ
れ
た
。

　そ
の
後
、
大
倉
財
閥
の
創
始
者
で
あ
る
大
倉

喜
八
郎
が
購
入
し
、
邸
宅
を
構
え
た
。
広
大
な

私
邸
の
一
部
に
、
文
化
の
保
護
と
向
上
を
め
ざ

し
て
蒐
集
し
た
東
洋
の
仏
教
美
術
や
絵
画
、
工

芸
品
、
考
古
遺
物
を
展
示
し
美
術
館
と
し
た
。

　そ
の
蒐
集
品
と
文
化
へ
の
想
い
が
、
現
在
の

大
倉
集
古
館
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

伊
東
忠
太
の
独
創
的
設
計

　当
初
は
個
人
的
な
美
術
館
で
あ
っ
た
が
、
大

正
六
（
一
九
一
七
）
年
、
大
倉
集
古
館
と
名
称

を
変
え
、
日
本
で
最
初
の
財
団
法
人
私
立
美
術

館
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

　だ
が
、
関
東
大
震
災
で
被
災
し
、
表
門
と
倉

庫
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
灰か

い

燼じ
ん

に
帰き

し
て
し
ま

う
。
そ
の
再
建
に
あ
た
っ
た
の
が
、
建
築
家
・

伊
東
忠
太
で
あ
る
。

　伊
東
は
西
洋
建
築
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
日

本
建
築
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
中
国
や
イ
ン
ド
、

場
所
で
あ
っ
た
。
現
在
は
高
層
ビ
ル
群
に
視
界

を
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
東
京
の

街
や
遠
く
の
海
を
眺
め
る
の
が
好
き
だ
っ
た
と

い
う
。

　大
倉
集
古
館
で
は
年
に
四
〜
六
回
、
展
覧
会

が
開
催
さ
れ
る
。
訪
れ
る
際
に
は
、
展
示
物
と

と
も
に
、
大
倉
喜
八
郎
の
人
と
な
り
や
歴
史
に

想
い
を
馳
せ
、
不
思
議
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
た

「
伊
東
忠
太
ワ
ー
ル
ド
」
を
味
わ
っ
て
み
る
の

も
一
興
だ
ろ
う
。

で
、
最
強
の
守
護
獣
と
し
て
国
王
の
玉
座
な
ど

に
刻
ま
れ
た
「
獅
子
」
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
が
イ
ン
ド
や
中
国
、
朝
鮮
を
経
て
日
本
へ

伝
わ
り
、
平
安
時
代
は
宮
中
で
魔
除
け
に
用
い

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
大
倉
集
古
館
の
各

所
に
姿
を
見
せ
る
幻
獣
は
、
蒐
集
品
や
遺
物
の

守
護
神
で
あ
り
、
伊
東
の
建
築
設
計
に
お
け
る

遊
び
心
の
発
露
と
も
い
え
る
。

　ち
な
み
に
、
二
階
の
中
国
風
の
趣
に
あ
ふ
れ

る
テ
ラ
ス
は
、
大
倉
喜
八
郎
の
お
気
に
入
り
の
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の
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的
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に
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定
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（
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有
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下
鉄
「
虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ
」
駅
か
ら
、
ぶ
ら

ぶ
ら
と
江
戸
見
坂
を
歩
く
。

　江
戸
の
昔
、
こ
の
坂
の
上
か
ら
江
戸
の
街
が

見
わ
た
せ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
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城
は
も
ち
ろ
ん
、
品
川
の
海
や
富
士
山
も

よ
く
見
え
た
と
い
う
。
坂
を
上
り
き
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
の
が
「
大
倉
集
古
館
」
で
あ
る
。

　銅
板
葺
き
の
緑
青
が
美
し
い
屋
根
に
白
壁
。

正
面
の
二
階
テ
ラ
ス
を
支
え
る
石
貼
り
の
五
連

ア
ー
チ
が
印
象
的
な
中
国
風
の
外
観
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　異
彩
を
放
つ
そ
の
姿
は
、
ま
る
で
伝
説
の
龍

宮
城
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
だ
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　も
と
も
と
こ
の
地
は
、天
保
年
間
に
川
越
藩
・

異
彩
を
放
つ

日
本
最
古
の

私
立
美
術
館

ト
ル
コ
な
ど
を
旅
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
学

会
で
使
わ
れ
て
い
た
「
造
家
」
と
い
う
言
葉
を

「
建
築
」
と
改
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　彼
の
代
表
作
に
、
平
安
神
宮
や
東
京
大
学
正

門
、
湯
島
聖
堂
、
築
地
本
願
寺
な
ど
が
あ
る
。

大
の
妖
怪
好
き
と
も
い
わ
れ
、
幼
少
期
に
親
し

ん
だ
妖
怪
や
、
古
今
東
西
の
空
想
上
の
幻
獣
を

モ
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フ
と
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た
造
形
は
、
建
築
空
間
に
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不
思
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な
雰
囲
気
を
か
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だ
す
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の
独
創
的
な
設
計
思
想
は
、
大
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の
各
所
に
も
活
か
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れ
て
い
る
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神
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や
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の
生
き
物

　ま
ず
は
屋
根
の
大
棟
の
両
端
に
注
目
し
て
み

よ
う
。
名
古
屋
城
のし
鯱ゃ

ち
に
似
た
幻
獣
が
、
大
口

を
開
け
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

　こ
れ
は
中
国
の
伝
説
上
の
生
き
物
で
、
龍
が

生
ん
だ
九
匹
の
子
の
う
ち
の
一
匹
と
い
わ
れ
、

螭ち
ふ

吻ん

、
あ
る
い
は
鴟し

ふ
吻ん

と
も
呼
ば
れ
る
。
頭
は

獅
子
、
足
は
龍
、
尻
尾
は
水
流
を
表
わ
し
、
口

か
ら
吐
い
て
い
る
の
が
屋
根
の
棟
だ
と
い
う
。

　ま
た
、
下
り
棟
の
途
中
に
も
幻
獣
の
傍ぼ

う

吻ふ
ん

が

天
井
に
目
を
や
れ
ば
、
如
意
宝
珠
を
咥く

わ

え
た
龍

の
レ
リ
ー
フ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ご
存
じ
の
と
お
り
、
龍
の
体
は
大
蛇
に
似
て

背
中
に
は
八
十
一
枚
の
鱗
が
あ
る
。
足
に
は
各

五
本
の
指
、
頭
に
二
本
の
角
を
持
ち
、
長
い
耳

と
髭
が
特
徴
。
水
中
や
地
中
に
棲す

み
、
と
き
に

天
空
を
飛
翔
し
て
雨
雲
や
嵐
を
呼
び
、
稲
妻
を

放
つ
と
い
う
。
中
国
で
は
神
獣
、
霊
獣
で
あ
り
、

皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
。

　そ
の
龍
が
、
展
示
室
の
天
井
か
ら
観
覧
者
を

見
下
ろ
し
、
ぎ
ょ
ろ
り
と
睨
み
を
き
か
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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界

　も
う
ひ
と
つ
の
見
ど
こ
ろ
は
、
階
段
の
親
柱

に
置
か
れ
た
五
頭
の
狛
犬
だ
。

　も
と
も
と
狛
犬
の
起
源
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト

配
さ
れ
、
同
じ
よ
う
に
棟
を
吐
き
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
装
飾
動
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
魔
除
け

や
火
除
け
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　つ
ぎ
に
展
示
室
二
階
を
覗
い
て
み
よ
う
。

　白
い
円
柱
の
上
部
に
あ
る
斗と

き

栱ょ
う

に
も
幻
獣
が

レ
リ
ー
フ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
屋
根
に
あ
る

幻
獣
の
変
形
型
で
あ
り
、
イ
ン
ド
神
話
に
描
か

れ
た
想
像
上
の
怪
魚
・
摩ま

か
竭つ

ぎ
魚ょ

「
マ
カ
ラ
」
を

モ
デ
ル
に
し
た
と
も
伝
わ
る
。

　一
般
的
に
は
象
の
頭
を
持
つ
魚
と
さ
れ
る
が
、

巨
大
な
イ
ル
カ
や
ワ
ニ
の
よ
う
な
生
き
物
と
も
。

起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や

バ
ビ
ロ
ニ
ア
時
代
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
占
星
術
に

登
場
す
る
巨
大
魚
が
イ
ン
ド
に
伝
わ
り
、
幻
獣

マ
カ
ラ
に
変
貌
を
と
げ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

松
平
大
和
守
の
屋
敷
が
あ
っ
た
場
所
。
明
治
期

以
降
は
政
府
が
接
収
し
、
事
務
所
や
外
国
人
宿

舎
用
地
な
ど
に
使
わ
れ
た
。

　そ
の
後
、
大
倉
財
閥
の
創
始
者
で
あ
る
大
倉

喜
八
郎
が
購
入
し
、
邸
宅
を
構
え
た
。
広
大
な

私
邸
の
一
部
に
、
文
化
の
保
護
と
向
上
を
め
ざ

し
て
蒐
集
し
た
東
洋
の
仏
教
美
術
や
絵
画
、
工

芸
品
、
考
古
遺
物
を
展
示
し
美
術
館
と
し
た
。

　そ
の
蒐
集
品
と
文
化
へ
の
想
い
が
、
現
在
の

大
倉
集
古
館
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

伊
東
忠
太
の
独
創
的
設
計

　当
初
は
個
人
的
な
美
術
館
で
あ
っ
た
が
、
大

正
六
（
一
九
一
七
）
年
、
大
倉
集
古
館
と
名
称

を
変
え
、
日
本
で
最
初
の
財
団
法
人
私
立
美
術

館
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

　だ
が
、
関
東
大
震
災
で
被
災
し
、
表
門
と
倉

庫
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
灰か

い

燼じ
ん

に
帰き

し
て
し
ま

う
。
そ
の
再
建
に
あ
た
っ
た
の
が
、
建
築
家
・

伊
東
忠
太
で
あ
る
。

　伊
東
は
西
洋
建
築
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
日

本
建
築
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
中
国
や
イ
ン
ド
、

場
所
で
あ
っ
た
。
現
在
は
高
層
ビ
ル
群
に
視
界

を
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
東
京
の

街
や
遠
く
の
海
を
眺
め
る
の
が
好
き
だ
っ
た
と

い
う
。

　大
倉
集
古
館
で
は
年
に
四
〜
六
回
、
展
覧
会

が
開
催
さ
れ
る
。
訪
れ
る
際
に
は
、
展
示
物
と

と
も
に
、
大
倉
喜
八
郎
の
人
と
な
り
や
歴
史
に

想
い
を
馳
せ
、
不
思
議
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
た

「
伊
東
忠
太
ワ
ー
ル
ド
」
を
味
わ
っ
て
み
る
の

も
一
興
だ
ろ
う
。

で
、
最
強
の
守
護
獣
と
し
て
国
王
の
玉
座
な
ど

に
刻
ま
れ
た
「
獅
子
」
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
が
イ
ン
ド
や
中
国
、
朝
鮮
を
経
て
日
本
へ

伝
わ
り
、
平
安
時
代
は
宮
中
で
魔
除
け
に
用
い

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
大
倉
集
古
館
の
各

所
に
姿
を
見
せ
る
幻
獣
は
、
蒐
集
品
や
遺
物
の

守
護
神
で
あ
り
、
伊
東
の
建
築
設
計
に
お
け
る

遊
び
心
の
発
露
と
も
い
え
る
。

　ち
な
み
に
、
二
階
の
中
国
風
の
趣
に
あ
ふ
れ

る
テ
ラ
ス
は
、
大
倉
喜
八
郎
の
お
気
に
入
り
の
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アトム の 視 点

入り口両脇に立つ鎌倉～南北朝時代と伝わる阿形と吽形の金剛力士立像

中国風の意匠でまとめられた2階テラス。昔はここから東京の街並みや東京湾が遠望できた 華やかに装飾された2階展示室。天井には中国皇帝のシンボルでもある龍のレリーフ、円柱の上部にはインド神話に登場する怪魚の姿が見える

中国・魏晋南北朝時代の獅子と階段に鎮座する狛犬

伊東忠太は建物の設計だけ
でなく、照明や扉や窓の装飾、
 2階テラスの背板に石材を
組み合わせた椅子や館内に
あるテーブルなどの家具か
ら、展示品を収めるケースな
どの備品に至るまで、建物全
体をトータルデザインしまし
た。そのデザインには、旅先
で見た各地の文様やモチー
フがちりばめられています。

大
倉
喜
八
郎
の
蒐
集
美
術

　地
下
鉄
「
虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ
」
駅
か
ら
、
ぶ
ら

ぶ
ら
と
江
戸
見
坂
を
歩
く
。

　江
戸
の
昔
、
こ
の
坂
の
上
か
ら
江
戸
の
街
が

見
わ
た
せ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
。

江
戸
城
は
も
ち
ろ
ん
、
品
川
の
海
や
富
士
山
も

よ
く
見
え
た
と
い
う
。
坂
を
上
り
き
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
の
が
「
大
倉
集
古
館
」
で
あ
る
。

　銅
板
葺
き
の
緑
青
が
美
し
い
屋
根
に
白
壁
。

正
面
の
二
階
テ
ラ
ス
を
支
え
る
石
貼
り
の
五
連

ア
ー
チ
が
印
象
的
な
中
国
風
の
外
観
。

　異
彩
を
放
つ
そ
の
姿
は
、
ま
る
で
伝
説
の
龍

宮
城
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
だ
。

　も
と
も
と
こ
の
地
は
、天
保
年
間
に
川
越
藩
・

ト
ル
コ
な
ど
を
旅
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
学

会
で
使
わ
れ
て
い
た
「
造
家
」
と
い
う
言
葉
を

「
建
築
」
と
改
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　彼
の
代
表
作
に
、
平
安
神
宮
や
東
京
大
学
正

門
、
湯
島
聖
堂
、
築
地
本
願
寺
な
ど
が
あ
る
。

大
の
妖
怪
好
き
と
も
い
わ
れ
、
幼
少
期
に
親
し

ん
だ
妖
怪
や
、
古
今
東
西
の
空
想
上
の
幻
獣
を

モ
チ
ー
フ
と
し
た
造
形
は
、
建
築
空
間
に
摩
訶

不
思
議
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
。

　そ
の
独
創
的
な
設
計
思
想
は
、
大
倉
集
古
館

の
各
所
に
も
活
か
さ
れ
て
い
る
。

　
神
話
や
伝
説
上
の
生
き
物

　ま
ず
は
屋
根
の
大
棟
の
両
端
に
注
目
し
て
み

よ
う
。
名
古
屋
城
のし
鯱ゃ

ち
に
似
た
幻
獣
が
、
大
口

を
開
け
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

　こ
れ
は
中
国
の
伝
説
上
の
生
き
物
で
、
龍
が

生
ん
だ
九
匹
の
子
の
う
ち
の
一
匹
と
い
わ
れ
、

螭ち
ふ

吻ん

、
あ
る
い
は
鴟し

ふ
吻ん

と
も
呼
ば
れ
る
。
頭
は

獅
子
、
足
は
龍
、
尻
尾
は
水
流
を
表
わ
し
、
口

か
ら
吐
い
て
い
る
の
が
屋
根
の
棟
だ
と
い
う
。

　ま
た
、
下
り
棟
の
途
中
に
も
幻
獣
の
傍ぼ

う

吻ふ
ん

が

天
井
に
目
を
や
れ
ば
、
如
意
宝
珠
を
咥く

わ

え
た
龍

の
レ
リ
ー
フ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ご
存
じ
の
と
お
り
、
龍
の
体
は
大
蛇
に
似
て

背
中
に
は
八
十
一
枚
の
鱗
が
あ
る
。
足
に
は
各

五
本
の
指
、
頭
に
二
本
の
角
を
持
ち
、
長
い
耳

と
髭
が
特
徴
。
水
中
や
地
中
に
棲す

み
、
と
き
に

天
空
を
飛
翔
し
て
雨
雲
や
嵐
を
呼
び
、
稲
妻
を

放
つ
と
い
う
。
中
国
で
は
神
獣
、
霊
獣
で
あ
り
、

皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
。

　そ
の
龍
が
、
展
示
室
の
天
井
か
ら
観
覧
者
を

見
下
ろ
し
、
ぎ
ょ
ろ
り
と
睨
み
を
き
か
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。

伊
東
忠
太
の
不
思
議
世
界

　も
う
ひ
と
つ
の
見
ど
こ
ろ
は
、
階
段
の
親
柱

に
置
か
れ
た
五
頭
の
狛
犬
だ
。

　も
と
も
と
狛
犬
の
起
源
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト

配
さ
れ
、
同
じ
よ
う
に
棟
を
吐
き
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
装
飾
動
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
魔
除
け

や
火
除
け
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　つ
ぎ
に
展
示
室
二
階
を
覗
い
て
み
よ
う
。

　白
い
円
柱
の
上
部
に
あ
る
斗と

き

栱ょ
う

に
も
幻
獣
が

レ
リ
ー
フ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
屋
根
に
あ
る

幻
獣
の
変
形
型
で
あ
り
、
イ
ン
ド
神
話
に
描
か

れ
た
想
像
上
の
怪
魚
・
摩ま

か
竭つ

ぎ
魚ょ

「
マ
カ
ラ
」
を

モ
デ
ル
に
し
た
と
も
伝
わ
る
。

　一
般
的
に
は
象
の
頭
を
持
つ
魚
と
さ
れ
る
が
、

巨
大
な
イ
ル
カ
や
ワ
ニ
の
よ
う
な
生
き
物
と
も
。

起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や

バ
ビ
ロ
ニ
ア
時
代
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
占
星
術
に

登
場
す
る
巨
大
魚
が
イ
ン
ド
に
伝
わ
り
、
幻
獣

マ
カ
ラ
に
変
貌
を
と
げ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

松
平
大
和
守
の
屋
敷
が
あ
っ
た
場
所
。
明
治
期

以
降
は
政
府
が
接
収
し
、
事
務
所
や
外
国
人
宿

舎
用
地
な
ど
に
使
わ
れ
た
。

　そ
の
後
、
大
倉
財
閥
の
創
始
者
で
あ
る
大
倉

喜
八
郎
が
購
入
し
、
邸
宅
を
構
え
た
。
広
大
な

私
邸
の
一
部
に
、
文
化
の
保
護
と
向
上
を
め
ざ

し
て
蒐
集
し
た
東
洋
の
仏
教
美
術
や
絵
画
、
工

芸
品
、
考
古
遺
物
を
展
示
し
美
術
館
と
し
た
。

　そ
の
蒐
集
品
と
文
化
へ
の
想
い
が
、
現
在
の

大
倉
集
古
館
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

伊
東
忠
太
の
独
創
的
設
計

　当
初
は
個
人
的
な
美
術
館
で
あ
っ
た
が
、
大

正
六
（
一
九
一
七
）
年
、
大
倉
集
古
館
と
名
称

を
変
え
、
日
本
で
最
初
の
財
団
法
人
私
立
美
術

館
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

　だ
が
、
関
東
大
震
災
で
被
災
し
、
表
門
と
倉

庫
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
灰か

い

燼じ
ん

に
帰き

し
て
し
ま

う
。
そ
の
再
建
に
あ
た
っ
た
の
が
、
建
築
家
・

伊
東
忠
太
で
あ
る
。

　伊
東
は
西
洋
建
築
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
日

本
建
築
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
中
国
や
イ
ン
ド
、

場
所
で
あ
っ
た
。
現
在
は
高
層
ビ
ル
群
に
視
界

を
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
東
京
の

街
や
遠
く
の
海
を
眺
め
る
の
が
好
き
だ
っ
た
と

い
う
。

　大
倉
集
古
館
で
は
年
に
四
〜
六
回
、
展
覧
会

が
開
催
さ
れ
る
。
訪
れ
る
際
に
は
、
展
示
物
と

と
も
に
、
大
倉
喜
八
郎
の
人
と
な
り
や
歴
史
に

想
い
を
馳
せ
、
不
思
議
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
た

「
伊
東
忠
太
ワ
ー
ル
ド
」
を
味
わ
っ
て
み
る
の

も
一
興
だ
ろ
う
。

4所在地：東京都港区虎ノ門 2 –10 –3 （オークラ東京前）

4TEL. 03 - 5575 - 5711 

4開館時間：10：00～17：00 （入館は16：30まで）

   　 金曜日は19：00まで （入館は18：30まで）

4休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）、展示替え期間、年末 等
    ＊展覧会内容、出品作品、会期、展示替え日など都合により変更あり

4入館料：一般 1,000円（特別展は1,500円）

    大学生・高校生 800円（特別展は1,000円） ＊学生証をご提示ください
    中学生以下無料　
    ＊障がい者手帳、被爆者手帳をご提示の方と同伴者1名は無料
    ＊お着物（和装）で来館の方は300円引き（割引併用不可）

4交通：東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 中央改札（泉ガーデン方面）より5分
   東京メトロ日比谷線 神谷町駅 4b出口より7分
   東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 A2出口より8分

4ホームページ：https://www.shukokan.org/

　大倉集古館

で
、
最
強
の
守
護
獣
と
し
て
国
王
の
玉
座
な
ど

に
刻
ま
れ
た
「
獅
子
」
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
が
イ
ン
ド
や
中
国
、
朝
鮮
を
経
て
日
本
へ

伝
わ
り
、
平
安
時
代
は
宮
中
で
魔
除
け
に
用
い

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
大
倉
集
古
館
の
各

所
に
姿
を
見
せ
る
幻
獣
は
、
蒐
集
品
や
遺
物
の

守
護
神
で
あ
り
、
伊
東
の
建
築
設
計
に
お
け
る

遊
び
心
の
発
露
と
も
い
え
る
。

　ち
な
み
に
、
二
階
の
中
国
風
の
趣
に
あ
ふ
れ

る
テ
ラ
ス
は
、
大
倉
喜
八
郎
の
お
気
に
入
り
の
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中国風の意匠でまとめられた2階テラス。昔はここから東京の街並みや東京湾が遠望できた 華やかに装飾された2階展示室。天井には中国皇帝のシンボルでもある龍のレリーフ、円柱の上部にはインド神話に登場する怪魚の姿が見える

中国・魏晋南北朝時代の獅子と階段に鎮座する狛犬

伊東忠太は建物の設計だけ
でなく、照明や扉や窓の装飾、
 2階テラスの背板に石材を
組み合わせた椅子や館内に
あるテーブルなどの家具か
ら、展示品を収めるケースな
どの備品に至るまで、建物全
体をトータルデザインしまし
た。そのデザインには、旅先
で見た各地の文様やモチー
フがちりばめられています。

大
倉
喜
八
郎
の
蒐
集
美
術

　地
下
鉄
「
虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ
」
駅
か
ら
、
ぶ
ら

ぶ
ら
と
江
戸
見
坂
を
歩
く
。

　江
戸
の
昔
、
こ
の
坂
の
上
か
ら
江
戸
の
街
が

見
わ
た
せ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
。

江
戸
城
は
も
ち
ろ
ん
、
品
川
の
海
や
富
士
山
も

よ
く
見
え
た
と
い
う
。
坂
を
上
り
き
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
の
が
「
大
倉
集
古
館
」
で
あ
る
。

　銅
板
葺
き
の
緑
青
が
美
し
い
屋
根
に
白
壁
。

正
面
の
二
階
テ
ラ
ス
を
支
え
る
石
貼
り
の
五
連

ア
ー
チ
が
印
象
的
な
中
国
風
の
外
観
。

　異
彩
を
放
つ
そ
の
姿
は
、
ま
る
で
伝
説
の
龍

宮
城
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
だ
。

　も
と
も
と
こ
の
地
は
、天
保
年
間
に
川
越
藩
・

ト
ル
コ
な
ど
を
旅
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
学

会
で
使
わ
れ
て
い
た
「
造
家
」
と
い
う
言
葉
を

「
建
築
」
と
改
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　彼
の
代
表
作
に
、
平
安
神
宮
や
東
京
大
学
正

門
、
湯
島
聖
堂
、
築
地
本
願
寺
な
ど
が
あ
る
。

大
の
妖
怪
好
き
と
も
い
わ
れ
、
幼
少
期
に
親
し

ん
だ
妖
怪
や
、
古
今
東
西
の
空
想
上
の
幻
獣
を

モ
チ
ー
フ
と
し
た
造
形
は
、
建
築
空
間
に
摩
訶

不
思
議
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
。

　そ
の
独
創
的
な
設
計
思
想
は
、
大
倉
集
古
館

の
各
所
に
も
活
か
さ
れ
て
い
る
。

　
神
話
や
伝
説
上
の
生
き
物

　ま
ず
は
屋
根
の
大
棟
の
両
端
に
注
目
し
て
み

よ
う
。
名
古
屋
城
のし
鯱ゃ

ち
に
似
た
幻
獣
が
、
大
口

を
開
け
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

　こ
れ
は
中
国
の
伝
説
上
の
生
き
物
で
、
龍
が

生
ん
だ
九
匹
の
子
の
う
ち
の
一
匹
と
い
わ
れ
、

螭ち
ふ

吻ん

、
あ
る
い
は
鴟し

ふ
吻ん

と
も
呼
ば
れ
る
。
頭
は

獅
子
、
足
は
龍
、
尻
尾
は
水
流
を
表
わ
し
、
口

か
ら
吐
い
て
い
る
の
が
屋
根
の
棟
だ
と
い
う
。

　ま
た
、
下
り
棟
の
途
中
に
も
幻
獣
の
傍ぼ

う

吻ふ
ん

が

天
井
に
目
を
や
れ
ば
、
如
意
宝
珠
を
咥く

わ

え
た
龍

の
レ
リ
ー
フ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ご
存
じ
の
と
お
り
、
龍
の
体
は
大
蛇
に
似
て

背
中
に
は
八
十
一
枚
の
鱗
が
あ
る
。
足
に
は
各

五
本
の
指
、
頭
に
二
本
の
角
を
持
ち
、
長
い
耳

と
髭
が
特
徴
。
水
中
や
地
中
に
棲す

み
、
と
き
に

天
空
を
飛
翔
し
て
雨
雲
や
嵐
を
呼
び
、
稲
妻
を

放
つ
と
い
う
。
中
国
で
は
神
獣
、
霊
獣
で
あ
り
、

皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
。

　そ
の
龍
が
、
展
示
室
の
天
井
か
ら
観
覧
者
を

見
下
ろ
し
、
ぎ
ょ
ろ
り
と
睨
み
を
き
か
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。

伊
東
忠
太
の
不
思
議
世
界

　も
う
ひ
と
つ
の
見
ど
こ
ろ
は
、
階
段
の
親
柱

に
置
か
れ
た
五
頭
の
狛
犬
だ
。

　も
と
も
と
狛
犬
の
起
源
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト

配
さ
れ
、
同
じ
よ
う
に
棟
を
吐
き
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
装
飾
動
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
魔
除
け

や
火
除
け
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　つ
ぎ
に
展
示
室
二
階
を
覗
い
て
み
よ
う
。

　白
い
円
柱
の
上
部
に
あ
る
斗と

き

栱ょ
う

に
も
幻
獣
が

レ
リ
ー
フ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
屋
根
に
あ
る

幻
獣
の
変
形
型
で
あ
り
、
イ
ン
ド
神
話
に
描
か

れ
た
想
像
上
の
怪
魚
・
摩ま

か
竭つ

ぎ
魚ょ

「
マ
カ
ラ
」
を

モ
デ
ル
に
し
た
と
も
伝
わ
る
。

　一
般
的
に
は
象
の
頭
を
持
つ
魚
と
さ
れ
る
が
、

巨
大
な
イ
ル
カ
や
ワ
ニ
の
よ
う
な
生
き
物
と
も
。

起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や

バ
ビ
ロ
ニ
ア
時
代
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
占
星
術
に

登
場
す
る
巨
大
魚
が
イ
ン
ド
に
伝
わ
り
、
幻
獣

マ
カ
ラ
に
変
貌
を
と
げ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

松
平
大
和
守
の
屋
敷
が
あ
っ
た
場
所
。
明
治
期

以
降
は
政
府
が
接
収
し
、
事
務
所
や
外
国
人
宿

舎
用
地
な
ど
に
使
わ
れ
た
。

　そ
の
後
、
大
倉
財
閥
の
創
始
者
で
あ
る
大
倉

喜
八
郎
が
購
入
し
、
邸
宅
を
構
え
た
。
広
大
な

私
邸
の
一
部
に
、
文
化
の
保
護
と
向
上
を
め
ざ

し
て
蒐
集
し
た
東
洋
の
仏
教
美
術
や
絵
画
、
工

芸
品
、
考
古
遺
物
を
展
示
し
美
術
館
と
し
た
。

　そ
の
蒐
集
品
と
文
化
へ
の
想
い
が
、
現
在
の

大
倉
集
古
館
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

伊
東
忠
太
の
独
創
的
設
計

　当
初
は
個
人
的
な
美
術
館
で
あ
っ
た
が
、
大

正
六
（
一
九
一
七
）
年
、
大
倉
集
古
館
と
名
称

を
変
え
、
日
本
で
最
初
の
財
団
法
人
私
立
美
術

館
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

　だ
が
、
関
東
大
震
災
で
被
災
し
、
表
門
と
倉

庫
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
灰か

い

燼じ
ん

に
帰き

し
て
し
ま

う
。
そ
の
再
建
に
あ
た
っ
た
の
が
、
建
築
家
・

伊
東
忠
太
で
あ
る
。

　伊
東
は
西
洋
建
築
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
日

本
建
築
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
中
国
や
イ
ン
ド
、

場
所
で
あ
っ
た
。
現
在
は
高
層
ビ
ル
群
に
視
界

を
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
東
京
の

街
や
遠
く
の
海
を
眺
め
る
の
が
好
き
だ
っ
た
と

い
う
。

　大
倉
集
古
館
で
は
年
に
四
〜
六
回
、
展
覧
会

が
開
催
さ
れ
る
。
訪
れ
る
際
に
は
、
展
示
物
と

と
も
に
、
大
倉
喜
八
郎
の
人
と
な
り
や
歴
史
に

想
い
を
馳
せ
、
不
思
議
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
た

「
伊
東
忠
太
ワ
ー
ル
ド
」
を
味
わ
っ
て
み
る
の

も
一
興
だ
ろ
う
。

4所在地：東京都港区虎ノ門 2 –10 –3 （オークラ東京前）

4TEL. 03 - 5575 - 5711 

4開館時間：10：00～17：00 （入館は16：30まで）

   　 金曜日は19：00まで （入館は18：30まで）

4休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）、展示替え期間、年末 等
    ＊展覧会内容、出品作品、会期、展示替え日など都合により変更あり

4入館料：一般 1,000円（特別展は1,500円）

    大学生・高校生 800円（特別展は1,000円） ＊学生証をご提示ください
    中学生以下無料　
    ＊障がい者手帳、被爆者手帳をご提示の方と同伴者1名は無料
    ＊お着物（和装）で来館の方は300円引き（割引併用不可）

4交通：東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 中央改札（泉ガーデン方面）より5分
   東京メトロ日比谷線 神谷町駅 4b出口より7分
   東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 A2出口より8分

4ホームページ：https://www.shukokan.org/

　大倉集古館

で
、
最
強
の
守
護
獣
と
し
て
国
王
の
玉
座
な
ど

に
刻
ま
れ
た
「
獅
子
」
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
が
イ
ン
ド
や
中
国
、
朝
鮮
を
経
て
日
本
へ

伝
わ
り
、
平
安
時
代
は
宮
中
で
魔
除
け
に
用
い

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
大
倉
集
古
館
の
各

所
に
姿
を
見
せ
る
幻
獣
は
、
蒐
集
品
や
遺
物
の

守
護
神
で
あ
り
、
伊
東
の
建
築
設
計
に
お
け
る

遊
び
心
の
発
露
と
も
い
え
る
。

　ち
な
み
に
、
二
階
の
中
国
風
の
趣
に
あ
ふ
れ

る
テ
ラ
ス
は
、
大
倉
喜
八
郎
の
お
気
に
入
り
の
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従来の「非住宅ゾーン」が大きく生まれ変わりました。既設
の「高齢者施設エリア」と「児童向け施設エリア」に加えて、
ラグジュアリーな雰囲気にあふれた「ホテルエリア」を新設。
大きくイメージを一新いたしました。

このところのコロナ禍の収束に伴ってインバウンド（訪日外
国人旅行）が回復し、首都圏や有名観光地を中心に新規ホ
テルの開業や改修、改装といった需要が増加しています。ま
た一般住宅においてもホテルライクの暮らしというニーズ
が高まっているなか、ホテル施設での弊社商品の使用例や
提案をおこなうエリアとして誕生しました。

一歩足を踏みいれれば、華やかで豪華さを感じさせるエント
ランス。ご来場をお待ちしております。

ホテルの客室をイメージした当エリアには、このほかにSW専用物干し、アップダウンキャスターシリーズ、移動間仕切「リベ

ルテ」、スマートテーブル、サニタリー金物等々、さまざまな商品群が展示されています。ぜひ、実際に見て、触れて、体験して

いただければと思います。

C
S
タ
ワ
ー
4
階「
非
住
宅
ゾ
ー
ン
」に

ホ
テ
ル
エ
リ
ア
誕
生

可動ルーバー
リゾートホテルの雰囲気を感じさせる採光・遮光、換気用の

可動式ルーバー。1枚の羽根を操作すると、ワンアクションで

他の羽根も連動して開閉することができます。羽根はアルミ

製で汎用性が高く、可動範囲は90度まで。またコンパクトで

コストも軽減でき、引戸にも開き戸にも取り付けが可能です。

重量用ソフトクローズ FC-8100-K

高級ホテルをイメージさせる重厚でおしゃれな引戸です。

従来は総重量50 kg以下まででしたが、80 kg以下の重い引

戸にも対応できるソフトクローズを採用。戸先と戸尻の両方

にソフトクローズ上部吊り車を使用することで、戸の開閉時

約85mm手前でソフトクローズが作動します。

テープライト ATL-01

室内の静寂と休息を豊かに優しく彩るテープライト

重厚さを感じるデザイン性あふれる屋内用木製引戸

ワンアクションで開閉するスタイリッシュなルーバー

テープライト ATL-01は、ベッドのヘッドボードに設置され

た優しい光のドットタイプの照明です。名前のとおりテープ

状の屋内外専用のシリコンタイプで、4メートルの長距離ラ

インを電源1台から使用可能。発光色は「電球色」「白色」「昼

白色」「昼光色」の4種類で、裏面の両面テープにより現場で

楽に施工ができます。

テープライト ATL-02

テープライト ATL-02は、クローゼットなどの収納場所に取

り付けられたLEDの面発光タイプの照明です。発光色は「電

球色（2色）」「白色」「昼光色」の4種類に加え、特注品の「R

（赤）」「G（緑）」「 B（青）」の計7種類。いずれもLEDの光が、

ゆったりとした寛ぎタイムを演出してくれます。
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2024
春の
新作発表会
in 東京

去る4月18日（木）～ 20日（土）、アトムC Sタワーにて
「2024春の新作発表会 in 東京」が開催されました。「人
に寄り添い 住まいを彩る」をキャッチフレーズに、住ま
いをより快適にする住宅用内装金物を、建具や家具に
取り付けた状態で幅広く展示し、ご覧いただきました。
また4階の「非住宅ゾーン」では、高齢者向け施設や児
童向け施設に加え、新たにホテルをイメージした「ホテ
ルエリア」を設置。弊社の新たな試みや商品をご体感い
ただきました。ご来場いただき、ありがとうございました。

 4月10日（水）から14日（日）、ベトナム・ホーチミンで開催さ

れた建築系展示会「VIETBUILD 2024」に出展しました。

今回で3回目の出展となり、会期中には約1,000人がブース

に訪れました。新たなベトナムでの生活スタイルを提案する

ため、「HRシステム」などの引戸金具を中心に、「見て」「触

れて」「体験できる」という展示コンセプトのもと、前回より

もさらにサンプル台のバリエーションを増やし、幅広い商品

を展示しました。多くの方に製品のアピールができ、訪れた

お客さまは実際に手に取り動作を確認するなど、好感触を

得ることができました。また今回は、装飾金物やDIY製品な

ど、日本製品ならではの展示品にも多くの反響をいただきま

した。こういった身近でイメージをしやすい商品を通してア

トムブランドを知ってもらい、ベトナム国内での認知度を高

めていき、ベトナム市場に製品アピールを続けていきたい

と考えています。今後も継続的な出展を続け、さまざまな

提案をしていきたいと思います。

ベトナム最大級の建築系展示会
 ベ  ト  ビ  ル  ド「VIETBUILD 2024」
に再出展しました

引戸用上部すきま隠し CC -U
引戸用上部すきま隠し CC - Uは、上吊式引戸の上框から漏

れる光を軽減する遮光効果と同時に、冷暖房時の空気を逃

がさないよう断熱効果を高める「すきま隠し」です。天井（上

枠）に取り付けるため、後付けが可能です。

引戸用ボトムタイト
引戸用ボトムタイトは、上吊式引戸の下部に取り付ける「す

きま隠し」です。引戸を閉じたときに、ボトムタイトエンド

（BT-100）に内蔵されたマグネットが作動し、下部の隙間を

塞ぎます。ソフトクローズ上部吊り車との併用が

可能で、CC- Uと同じように、光漏れを軽減し、

冷暖房の効率を上げることに役立ちます。

SU-101連動引戸金具
SU-202連動引戸金具
 SU-101は、ワイヤーシンクロユニットを引戸

の下部に取り付けることで、シンクロ連動引戸

として操作が可能です。使用場所に応じて3枚

片引きや 2枚片引き、3枚引違いといった連動

引戸にも対応。使用場所に応じて金具を組み

替えず左右勝手に対応することができます。

 SU-202は、ワイヤーシンクロユニットを引戸

の上部に取り付けるタイプ。SU-101と同様に

各連動引戸に対応でき、扉下部に SU-101が取

り付けられない扉にも取り付けることができま

す。連結ジョイントを組み替えることで、左右

勝手に対応できます。

下部金具は「下レールあり、なし」が選択可能。 

SU-101、 SU- 202ともに、それぞれの用途に合

わせてご利用いただけます。

SU-101

SU-202

 2枚以上の扉をシンクロさせる連動引戸用金具上吊式引戸の遮光と断熱に対応した新商品
引戸が閉まると

シャッターが降りて
床との隙間を
塞ぎます

ソフトな遮光カバーが引戸に密着し
光や空気の漏れを軽減します

紹介動画

16 15
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浪速区新世界界隈編

関西出身の旅スケッチ画家が
気ままに歩いてみつけた大阪の下町の日常を
その場でスケッチしていきます。

大阪下町の第1回目は、誰もが知っている
大阪ナニワの通天閣周辺、新世界に
行ってきました。昭和の味がコテコテに残る
この場所はもはや外国人観光客がいっぱいの
インターナショナルな街でもありました。

旅スケッチ画家 

ごとうゆき
兵庫県明石市出身 神戸在住
日常生活をスケッチするのが得意。
東海道五十三次のスケッチに
頑張りだしたこの頃。

編 集 後 記
本社（台東区入谷）近くにある小野照崎神社の境内には、富士塚 「下
谷坂本富士」があります。富士塚とは、江戸時代、誰もが気軽に行
けなかった富士山の代わりに作られたミニチュア富士山のこと。下
谷坂本富士は、ふだんは門が閉まり立ち入りできませんが、毎年、
夏越の大祓と富士山の開山に合わせた6月30日と7月1日のみ登
ることができます。富士山から本物の溶岩を運んで作られた高さ
約6mの富士塚には一合目から順に十合目まで記されており、実際
に登ってみると、ゴツゴツとした道で、ちょっとした登山気分を味
わえます。富士塚は関東を中心に残っているとのこと。機会があれ
ば登ってみてはいかがでしょうか。 〈BELIEVER〉

私
は
小
さ
い
頃
か
ら
ピ
ア
ノ
を
続
け
て
い
ま
す
。
4
歳

の
頃
母
に
習
わ
さ
れ
た
ピ
ア
ノ
で
す
が
、
止
め
た
い
と
は

一
度
も
思
わ
ず
、
3
年
前
に
娘
を
出
産
す
る
ま
で
、
社
会

人
に
な
っ
て
も
続
け
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
の
時
は
、
友

達
と
遊
び
た
か
っ
た
り
、
テ
レ
ビ
を
見
た
く
て
練
習
が
嫌

な
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、
社
会
人
に
な
っ
て
練
習
時
間

が
減
っ
た
り
、
全
く
弾
く
時
間
が
無
く
な
る
と
、
弾
け
な

く
て
イ
ラ
イ
ラ
し
た
り
、
無
性
に
急
に
弾
き
た
く
な
っ
た

り
、
ピ
ア
ノ
が
好
き
な
ん
だ
な
と
、
大
人
に
な
っ
て
気
づ

き
ま
し
た
。

弾
く
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
好
き
で
す
が
、
ク
ラ
シ
ッ
ク

を
聞
く
こ
と
も
昔
か
ら
好
き
で
す
。
ピ
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ノ
や
バ
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オ
リ

ン
、
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ラ
や
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ペ
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、
中
で
も
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ぱ
り
一
番

好
き
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色
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す
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譜
を
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を
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を
追
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る
の
は
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に
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。
ま
た
、
作
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家
の
伝
記
を
読
み
、
曲
の
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
理
解
し
て
曲
を
聞
く
の
も
面
白
い
で
す
。

ど
ち
ら
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と
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え
ば
、
古
い
曲
が
好
き
な
の
で
す
が
、
こ

の
時
代
に
生
き
た
人
は
こ
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な
ふ
う
に
感
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た
の
か
、
こ

の
時
の
出
来
事
を
こ
ん
な
ふ
う
に
表
現
し
て
い
る
ん
だ
と

か
、
そ
の
曲
が
で
き
た
時
代
、
背
景
、
季
節
、
国
等
、
想

像
し
な
が
ら
聴
い
て
い
ま
す
。
夫
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
聴
く

の
で
、
時
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一
緒
に
コ
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サ
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も
行
っ
て
い
ま
す
。
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の
は
、
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ー
ロ
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で
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時
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催

さ
れ
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い
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コ
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サ
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を
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つ
け
て
行
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と
で
す
。

現
地
で
、
そ
の
音
楽
を
聴
く
と
雰
囲
気
も
増
し
、
一
段
と

感
動
し
ま
す
。
今
は
子
育
て
で
忙
し
い
の
で
、
老
後
に
、

旅
行
の
つ
い
で
に
イ
タ
リ
ア
の
円
形
闘
技
場
で
開
か
れ
る

オ
ペ
ラ
や
、
シ
ョ
パ
ン
コ
ン
ク
ー
ル
を
聴
き
に
行
く
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を

楽
し
み
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

読者の声
Vol.63

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。

卸売事業部　村本 有衣子
アトム製品取り扱い代理店への
卸売の営業事務を担当

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

すだれ職人について、すだれは最近はなかなか使わなくなりま
したが現代の住宅などでも使えないかと思いながら読ませてい
ただきました。 〈 愛知県 Ｈ・Ｍ様 〉

「アテナの道具箱」では、作業をしている職人さんの写真や道具
を使っている手元の写真もあり、実際に作業場見学に行ってい
るような気になりました。次回の記事も楽しみにしています。
 〈 東京都 Ｈ・Ａ様 〉

コンクリートの記事があったが、引き続きわかりやすい形で、建
設関連周辺の記事を。 〈 神奈川県 Ｋ・Ｔ様 〉

古い建物もよいですが、近代的な建物にも興味があります。珍し
い（新しい）工法やデザインの建物や新旧建物でどのように金物
が違うかなどの対比があると面白いと思います。
 〈 東京都 ホワイトライラック様 〉

P15 「秋の内覧会 in大阪」のページで、引戸のアウトセットに下
加重のものがあることを知ることができた。「アウトセット＝上
吊り」だったので施工可能な現場が増えそうです。あと上部の固
定方法が気になりました。 〈 栃木県 Ｎ・Ｓ様 〉

数年前、東京勤務だったころコロナ禍にあって赤坂離宮に行った
思い出が蘇りました。美しい内容の記事だと思います。
 〈 岩手県 zoom様 〉

スフィンクスが石の神さまのコーナーに出てきたのがよかった
です。海外のも国内のも神さま仏さま、色々な情報を知ることが
できて楽しいです。 〈 東京都 しろ様 〉

外装も内装もとてもステキでかわいい、カタルーニャ音楽堂。
夜は、このホールでコンサートを聴きました

https: / /atomlt -120th.jp /

周年記念サイトのご案内
2023年10月、アトムリビンテックは「創業120周年」を迎え、2024

年1月に「アトムブランド70周年」を迎え、10月には「法人改組70周

年」を迎えます。当社のこれまでのあゆみや社長メッセージを掲載

した「周年記念サイト」をオープンいたしました。
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https: / /atomlt -120th.jp /

周年記念サイトのご案内
2023年10月、アトムリビンテックは「創業120周年」を迎え、2024

年1月に「アトムブランド70周年」を迎え、10月には「法人改組70周

年」を迎えます。当社のこれまでのあゆみや社長メッセージを掲載

した「周年記念サイト」をオープンいたしました。
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■本社／〒110-8680 東京都台東区入谷1-27-4 TEL.03-3876-0600（代表）

■アトムCSタワー／〒105-0004 東京都港区新橋4-31-5

■アトム住まいの金物ギャラリー大阪事業所／〒564-0052 大阪府吹田市広芝町18-5
TEL.06-6821-7281　　FAX.06-6821-7282
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卸 売 事 業 部
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亜 吐 夢 金 物 館

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

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

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