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アテナの道具箱

石の神様・仏様

住まいに役立つ仲間たち

CSタワー通信

Vegetable Atelier

古今東西たてものがたり
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今号の表紙 写真　コールラビ

photo by 吉田周平

1981年神奈川県南足柄市生まれ。千葉県八千代市

在住。娘の誕生をきっかけに写真に出会う。あるが

ままの日常を独自の視点で撮影する。

ギャラリーショップKANAGUのアイテムのなかでも高い人気を誇る、

チタン製タンブラー「タイタネスタンブラー ワイン」。名前はワインで

すが、焼酎のロックなどを召し上がるイメージでお求めいただくこと

も多いようです。特徴は何といっても保温・保冷性に優れていること。

真空二重構造によってあたたかいものは冷めにくく、冷たいものなら

氷は何時間も溶けずに残っています。

新潟県燕市の高度な金属加工技術に裏打ちされた高い機能性と美し

いデザイン性、そしてこの存在感は、タンブラーを手に取ったとき、そ

してお好きなドリンクを口にしたときに実感できることでしょう。

6真空二重構造チタン製タンブラー
　 TITANESS Tumbler Wine

巻末のハガキ・FAXまたはホームページの
アンケートにお答えいただいた方のなかから抽選で
3名様にプレゼントいたします。

締め切り　2017年 7月31日（月）

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］　φ72mm×H86mm  280ml　［材質］　チタン　［重量］　95g　
［販売価格］　16,000円＋消費税　［色］　Mirror　＊桐箱入り

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

「コールラビ」については10ページでご紹介しています

S-280Mi

製本家 本間あずささん

嵐は何かを学ぶためにある

『キッチン』は、今やおしゃれな空間に !

アトムCSタワー 10周年の記念展示を行いました

コールラビ

埼玉県比企郡川島町　遠山記念館

2017 春の新作発表会レポート

大阪市　Salon de AManTo天人
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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

─

　手
製
本
の
作
業

　─

　武
蔵
野
の
閑
静
な
住
宅
街
の
一
角
に
あ
る
、

古
民
家
風
の
一
軒
家
。
小
さ
な
菜
園
が
つ
く
ら

れ
た
庭
の
柿
の
木
や
可
憐
な
花
々
が
、
季
節
の

移
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
。「
空
想
製
本
屋
」の
本

間
あ
ず
さ
さ
ん
の
自
宅
兼
ア
ト
リ
エ
で
あ
る
。

　手
製
本
の
作
業
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　作
業
台
に
は
、
一
冊
の
本
と
な
る
前
の

お折り
ち

丁ょ
う

と
呼
ば
れ
る
紙
の
束
。「
通
常
は
、
印
刷
を
終
え

て
断
裁
さ
れ
、
 16
ペ
ー
ジ
分
が
一
束
に
な
り
ま

す
」。
そ
の
折
丁
を
麻
糸
で
縫
い
綴
じ
、ペ
ー
ジ

順
に
か
さ
ね
て
い
く
。
一
冊
分
の
本
文
が
ま
と

ま
っ
た
ら
、
背
の
部
分
を
牛
骨
の
ヘ
ラ
な
ど
を

使
っ
て
糊
で
固
め
、
製
本
用
の
ハ
ン
マ
ー
で
丸

み
を
つ
け
る
。

　さ
ら
に
、
そ
の
丸
み
を
イ
チ
ョ
ウ
形
に
成
形

す
る
た
め
に
プ
レ
ス
機
へ
。「
本
が
ス
ム
ー
ズ
に

開
く
よ
う
に
す
る
作
業
の
ひ
と
つ
で
す
」。

　次
に
、
背
の
部
分
に
補
強
用
の
布
を
貼
り
、

「
花
ぎ
れ
」
な
ど
を
つ
け
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
本
文

部
分
は
完
成
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
表
紙
を
つ

け
、
本
と
い
う
形
が
で
き
あ
が
る
ま
で
に
は
、

さ
ら
に
い
く
つ
も
の
工
程
が
必
要
と
な
る
。

─

　自
由
な
本
の
形

　─

　本
間
さ
ん
と
手
製
本
と
の
出
会
い
は
、
大
学

四
年
生
の
と
き
。
二
十
一
歳
の
春
だ
っ
た
。

　き
っ
か
け
は
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
製
本

工
芸
家
と
し
て
知
ら
れ
る
栃と

ち

折お
り

久
美
子
氏
の
本

を
読
ん
だ
こ
と
。
一
読
し
て
魅
せ
ら
れ
た
。「
手

製
本
と
は
本
と
人
と
の
間
を
繋
い
で
く
れ
る
も

の
だ
と
実
感
し
た
の
で
す
。
こ
れ
を
仕
事
に
し

た
い
と
、
そ
の
と
き
決
め
ま
し
た
」。
本
間
さ
ん

は
、
手
製
本
の
基
本
的
な
技
術
を
身
に
つ
け
よ

う
と
、
大
学
を
一
年
間
休
学
し
て
、
そ
の
勉
強

に
打
ち
こ
ん
だ
。
一
冊
の
本
と
の
出
会
い
が
、

人
生
を
運
命
づ
け
た
。

　も
と
も
と
、
手
製
本
の
伝
統
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
も
の
。「
何
百
年
も
前
か
ら
、
本
は
仮
綴
じ
、

未
綴
じ
と
い
う
未
製
本
の
状
態
で
販
売
さ
れ
、

読
者
が
そ
れ
を
町
の
製
本
屋
や
製
本
家
に
注
文

し
て
、
自
分
好
み
の
装
幀
に
仕
立
て
る
と
い
う

文
化
が
あ
り
ま
し
た
」

　し
か
し
、
日
本
で
は
版
元
製
本
の
大
量
生
産

が
主
流
で
あ
り
、
個
人
が
本
の
形
を
自
由
に
選

ぶ
と
い
う
文
化
は
育
た
な
か
っ
た
。「
で
も
、
手

製
本
な
ら
読
者
が
自
由
に
本
の
形
を
考
え
ら
れ

る
し
、
本
づ
く
り
と
い
う
工
程
に
み
ず
か
ら
関

わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　一
人
に
一
冊
。
自
分
の
た
め
の
本
を
つ
く
り

だ
す
喜
び
が
得
ら
れ
る
の
だ
。

─

　解
体
と
再
構
築

　─

「
空
想
製
本
屋
」
と
い
う
屋
号
は
、
手
製
本
を

習
い
始
め
た
大
学
時
代
か
ら
決
め
て
い
た
。「
本

は
形
に
な
る
以
前
に
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ

や
想
い
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
大

切
に
し
な
が
ら
手
作
業
か
ら
生
ま
れ
る
空
想
を

羽
ば
た
か
せ
て
、
一
冊
の
本
と
い
う
形
に
仕
上

げ
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る
よ
う
な
屋
号
に
し
た

か
っ
た
」
と
い
う
。

　本
間
さ
ん
が
「
本
の
お
仕
立
て
直
し
」
と
名

づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な
想
い
を
仕
事
に
し

た
も
の
だ
。「
ま
ず
は
、
お
客
さ
ま
が
大
切
に
し

て
い
る
本
を
お
預
か
り
し
て
、
そ
の
本
に
寄
せ

る
気
持
ち
や
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
伺
い
ま
す
。

そ
れ
に
沿
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、

本
の
デ
ザ
イ
ン
や
モ
チ
ー
フ
、
色
味
な
ど
を
決

め
て
い
き
ま
す
」

　預
か
っ
た
本
を
、
い
っ
た
ん
バ
ラ
バ
ラ
に
解

体
し
、
ふ
た
た
び
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
て
再
構
築

す
る
。
手
製
本
と
い
う
工
程
を
経
て
、
新
た
な

本
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
の
だ
。

　そ
の
人
の
た
め
だ
け
の
、
世
界
に
た
っ
た
一

冊
の
本
。
そ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
友
人
や
人

生
の
伴
侶
と
も
い
え
る
特
別
な
一
冊
と
し
て
、

人
の
傍
ら
に
寄
り
添
っ
て
い
く
。

─

　祈
る
気
持
ち

　─

　手
製
本
を
通
し
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
、
本
と
人

と
の
濃
密
な
関
係
。「
い
ち
ば
ん
気
を
つ
か
い
大

事
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
本
の
一
生
を
考
え

る
こ
と
。
お
客
さ
ま
の
手
元
に
渡
っ
た
あ
と
も
、

そ
れ
か
ら
先
も
、
ず
っ
と
育
っ
て
い
っ
て
大
切

に
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
、
世
代
を
超
え

て
子
ど
も
や
孫
の
時
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て

い
き
ま
す
よ
う
に
」
と
願
う
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

A Z U S A  H O N M A

アテナの道具箱本と人を繋ぐ

本間あずさ

vol. II

1983年茨城県笠間市生まれ。東京外国語大学卒業。大学在学中の2005

年より都内の工房にて手製本を学ぶ。編集職を経た後、2010年「空想製
本屋」を屋号に製本家として独立。
2011年、半年間スイス・アスコナの製本学校に留学。現在は東京都武蔵
野市に自宅兼アトリエを構え、少部数の受注製本、製本教室、ワークショ
ップなどの活動中。手製本リトルプレスMONONOME PRESSを主宰

製本家

　ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
業
に
心
を
こ
め
、
時
間

を
か
け
て
、丁
寧
に
、丁
寧
に
。「
美
し
い
も
の
を

生
み
出
し
た
い
と
、祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
す
」

　そ
の
本
間
さ
ん
が
思
い
描
く
理
想
の
本
が
あ

る
。「
本
は
人
間
が
つ
く
り
あ
げ
た
人
工
的
な
創

造
物
だ
け
れ
ど
、
人
間
の
エ
ゴ
や
作
為
が
感
じ

ら
れ
な
い
よ
う
な
本
、
ま
る
で
自
然
物
の
ひ
と

つ
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
本
づ
く
り
が
目
標

で
す
」

　あ
る
日
、
ふ
と
や
っ
て
き
て
家
族
の
一
員
に

な
っ
た
よ
う
な
、何
気
な
い
存
在
。
そ
こ
に
製
本

家
が
い
た
こ
と
す
ら
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
、
自
然

の
中
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
一
冊
の
本
。

　野
辺
に
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
、
一
輪
の
花
の
よ

う
に
。
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春
だ
っ
た
。

　き
っ
か
け
は
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
製
本

工
芸
家
と
し
て
知
ら
れ
る
栃と

ち

折お
り

久
美
子
氏
の
本

を
読
ん
だ
こ
と
。
一
読
し
て
魅
せ
ら
れ
た
。「
手

製
本
と
は
本
と
人
と
の
間
を
繋
い
で
く
れ
る
も

の
だ
と
実
感
し
た
の
で
す
。
こ
れ
を
仕
事
に
し

た
い
と
、
そ
の
と
き
決
め
ま
し
た
」。
本
間
さ
ん

は
、
手
製
本
の
基
本
的
な
技
術
を
身
に
つ
け
よ

う
と
、
大
学
を
一
年
間
休
学
し
て
、
そ
の
勉
強

に
打
ち
こ
ん
だ
。
一
冊
の
本
と
の
出
会
い
が
、

人
生
を
運
命
づ
け
た
。

　も
と
も
と
、
手
製
本
の
伝
統
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
も
の
。「
何
百
年
も
前
か
ら
、
本
は
仮
綴
じ
、

未
綴
じ
と
い
う
未
製
本
の
状
態
で
販
売
さ
れ
、

読
者
が
そ
れ
を
町
の
製
本
屋
や
製
本
家
に
注
文

し
て
、
自
分
好
み
の
装
幀
に
仕
立
て
る
と
い
う

文
化
が
あ
り
ま
し
た
」

　し
か
し
、
日
本
で
は
版
元
製
本
の
大
量
生
産

が
主
流
で
あ
り
、
個
人
が
本
の
形
を
自
由
に
選

ぶ
と
い
う
文
化
は
育
た
な
か
っ
た
。「
で
も
、
手

製
本
な
ら
読
者
が
自
由
に
本
の
形
を
考
え
ら
れ

る
し
、
本
づ
く
り
と
い
う
工
程
に
み
ず
か
ら
関

わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　一
人
に
一
冊
。
自
分
の
た
め
の
本
を
つ
く
り

だ
す
喜
び
が
得
ら
れ
る
の
だ
。

─

　解
体
と
再
構
築

　─

「
空
想
製
本
屋
」
と
い
う
屋
号
は
、
手
製
本
を

習
い
始
め
た
大
学
時
代
か
ら
決
め
て
い
た
。「
本

は
形
に
な
る
以
前
に
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ

や
想
い
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
大

切
に
し
な
が
ら
手
作
業
か
ら
生
ま
れ
る
空
想
を

羽
ば
た
か
せ
て
、
一
冊
の
本
と
い
う
形
に
仕
上

げ
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る
よ
う
な
屋
号
に
し
た

か
っ
た
」
と
い
う
。

　本
間
さ
ん
が
「
本
の
お
仕
立
て
直
し
」
と
名

づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な
想
い
を
仕
事
に
し

た
も
の
だ
。「
ま
ず
は
、
お
客
さ
ま
が
大
切
に
し

て
い
る
本
を
お
預
か
り
し
て
、
そ
の
本
に
寄
せ

る
気
持
ち
や
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
伺
い
ま
す
。

そ
れ
に
沿
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、

本
の
デ
ザ
イ
ン
や
モ
チ
ー
フ
、
色
味
な
ど
を
決

め
て
い
き
ま
す
」

　預
か
っ
た
本
を
、
い
っ
た
ん
バ
ラ
バ
ラ
に
解

体
し
、
ふ
た
た
び
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
て
再
構
築

す
る
。
手
製
本
と
い
う
工
程
を
経
て
、
新
た
な

本
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
の
だ
。

　そ
の
人
の
た
め
だ
け
の
、
世
界
に
た
っ
た
一

冊
の
本
。
そ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
友
人
や
人

生
の
伴
侶
と
も
い
え
る
特
別
な
一
冊
と
し
て
、

人
の
傍
ら
に
寄
り
添
っ
て
い
く
。

─

　祈
る
気
持
ち

　─

　手
製
本
を
通
し
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
、
本
と
人

と
の
濃
密
な
関
係
。「
い
ち
ば
ん
気
を
つ
か
い
大

事
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
本
の
一
生
を
考
え

る
こ
と
。
お
客
さ
ま
の
手
元
に
渡
っ
た
あ
と
も
、

そ
れ
か
ら
先
も
、
ず
っ
と
育
っ
て
い
っ
て
大
切

に
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
、
世
代
を
超
え

て
子
ど
も
や
孫
の
時
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て

い
き
ま
す
よ
う
に
」
と
願
う
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

A Z U S A  H O N M A

アテナの道具箱本と人を繋ぐ

本間あずさ

vol. II

1983年茨城県笠間市生まれ。東京外国語大学卒業。大学在学中の2005

年より都内の工房にて手製本を学ぶ。編集職を経た後、2010年「空想製
本屋」を屋号に製本家として独立。
2011年、半年間スイス・アスコナの製本学校に留学。現在は東京都武蔵
野市に自宅兼アトリエを構え、少部数の受注製本、製本教室、ワークショ
ップなどの活動中。手製本リトルプレスMONONOME PRESSを主宰

製本家

　ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
業
に
心
を
こ
め
、
時
間

を
か
け
て
、丁
寧
に
、丁
寧
に
。「
美
し
い
も
の
を

生
み
出
し
た
い
と
、祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
す
」

　そ
の
本
間
さ
ん
が
思
い
描
く
理
想
の
本
が
あ

る
。「
本
は
人
間
が
つ
く
り
あ
げ
た
人
工
的
な
創

造
物
だ
け
れ
ど
、
人
間
の
エ
ゴ
や
作
為
が
感
じ

ら
れ
な
い
よ
う
な
本
、
ま
る
で
自
然
物
の
ひ
と

つ
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
本
づ
く
り
が
目
標

で
す
」

　あ
る
日
、
ふ
と
や
っ
て
き
て
家
族
の
一
員
に

な
っ
た
よ
う
な
、何
気
な
い
存
在
。
そ
こ
に
製
本

家
が
い
た
こ
と
す
ら
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
、
自
然

の
中
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
一
冊
の
本
。

　野
辺
に
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
、
一
輪
の
花
の
よ

う
に
。
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普光寺　磨崖仏「不動三尊像」（大分県豊後大野市）

人里離れたお寺の奥に広がる不思議な光景。谷の向こうの岩

壁に不動明王とその手下である二人の童子の姿が彫られてい

ます。お不動さんの高さは11mほど。左側に石窟が二つあり、

小さい方の中にはお堂があります。どちらの石窟の壁にも、小

さな磨崖仏が彫られています。この日は大嵐でしたが、初夏に

はこの谷いっぱいにアジサイが咲いて、たくさんの人が訪れ

るそうです。

6JR豊肥本線朝地駅から車で10分

大
分
県
豊
後
大
野
市
　普
光
寺 

磨
崖
仏 

「
不
動
三
尊
像
」

嵐
は
何
か
を
学
ぶ
た
め
に
あ
る

文・写真　吉田さらさ　寺と神社の旅研究家

寺、神社、仏像に関する執筆と講師が主な仕事。取材旅行を重

ねるうちに、石の神様、仏様の像の魅力に気づき、写真を撮って

「お言葉」を考えるのがライフワークとなった。2014年秋に、撮

りためた写真をまとめた本『明日がちょっと幸せになるお地

蔵さまのことば』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）を上梓。

その他、『近江若狭の仏像』、『石仏・石の神を旅する』（いずれ

もJTBパブリッシング）など、著書多数 

http: //sarasa77.hatenablog.com/

お
寺
や
神
社
の
境
内
の
片
隅
や
道
す
が
ら
に
ひ
っ
そ
り
と
立
つ
、

石
の
神
様
・
仏
様
。時
に
よ
っ
て
は
、立
派
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お
堂
の
中
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祀
ら
れ
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国
宝
の
仏
像
よ
り
も
力
強
く
、わ
た
し
た
ち
に
何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。

毎
年
こ
こ
に
は
恐
ろ
し
い
嵐
が
や
っ
て
く
る
。

そ
れ
を
い
や
だ
と
思
う
や
つ
も
い
る
が
、
俺
た
ち
は
平
気
だ
ね
。

な
ぜ
な
ら
、
人
生
は
嵐
が
過
ぎ
去
る
の
を
待
つ
こ
と
で
は
な
く
、

嵐
の
中
で
も
何
か
を
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び
取
っ
て
、
明
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か
す
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だ
か
ら
。
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り
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。
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。
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。
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。
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が
、

よ
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を
生
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る
こ
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が
で
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る
。
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、
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受
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こ
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。
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　手
製
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作
業
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憐
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い
を
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る
。「
空
想
製
本
屋
」の
本
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宅
兼
ア
ト
リ
エ
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る
。
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製
本
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。
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台
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 16
ペ
ー
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」。
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縫
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ー
ジ

順
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冊
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ヘ
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な
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を
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、
製
本
用
の
ハ
ン
マ
ー
で
丸
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。
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、
そ
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イ
チ
ョ
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成
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す
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た
め
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レ
ス
機
へ
。「
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」。
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貼
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す
る
。
だ
が
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そ
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に
表
紙
を
つ

け
、
本
と
い
う
形
が
で
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あ
が
る
ま
で
に
は
、

さ
ら
に
い
く
つ
も
の
工
程
が
必
要
と
な
る
。
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　自
由
な
本
の
形

　─

　本
間
さ
ん
と
手
製
本
と
の
出
会
い
は
、
大
学

四
年
生
の
と
き
。
二
十
一
歳
の
春
だ
っ
た
。
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っ
か
け
は
、
ブ
ッ
ク
デ
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イ
ナ
ー
で
製
本

工
芸
家
と
し
て
知
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れ
る
栃と

ち
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り

久
美
子
氏
の
本

を
読
ん
だ
こ
と
。
一
読
し
て
魅
せ
ら
れ
た
。「
手

製
本
と
は
本
と
人
と
の
間
を
繋
い
で
く
れ
る
も

の
だ
と
実
感
し
た
の
で
す
。
こ
れ
を
仕
事
に
し

た
い
と
、
そ
の
と
き
決
め
ま
し
た
」。
本
間
さ
ん

は
、
手
製
本
の
基
本
的
な
技
術
を
身
に
つ
け
よ

う
と
、
大
学
を
一
年
間
休
学
し
て
、
そ
の
勉
強

に
打
ち
こ
ん
だ
。
一
冊
の
本
と
の
出
会
い
が
、

人
生
を
運
命
づ
け
た
。

　も
と
も
と
、
手
製
本
の
伝
統
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
も
の
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何
百
年
も
前
か
ら
、
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は
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、

未
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じ
と
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製
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の
状
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で
販
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、
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が
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を
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製
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屋
や
製
本
家
に
注
文

し
て
、
自
分
好
み
の
装
幀
に
仕
立
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る
と
い
う

文
化
が
あ
り
ま
し
た
」

　し
か
し
、
日
本
で
は
版
元
製
本
の
大
量
生
産

が
主
流
で
あ
り
、
個
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が
本
の
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を
自
由
に
選
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と
い
う
文
化
は
育
た
な
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っ
た
。「
で
も
、
手

製
本
な
ら
読
者
が
自
由
に
本
の
形
を
考
え
ら
れ

る
し
、
本
づ
く
り
と
い
う
工
程
に
み
ず
か
ら
関

わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　一
人
に
一
冊
。
自
分
の
た
め
の
本
を
つ
く
り

だ
す
喜
び
が
得
ら
れ
る
の
だ
。
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　解
体
と
再
構
築

　─

「
空
想
製
本
屋
」
と
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う
屋
号
は
、
手
製
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を

習
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始
め
た
大
学
時
代
か
ら
決
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た
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は
形
に
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以
前
に
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な
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メ
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や
想
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が
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こ
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い
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。
そ
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し
な
が
ら
手
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生
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れ
る
空
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羽
ば
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せ
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、
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と
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に
仕
上
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る
。
そ
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を
表
現
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る
よ
う
な
屋
号
に
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っ
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」
と
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う
。

　本
間
さ
ん
が
「
本
の
お
仕
立
て
直
し
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と
名

づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な
想
い
を
仕
事
に
し

た
も
の
だ
。「
ま
ず
は
、
お
客
さ
ま
が
大
切
に
し

て
い
る
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を
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り
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て
、
そ
の
本
に
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せ

る
気
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や
秘
め
ら
れ
た
物
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ま
す
。
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を
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び
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る
。
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と
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な
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変
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の
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に
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は
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え
の
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と
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、
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の
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大
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は
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そ
の
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の
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を
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え
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こ
と
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さ
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に
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も
、

そ
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ら
先
も
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と
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に
さ
れ
ま
す
よ
う
に
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、
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え
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子
ど
も
や
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の
時
代
に
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で
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て
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き
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す
よ
う
に
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と
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。
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つ
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つ
の
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に
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を
こ
め
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て
、丁
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に
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に
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し
い
も
の
を

生
み
出
し
た
い
と
、祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
す
」
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の
本
間
さ
ん
が
思
い
描
く
理
想
の
本
が
あ

る
。「
本
は
人
間
が
つ
く
り
あ
げ
た
人
工
的
な
創

造
物
だ
け
れ
ど
、
人
間
の
エ
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や
作
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が
感
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れ
な
い
よ
う
な
本
、
ま
る
で
自
然
物
の
ひ
と

つ
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
本
づ
く
り
が
目
標

で
す
」
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る
日
、
ふ
と
や
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て
き
て
家
族
の
一
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に
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っ
た
よ
う
な
、何
気
な
い
存
在
。
そ
こ
に
製
本

家
が
い
た
こ
と
す
ら
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
、
自
然

の
中
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
一
冊
の
本
。

　野
辺
に
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
、
一
輪
の
花
の
よ

う
に
。
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石
の神

様   

仏
様 25

普光寺　磨崖仏「不動三尊像」（大分県豊後大野市）

人里離れたお寺の奥に広がる不思議な光景。谷の向こうの岩

壁に不動明王とその手下である二人の童子の姿が彫られてい

ます。お不動さんの高さは11mほど。左側に石窟が二つあり、

小さい方の中にはお堂があります。どちらの石窟の壁にも、小

さな磨崖仏が彫られています。この日は大嵐でしたが、初夏に

はこの谷いっぱいにアジサイが咲いて、たくさんの人が訪れ

るそうです。

6JR豊肥本線朝地駅から車で10分

大
分
県
豊
後
大
野
市
　普
光
寺 

磨
崖
仏 

「
不
動
三
尊
像
」

嵐
は
何
か
を
学
ぶ
た
め
に
あ
る

文・写真　吉田さらさ　寺と神社の旅研究家

寺、神社、仏像に関する執筆と講師が主な仕事。取材旅行を重

ねるうちに、石の神様、仏様の像の魅力に気づき、写真を撮って

「お言葉」を考えるのがライフワークとなった。2014年秋に、撮

りためた写真をまとめた本『明日がちょっと幸せになるお地

蔵さまのことば』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）を上梓。

その他、『近江若狭の仏像』、『石仏・石の神を旅する』（いずれ

もJTBパブリッシング）など、著書多数 

http: //sarasa77.hatenablog.com/

お
寺
や
神
社
の
境
内
の
片
隅
や
道
す
が
ら
に
ひ
っ
そ
り
と
立
つ
、

石
の
神
様
・
仏
様
。時
に
よ
っ
て
は
、立
派
な
お
堂
の
中
に
祀
ら
れ
た

国
宝
の
仏
像
よ
り
も
力
強
く
、わ
た
し
た
ち
に
何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。

毎
年
こ
こ
に
は
恐
ろ
し
い
嵐
が
や
っ
て
く
る
。

そ
れ
を
い
や
だ
と
思
う
や
つ
も
い
る
が
、
俺
た
ち
は
平
気
だ
ね
。

な
ぜ
な
ら
、
人
生
は
嵐
が
過
ぎ
去
る
の
を
待
つ
こ
と
で
は
な
く
、

嵐
の
中
で
も
何
か
を
学
び
取
っ
て
、
明
日
に
生
か
す
こ
と
だ
か
ら
。

つ
ま
り
、
嵐
は
、
人
生
の
重
要
な
一
部
な
の
さ
。

あ
ん
た
は
今
、
人
生
で
は
じ
め
て
の
嵐
の
中
に
い
て

そ
れ
が
永
遠
に
続
く
の
で
は
な
い
か
と

不
安
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

実
際
に
は
、
嵐
は
い
つ
か
は
過
ぎ
去
る
も
の
だ
が
、

一
度
終
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
安
心
は
で
き
な
い
よ
。

嵐
は
何
度
で
も
や
っ
て
来
る
も
の
だ
か
ら
ね
。

だ
か
ら
こ
そ
、
嵐
の
中
に
隠
さ
れ
た
知
恵
を
探
し
出
し
て

自
分
の
も
の
に
す
る
や
つ
こ
そ
が
、

よ
り
よ
い
人
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。

気
が
遠
く
な
る
く
ら
い
昔
か
ら
こ
こ
に
い
て
、

数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
雨
や
風
を
身
に
受
け
て
き
た

俺
た
ち
が
言
う
ん
だ
か
ら
、
確
か
な
こ
と
さ
。

ま
が
い
ぶ
つ

─

　手
製
本
の
作
業

　─

　武
蔵
野
の
閑
静
な
住
宅
街
の
一
角
に
あ
る
、

古
民
家
風
の
一
軒
家
。
小
さ
な
菜
園
が
つ
く
ら

れ
た
庭
の
柿
の
木
や
可
憐
な
花
々
が
、
季
節
の

移
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
。「
空
想
製
本
屋
」の
本

間
あ
ず
さ
さ
ん
の
自
宅
兼
ア
ト
リ
エ
で
あ
る
。

　手
製
本
の
作
業
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　作
業
台
に
は
、
一
冊
の
本
と
な
る
前
の

お折り
ち

丁ょ
う

と
呼
ば
れ
る
紙
の
束
。「
通
常
は
、
印
刷
を
終
え

て
断
裁
さ
れ
、
 16
ペ
ー
ジ
分
が
一
束
に
な
り
ま

す
」。
そ
の
折
丁
を
麻
糸
で
縫
い
綴
じ
、ペ
ー
ジ

順
に
か
さ
ね
て
い
く
。
一
冊
分
の
本
文
が
ま
と

ま
っ
た
ら
、
背
の
部
分
を
牛
骨
の
ヘ
ラ
な
ど
を

使
っ
て
糊
で
固
め
、
製
本
用
の
ハ
ン
マ
ー
で
丸

み
を
つ
け
る
。

　さ
ら
に
、
そ
の
丸
み
を
イ
チ
ョ
ウ
形
に
成
形

す
る
た
め
に
プ
レ
ス
機
へ
。「
本
が
ス
ム
ー
ズ
に

開
く
よ
う
に
す
る
作
業
の
ひ
と
つ
で
す
」。

　次
に
、
背
の
部
分
に
補
強
用
の
布
を
貼
り
、

「
花
ぎ
れ
」
な
ど
を
つ
け
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
本
文

部
分
は
完
成
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
表
紙
を
つ

け
、
本
と
い
う
形
が
で
き
あ
が
る
ま
で
に
は
、

さ
ら
に
い
く
つ
も
の
工
程
が
必
要
と
な
る
。

─

　自
由
な
本
の
形

　─

　本
間
さ
ん
と
手
製
本
と
の
出
会
い
は
、
大
学

四
年
生
の
と
き
。
二
十
一
歳
の
春
だ
っ
た
。

　き
っ
か
け
は
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
製
本

工
芸
家
と
し
て
知
ら
れ
る
栃と

ち

折お
り

久
美
子
氏
の
本

を
読
ん
だ
こ
と
。
一
読
し
て
魅
せ
ら
れ
た
。「
手

製
本
と
は
本
と
人
と
の
間
を
繋
い
で
く
れ
る
も

の
だ
と
実
感
し
た
の
で
す
。
こ
れ
を
仕
事
に
し

た
い
と
、
そ
の
と
き
決
め
ま
し
た
」。
本
間
さ
ん

は
、
手
製
本
の
基
本
的
な
技
術
を
身
に
つ
け
よ

う
と
、
大
学
を
一
年
間
休
学
し
て
、
そ
の
勉
強

に
打
ち
こ
ん
だ
。
一
冊
の
本
と
の
出
会
い
が
、

人
生
を
運
命
づ
け
た
。

　も
と
も
と
、
手
製
本
の
伝
統
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
も
の
。「
何
百
年
も
前
か
ら
、
本
は
仮
綴
じ
、

未
綴
じ
と
い
う
未
製
本
の
状
態
で
販
売
さ
れ
、

読
者
が
そ
れ
を
町
の
製
本
屋
や
製
本
家
に
注
文

し
て
、
自
分
好
み
の
装
幀
に
仕
立
て
る
と
い
う

文
化
が
あ
り
ま
し
た
」

　し
か
し
、
日
本
で
は
版
元
製
本
の
大
量
生
産

が
主
流
で
あ
り
、
個
人
が
本
の
形
を
自
由
に
選

ぶ
と
い
う
文
化
は
育
た
な
か
っ
た
。「
で
も
、
手

製
本
な
ら
読
者
が
自
由
に
本
の
形
を
考
え
ら
れ

る
し
、
本
づ
く
り
と
い
う
工
程
に
み
ず
か
ら
関

わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　一
人
に
一
冊
。
自
分
の
た
め
の
本
を
つ
く
り

だ
す
喜
び
が
得
ら
れ
る
の
だ
。

─

　解
体
と
再
構
築

　─

「
空
想
製
本
屋
」
と
い
う
屋
号
は
、
手
製
本
を

習
い
始
め
た
大
学
時
代
か
ら
決
め
て
い
た
。「
本

は
形
に
な
る
以
前
に
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ

や
想
い
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
大

切
に
し
な
が
ら
手
作
業
か
ら
生
ま
れ
る
空
想
を

羽
ば
た
か
せ
て
、
一
冊
の
本
と
い
う
形
に
仕
上

げ
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る
よ
う
な
屋
号
に
し
た

か
っ
た
」
と
い
う
。

　本
間
さ
ん
が
「
本
の
お
仕
立
て
直
し
」
と
名

づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な
想
い
を
仕
事
に
し

た
も
の
だ
。「
ま
ず
は
、
お
客
さ
ま
が
大
切
に
し

て
い
る
本
を
お
預
か
り
し
て
、
そ
の
本
に
寄
せ

る
気
持
ち
や
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
伺
い
ま
す
。

そ
れ
に
沿
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、

本
の
デ
ザ
イ
ン
や
モ
チ
ー
フ
、
色
味
な
ど
を
決

め
て
い
き
ま
す
」

　預
か
っ
た
本
を
、
い
っ
た
ん
バ
ラ
バ
ラ
に
解

体
し
、
ふ
た
た
び
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
て
再
構
築

す
る
。
手
製
本
と
い
う
工
程
を
経
て
、
新
た
な

本
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
の
だ
。

　そ
の
人
の
た
め
だ
け
の
、
世
界
に
た
っ
た
一

冊
の
本
。
そ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
友
人
や
人

生
の
伴
侶
と
も
い
え
る
特
別
な
一
冊
と
し
て
、

人
の
傍
ら
に
寄
り
添
っ
て
い
く
。

─

　祈
る
気
持
ち

　─

　手
製
本
を
通
し
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
、
本
と
人

と
の
濃
密
な
関
係
。「
い
ち
ば
ん
気
を
つ
か
い
大

事
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
本
の
一
生
を
考
え

る
こ
と
。
お
客
さ
ま
の
手
元
に
渡
っ
た
あ
と
も
、

そ
れ
か
ら
先
も
、
ず
っ
と
育
っ
て
い
っ
て
大
切

に
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
、
世
代
を
超
え

て
子
ど
も
や
孫
の
時
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て

い
き
ま
す
よ
う
に
」
と
願
う
。

　ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
業
に
心
を
こ
め
、
時
間

を
か
け
て
、丁
寧
に
、丁
寧
に
。「
美
し
い
も
の
を

生
み
出
し
た
い
と
、祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
す
」

　そ
の
本
間
さ
ん
が
思
い
描
く
理
想
の
本
が
あ

る
。「
本
は
人
間
が
つ
く
り
あ
げ
た
人
工
的
な
創

造
物
だ
け
れ
ど
、
人
間
の
エ
ゴ
や
作
為
が
感
じ

ら
れ
な
い
よ
う
な
本
、
ま
る
で
自
然
物
の
ひ
と

つ
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
本
づ
く
り
が
目
標

で
す
」

　あ
る
日
、
ふ
と
や
っ
て
き
て
家
族
の
一
員
に

な
っ
た
よ
う
な
、何
気
な
い
存
在
。
そ
こ
に
製
本

家
が
い
た
こ
と
す
ら
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
、
自
然

の
中
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
一
冊
の
本
。

　野
辺
に
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
、
一
輪
の
花
の
よ

う
に
。
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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

食べることのできる金属

紀元前4000年頃の古代ギリシャでは亜鉛と
銅との合金である真鍮を作っていました。
日本では16世紀まで亜鉛は中国名で倭鉛と
呼ばれ、亜鉛と呼ばれるようになったのは、
さまざまなものがイラストと文章で記録さ
れている『和漢三才図会』という江戸時代中
期（1713年）の文献が最初といわれています。
この鉱物はさまざまな金属と合金にするの
に適しているため幅広く使用され、また、亜
鉛メッキにより鋼材に亜鉛皮膜をつくるこ
とで鋼材を錆から守るという優れた特徴を
持ち合わせています。そのほか亜鉛粉末を
ペンキの中に混ぜて鉄の表面に塗装するジ
ンクリッチ塗装材にしたり、ダイカスト用亜
鉛合金（亜鉛にアルミニウムと銅をまぜた
合金）は強度があって流動性も備えているた
め、超合金の玩具やドアノブ、電化製品、自
動車などの材料として使われています。

亜鉛は土の中にも含まれており、生物にとっ
て生育に必要なタンパク質の合成や骨の発
育に欠かせないミネラルです。新陳代謝や免
疫力を高めたり、タンパク質やDNA、RNAの
合成にも関係しています。このほかにも亜鉛
にはデトックス効果があり、有害物質を体内
から排泄したり毒性を抑えたりすることが
できます。体内で亜鉛が欠乏すると記憶力
低下や味覚障害が起こってしまいます。一
方で工業用に作られた亜鉛や高濃度の亜鉛
は人体に有害です。

HOUSE

素材を知る 亜鉛

わ か ん さ ん さ い ず え

ネットと繋がる
ハイテクキッチン

K
ITC
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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

多
く
の
顔
を
併
せ
持
つ
、

不
思
議
な
ル
ッ
ク
ス
の

コ
ー
ル
ラ
ビ

根
っ
こ
じ
ゃ
な
く
て
、
丸
い
茎
。

奇
抜
な
見
た
目
に
反
し
た

キ
ャ
ベ
ツ
の
よ
う
な
甘
み
の
あ
る
優
し
い
味
と
、

カ
ブ
の
よ
う
な
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た

歯
ご
た
え
が
特
徴
的
。

火
を
通
し
て
も
煮
崩
れ
知
ら
ず
と
い
う

ま
る
で
お
で
ん
の
大
根
の
よ
う
な
一
面
も
。

変
幻
自
在
の
コ
ー
ル
ラ
ビ
で
す
。

ど
ん
な
料
理
に
も
大
活
躍
で
す
が
、

お
す
す
め
は
、
生
食
。

ア
ン
チ
ョ
ビ
と
合
わ
せ
て
マ
リ
ネ
に
す
れ
ば

冷
え
た
白
ワ
イ
ン
が
恋
し
い
味
に
。

ほ
か
に
も
ペ
ペ
ロ
ン
チ
ー
ノ
に
入
れ
た
り
、

グ
リ
ル
に
し
て
も
味
わ
い
深
い
。

も
ち
ろ
ん
、
お
い
し
い
の
は
茎
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

苦
み
の
あ
る
葉
は
、
豚
肉
と
炒
め
れ
ば
大
人
の

味
に
な
り
ま
す
よ
。

そ
ん
な
コ
ー
ル
ラ
ビ
も
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や
が
て
は
か
わ
い
い
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

花
芽
か
ら
は
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
風
味
。

最
後
ま
で
楽
し
め
る
、
デ
キ
る
野
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で
す
。

CSタワーが位置する新橋 4丁目31番地は

「田村新交町会」という町会に属します。その

名はかつてこの地に一関藩田村右京太夫の屋

敷があったことに由来します。CSタワーのす

ぐ近くには浅野内匠頭が切腹した場所を示す
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C
S
タ
ワ
ー
の
10
年
は
、
同
時
に

　
　
　ア
ト
ム
ニ
ュ
ー
ズ
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
創
刊
号
（
1
5
7
号
）
発
刊
か
ら

の
10
年
で
も
あ
り
ま
す
。
記
念
展
示
で

は
、
こ
れ
ま
で
ア
ト
ム
ニ
ュ
ー
ズ
に
登

場
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
お
顔
や
、

C
S
タ
ワ
ー
で
の
活
動
の
様
子
な
ど
を

写
真
と
と
も
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
ア
ト
ム
C
S
タ
ワ
ー
と
ア

ト
ム
ニ
ュ
ー
ズ
を
変
わ
ら
ず
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

通信

シントラトピ!シントラトピ!シントラトピ!

アトムCSタワー 10周年の記念展示を行いました

2
　0
0
7
年
1
月
の
オ
ー
プ
ン
以

　
　
　来
た
く
さ
ん
の
お
客
様
に
お
越

し
い
た
だ
き
、
こ
の
た
び
ア
ト
ム
C
S

タ
ワ
ー
は
お
か
げ
さ
ま
で
10
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
C
S

タ
ワ
ー
1
階
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ

K
A
N
A
G
U
で
は
、
1
9
8
0
年
に

今
と
同
じ
場
所
に
開
設
し
た
亜
吐
夢
金

物
館
に
ま
つ
わ
る
昔
の
写
真
の
数
々
、

そ
し
て
C
S
タ
ワ
ー
周
辺
の
観
光
ス
ポ

ッ
ト
や
グ
ル
メ
情
報
の
展
示
を
行
い
ま

し
た
。
当
時
の
金
物
館
を
知
る
お
客
様

に
は
、
懐
か
し
く
ご
覧
い
た
だ
い
た
よ

う
で
し
た
。

の歴史にちなんだ「切腹最中」が看板商品の

和菓子屋さんもあります。この町会エリアの

中央を新虎通りと日比谷通りが十字に走り、

町会を見事に4分割していますが、今もなお

地元住民を中心に、新虎エリアの再開発に注

目しつつ、活発な町会活動が行われています。

至東京タワー　▼

10 9



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

多
く
の
顔
を
併
せ
持
つ
、

不
思
議
な
ル
ッ
ク
ス
の

コ
ー
ル
ラ
ビ

根
っ
こ
じ
ゃ
な
く
て
、
丸
い
茎
。

奇
抜
な
見
た
目
に
反
し
た

キ
ャ
ベ
ツ
の
よ
う
な
甘
み
の
あ
る
優
し
い
味
と
、

カ
ブ
の
よ
う
な
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た

歯
ご
た
え
が
特
徴
的
。

火
を
通
し
て
も
煮
崩
れ
知
ら
ず
と
い
う

ま
る
で
お
で
ん
の
大
根
の
よ
う
な
一
面
も
。

変
幻
自
在
の
コ
ー
ル
ラ
ビ
で
す
。

ど
ん
な
料
理
に
も
大
活
躍
で
す
が
、

お
す
す
め
は
、
生
食
。

ア
ン
チ
ョ
ビ
と
合
わ
せ
て
マ
リ
ネ
に
す
れ
ば

冷
え
た
白
ワ
イ
ン
が
恋
し
い
味
に
。

ほ
か
に
も
ペ
ペ
ロ
ン
チ
ー
ノ
に
入
れ
た
り
、

グ
リ
ル
に
し
て
も
味
わ
い
深
い
。

も
ち
ろ
ん
、
お
い
し
い
の
は
茎
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

苦
み
の
あ
る
葉
は
、
豚
肉
と
炒
め
れ
ば
大
人
の

味
に
な
り
ま
す
よ
。

そ
ん
な
コ
ー
ル
ラ
ビ
も
、

や
が
て
は
か
わ
い
い
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

花
芽
か
ら
は
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
風
味
。

最
後
ま
で
楽
し
め
る
、
デ
キ
る
野
菜
で
す
。

CSタワーが位置する新橋 4丁目31番地は

「田村新交町会」という町会に属します。その

名はかつてこの地に一関藩田村右京太夫の屋

敷があったことに由来します。CSタワーのす

ぐ近くには浅野内匠頭が切腹した場所を示す

石碑が建っていますし、新虎通り沿いにはそ

ベジタブルアトリエ

photo by 吉田周平

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

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

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

新橋に今も残る田村の旧地名「田村新交町会」

C
S
タ
ワ
ー
の
10
年
は
、
同
時
に

　
　
　ア
ト
ム
ニ
ュ
ー
ズ
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
創
刊
号
（
1
5
7
号
）
発
刊
か
ら

の
10
年
で
も
あ
り
ま
す
。
記
念
展
示
で

は
、
こ
れ
ま
で
ア
ト
ム
ニ
ュ
ー
ズ
に
登

場
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
お
顔
や
、

C
S
タ
ワ
ー
で
の
活
動
の
様
子
な
ど
を

写
真
と
と
も
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
ア
ト
ム
C
S
タ
ワ
ー
と
ア

ト
ム
ニ
ュ
ー
ズ
を
変
わ
ら
ず
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

通信

シントラトピ!シントラトピ!シントラトピ!

アトムCSタワー 10周年の記念展示を行いました

2
　0
0
7
年
1
月
の
オ
ー
プ
ン
以

　
　
　来
た
く
さ
ん
の
お
客
様
に
お
越

し
い
た
だ
き
、
こ
の
た
び
ア
ト
ム
C
S

タ
ワ
ー
は
お
か
げ
さ
ま
で
10
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
C
S

タ
ワ
ー
1
階
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ

K
A
N
A
G
U
で
は
、
1
9
8
0
年
に

今
と
同
じ
場
所
に
開
設
し
た
亜
吐
夢
金

物
館
に
ま
つ
わ
る
昔
の
写
真
の
数
々
、

そ
し
て
C
S
タ
ワ
ー
周
辺
の
観
光
ス
ポ

ッ
ト
や
グ
ル
メ
情
報
の
展
示
を
行
い
ま

し
た
。
当
時
の
金
物
館
を
知
る
お
客
様

に
は
、
懐
か
し
く
ご
覧
い
た
だ
い
た
よ

う
で
し
た
。

の歴史にちなんだ「切腹最中」が看板商品の

和菓子屋さんもあります。この町会エリアの

中央を新虎通りと日比谷通りが十字に走り、

町会を見事に4分割していますが、今もなお

地元住民を中心に、新虎エリアの再開発に注

目しつつ、活発な町会活動が行われています。

至東京タワー　▼

10 9



埼
玉
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
荒
川
や
入
間
川
な
ど
四
方
を
川
に
囲
ま
れ
た
川
島
町
。

の
ど
か
な
田
園
風
景
の
中
に
静
か
な
佇
ま
い
を
見
せ
る
遠
山
邸
は
、
日
興
證
券
の
創
立
者
・

遠
山
元
一
氏
が
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
か
ら
二
年
七
か
月
の
歳
月
を
費
や
し
て
完
成
さ

せ
た
大
邸
宅
で
あ
る
。
以
来
、
八
十
一
年
の
風
雪
に
耐
え
、
ほ
と
ん
ど
増
改
築
を
す
る
こ
と

な
く
当
初
の
姿
を
継
承
し
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
、
昭
和
を
代
表
す
る
近
代
和

風
建
築
と
し
て
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
・
遠
山
記
念
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

職
人
の
数
は
延
べ
三
万
五
千
人
。
お
よ
そ
二
年

七
か
月
の
歳
月
を
か
け
、
近
代
和
風
建
築
の
粋

を
極
め
た
豪
邸
が
竣
工
し
た
の
は
、
昭
和
十
一

年
（
一
九
三
六
年
）
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

生
家
は
没
落
し
、
一
家
離
散

　建
築
主
は
、
日
興
證
券
の
創
立
者
と
し
て
知

ら
れ
る
遠
山
元
一
で
あ
る
。

　遠
山
は
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
に

埼
玉
県
比
企
郡
三
保
谷
村
（
現
・
川
島
町
）
の

豪
農
の
長
男
と
し
て
誕
生
。
生
家
は
「
梅
屋
敷
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
広
大
な
邸
宅
で
あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
が
、
米
相
場
な
ど
に
手
を
出
し
た
父

親
の
放
蕩
の
末
に
家
は
没
落
。
暮
ら
し
は
逼
迫

し
、
田
畑
山
林
は
も
と
よ
り
、
家
屋
敷
や
蔵
ま

で
次
々
と
売
り
払
い
、
一
家
離
散
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。

　そ
ん
な
中
、
離
縁
さ
れ
た
母
・
美み

以い

は
実
家

に
戻
る
が
、
遠
山
は
父
の
も
と
に
残
り
、
母
子

異
な
る
建
築
様
式
を
持
つ
豪
邸

　遠
山
邸
に
は
、
三
つ
の
異
な
る
建
築
様
式
が

あ
る
。
東
棟
、
中
棟
、
西
棟
の
三
つ
の
棟
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
ス
タ
イ
ル
と
個
性
を
際
立

た
せ
、
し
か
も
違
和
感
な
く
渡
り
廊
下
で
結
ば

れ
て
い
る
の
だ
。

　茅
葺
き
屋
根
を
い
た
だ
く
表
玄
関
の
あ
る
東

棟
は
、
先
祖
伝
来
の
家
を
再
興
し
た
こ
と
を
象

徴
す
る
豪
農
風
。
そ
れ
に
つ
づ
く
中
棟
は
、
貴

賓
や
遠
方
か
ら
の
来
客
を
接
待
す
る
た
め
の
格

式
あ
る
書
院
造
り
。
離
れ
と
な
る
西
棟
は
、
建

築
主
の
母
親
が
安
楽
な
余
生
を
過
ご
せ
る
よ
う

に
京
風
の
数
寄
屋
造
り
と
し
、
茶
室
の
あ
る
隠

居
所
の
設
備
を
整
え
た
。

　建
築
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
最
高
技
術
を

持
っ
た
大
工
や
左
官
、
木
工
職
人
を
集
め
、
全

国
か
ら
貴
重
な
木
材
や
銘
木
、
銘
石
を
取
り
寄

せ
た
。

　総
建
坪
は
二
百
五
十
坪
を
超
え
、
関
わ
っ
た

ル
を
採
り
入
れ
た
格
調
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

　東
棟
の
十
八
畳
の
居
間
は
、
囲
炉
裏
と
縁へ

り

な

し
畳
が
民
家
風
の
雰
囲
気
を
醸
し
だ
し
、
竣

工
時
に
掛
け
ら
れ
た
柱
時
計
が
、
い
ま
も
時
を

刻
む
。

　ま
た
中
棟
に
あ
る
書
院
造
り
の
大
広
間
は
、

天
然
絞
り
の
北
山
杉
の
床
柱
に
、
一
間
半
の
床

の
間
。
壁
は
柘ざ

く
榴ろ

い石し

を
砕
い
て
砂
状
に
し
た
華

や
か
な
臙え

ん
脂じ

い色ろ

の
ほ本ん
が霞す
み

壁か
べ

。
こ
の
大
広
間
か
ら

眺
め
る
景
色
が
最
も
美
し
く
見
え
る
よ
う
、
歪

み
の
な
い
四
尺
幅
の
面
取
り
ガ
ラ
ス
を
ア
メ
リ

カ
に
特
注
し
直
輸
入
し
た
。

　さ
ら
に
数
寄
屋
造
り
の
西
棟
に
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
る
。
七
畳
の
茶
の
間

に
は
、
周
り
を
縁
取
る
よ
う
に
敷
か
れ
た
「
磚せ

ん

」

と
呼
ば
れ
る
黒
の
艶
消
し
の
敷
瓦
。
庭
側
の
ガ

ラ
ス
戸
を
開
け
放
て
ば
、
開
放
感
あ
ふ
れ
、
庭

と
部
屋
が
一
体
と
な
る
仕
組
み
で
あ
る
。

　こ
の
茶
の
間
は
、
友
人
を
も
て
な
す
茶
室
と

し
て
も
使
わ
れ
た
。
部
屋
の
壁
は
土
に
含
ま
れ

た
鉄
分
が
錆
び
て
黒
く
変
化
し
た
「
墨
差
し
天

王
寺
」。
濃
淡
の
あ
る
独
特
の
風
情
を
生
み
出

し
て
い
る
。

　本
来
こ
の
西
棟
は
、
母
の
た
め
の
住
ま
い
と

し
て
建
て
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
完
成
し
て

み
る
と
離
れ
に
独
り
は
あ
ま
り
に
寂
し
い
。
そ

こ
で
母
は
、
い
つ
も
東
棟
の
囲
炉
裏
の
あ
る
部

屋
に
い
て
、
近
所
の
幼
な
じ
み
を
呼
び
寄
せ
、昔

話
に
花
を
咲
か
せ
る
の
が
日
課
だ
っ
た
と
い
う
。

母
へ
の
愛
に
満
た
さ
れ
た
建
築

　母
・
美
以
は
、
こ
の
邸
宅
で
何
不
自
由
な
く

幸
福
な
余
生
を
過
ご
し
た
。

　昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
年
）、
八
十
二

歳
の
長
寿
を
全
う
し
て
逝
去
す
る
。
前
半
生
の

労
苦
や
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
孫
や
ひ
孫
に
も

恵
ま
れ
た
大
往
生
で
あ
っ
た
。

　遠
山
は
後
に
自
ら
の
著
書
に
、

「
私
が
ぐ
れ
も
せ
ず
、
自
暴
自
棄
に
も
陥
ら
ず
、

ど
う
に
か
人
間
の
道
を
ふ
み
違
え
な
い
で
こ
こ

ま
で
や
っ
て
来
ら
れ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
母
の

お
陰
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
母
は
い
つ
も
私
の

心
の
中
に
あ
っ
た
。
苦
し
い
時
に
は
母
を
思
い
、

心
の
ゆ
る
む
時
に
は
母
の
眼
を
感
じ
た
」

と
記
し
て
い
る
。

　遠
山
邸
は
、
そ
の
後
法
人
と
し
て
の
認
可
を

受
け
、
建
物
や
庭
の
保
存
公
開
と
、
蒐
集
さ
れ

た
美
術
工
芸
品
等
の
保
管
展
示
を
目
的
と
し
て

美
術
館
を
併
設
。
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇

年
）
か
ら
「
遠
山
記
念
館
」
と
し
て
一
般
公
開

さ
れ
て
い
る
。

　竣
工
以
来
、
八
十
一
年
の
歴
史
の
変
遷
を
経

て
、「
遠
山
邸
」
か
ら
「
遠
山
記
念
館
」
へ
。

　母
へ
の
愛
に
満
た
さ
れ
た
建
築
は
、
そ
の
温

も
り
の
想
い
と
と
も
に
、
い
ま
も
静
か
に
佇
ん

で
い
る
。

職
人
技
の
粋
を
極
め
た
近
代
和
風
建
築

は
離
れ
ば
な
れ
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　そ
の
母
も
兄
嫁
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
他

家
に
嫁
い
だ
姉
を
頼
っ
て
実
家
を
飛
び
出
す
。

姉
の
家
に
間
借
り
し
な
が
ら
、
近
所
の
娘
た
ち

に
和
裁
を
教
え
な
が
ら
生
計
を
立
て
た
。

　一
方
、
遠
山
は
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、
十

六
歳
で
日
本
橋
兜
町
の
株
屋
の
丁
稚
奉
公
に
出

さ
れ
る
。
生
来
の
病
弱
か
ら
病
気
と
貧
困
に
苦

し
み
な
が
ら
も
、
株
式
の
取
引
に
才
覚
を
発
揮
。

や
が
て
独
立
し
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
年
）

に
戦
後
の
四
大
證
券
会
社
の
一
つ
と
な
る
日
興

證
券
を
創
業
。
ま
さ
に
立
志
伝
中
の
人
物
と
な

っ
た
。

　紆
余
曲
折
の
後
、
遠
山
は
東
京
・
麻
布
の
自

宅
に
母
を
呼
び
寄
せ
、
一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に

な
る
。
そ
し
て
苦
労
を
重
ね
た
母
の
た
め
に
、

か
つ
て
生
家
が
あ
っ
た
土
地
に
、
家
を
再
建
し

よ
う
と
思
い
立
つ
の
で
あ
る
。

各
部
屋
を
彩
る
細
や
か
な
意
匠

　母
に
捧
げ
る
想
い
を
こ
め
て
竣
工
し
た
遠
山

邸
。
そ
こ
に
は
細
部
に
ま
で
気
配
り
さ
れ
た
デ

ザ
イ
ン
、
磨
き
上
げ
ら
れ
た
職
人
技
が
活
か
さ

れ
て
い
る
。

　た
と
え
ば
、
表
玄
関
に
は
京
都
か
ら
運
ば
せ

た
鞍
馬
石
の
沓く

つ

脱ぬ
ぎ

、
欅
の
一
枚
板
の
式
台
。
天

井
は
美
し
い
木
目
模
様
に
彩
ら
れ
た
欅
の
玉た

ま

杢も
く

の
格
天
井
。
豪
農
風
で
は
あ
る
が
、武
家
ス
タ
イ

91 千鳥破風の茅葺き屋根が印象的な豪農風
と、武家風の式台を備えた表玄関。茅はお
よそ20年ごとに葺き替える

92 貴賓の接待用に建てられた書院造りの二
階家。遠山邸建築の総指揮は実弟の遠山芳
雄、設計は室岡惣七であった

93 母・美以の居住空間であった西棟は京風の
数寄屋造り平屋建て。来客が庭から気軽に
上がれるよう工夫してある

94 武家屋敷スタイルの堂々たる長屋門。大扉
の左右の鏡板には東京・府中産と伝えられ
る欅の玉杢が使われている
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埼
玉
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
荒
川
や
入
間
川
な
ど
四
方
を
川
に
囲
ま
れ
た
川
島
町
。

の
ど
か
な
田
園
風
景
の
中
に
静
か
な
佇
ま
い
を
見
せ
る
遠
山
邸
は
、
日
興
證
券
の
創
立
者
・

遠
山
元
一
氏
が
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
か
ら
二
年
七
か
月
の
歳
月
を
費
や
し
て
完
成
さ

せ
た
大
邸
宅
で
あ
る
。
以
来
、
八
十
一
年
の
風
雪
に
耐
え
、
ほ
と
ん
ど
増
改
築
を
す
る
こ
と

な
く
当
初
の
姿
を
継
承
し
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
、
昭
和
を
代
表
す
る
近
代
和

風
建
築
と
し
て
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
・
遠
山
記
念
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

職
人
の
数
は
延
べ
三
万
五
千
人
。
お
よ
そ
二
年

七
か
月
の
歳
月
を
か
け
、
近
代
和
風
建
築
の
粋

を
極
め
た
豪
邸
が
竣
工
し
た
の
は
、
昭
和
十
一

年
（
一
九
三
六
年
）
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

生
家
は
没
落
し
、
一
家
離
散

　建
築
主
は
、
日
興
證
券
の
創
立
者
と
し
て
知

ら
れ
る
遠
山
元
一
で
あ
る
。

　遠
山
は
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
に

埼
玉
県
比
企
郡
三
保
谷
村
（
現
・
川
島
町
）
の

豪
農
の
長
男
と
し
て
誕
生
。
生
家
は
「
梅
屋
敷
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
広
大
な
邸
宅
で
あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
が
、
米
相
場
な
ど
に
手
を
出
し
た
父

親
の
放
蕩
の
末
に
家
は
没
落
。
暮
ら
し
は
逼
迫

し
、
田
畑
山
林
は
も
と
よ
り
、
家
屋
敷
や
蔵
ま

で
次
々
と
売
り
払
い
、
一
家
離
散
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。

　そ
ん
な
中
、
離
縁
さ
れ
た
母
・
美み

以い

は
実
家

に
戻
る
が
、
遠
山
は
父
の
も
と
に
残
り
、
母
子

異
な
る
建
築
様
式
を
持
つ
豪
邸

　遠
山
邸
に
は
、
三
つ
の
異
な
る
建
築
様
式
が

あ
る
。
東
棟
、
中
棟
、
西
棟
の
三
つ
の
棟
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
ス
タ
イ
ル
と
個
性
を
際
立

た
せ
、
し
か
も
違
和
感
な
く
渡
り
廊
下
で
結
ば

れ
て
い
る
の
だ
。

　茅
葺
き
屋
根
を
い
た
だ
く
表
玄
関
の
あ
る
東

棟
は
、
先
祖
伝
来
の
家
を
再
興
し
た
こ
と
を
象

徴
す
る
豪
農
風
。
そ
れ
に
つ
づ
く
中
棟
は
、
貴

賓
や
遠
方
か
ら
の
来
客
を
接
待
す
る
た
め
の
格

式
あ
る
書
院
造
り
。
離
れ
と
な
る
西
棟
は
、
建

築
主
の
母
親
が
安
楽
な
余
生
を
過
ご
せ
る
よ
う

に
京
風
の
数
寄
屋
造
り
と
し
、
茶
室
の
あ
る
隠

居
所
の
設
備
を
整
え
た
。

　建
築
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
最
高
技
術
を

持
っ
た
大
工
や
左
官
、
木
工
職
人
を
集
め
、
全

国
か
ら
貴
重
な
木
材
や
銘
木
、
銘
石
を
取
り
寄

せ
た
。

　総
建
坪
は
二
百
五
十
坪
を
超
え
、
関
わ
っ
た

ル
を
採
り
入
れ
た
格
調
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

　東
棟
の
十
八
畳
の
居
間
は
、
囲
炉
裏
と
縁へ

り

な

し
畳
が
民
家
風
の
雰
囲
気
を
醸
し
だ
し
、
竣

工
時
に
掛
け
ら
れ
た
柱
時
計
が
、
い
ま
も
時
を

刻
む
。

　ま
た
中
棟
に
あ
る
書
院
造
り
の
大
広
間
は
、

天
然
絞
り
の
北
山
杉
の
床
柱
に
、
一
間
半
の
床

の
間
。
壁
は
柘ざ

く
榴ろ

い石し

を
砕
い
て
砂
状
に
し
た
華

や
か
な
臙え

ん
脂じ

い色ろ

の
ほ本ん
が霞す
み

壁か
べ

。
こ
の
大
広
間
か
ら

眺
め
る
景
色
が
最
も
美
し
く
見
え
る
よ
う
、
歪

み
の
な
い
四
尺
幅
の
面
取
り
ガ
ラ
ス
を
ア
メ
リ

カ
に
特
注
し
直
輸
入
し
た
。

　さ
ら
に
数
寄
屋
造
り
の
西
棟
に
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
る
。
七
畳
の
茶
の
間

に
は
、
周
り
を
縁
取
る
よ
う
に
敷
か
れ
た
「
磚せ

ん

」

と
呼
ば
れ
る
黒
の
艶
消
し
の
敷
瓦
。
庭
側
の
ガ

ラ
ス
戸
を
開
け
放
て
ば
、
開
放
感
あ
ふ
れ
、
庭

と
部
屋
が
一
体
と
な
る
仕
組
み
で
あ
る
。

　こ
の
茶
の
間
は
、
友
人
を
も
て
な
す
茶
室
と

し
て
も
使
わ
れ
た
。
部
屋
の
壁
は
土
に
含
ま
れ

た
鉄
分
が
錆
び
て
黒
く
変
化
し
た
「
墨
差
し
天

王
寺
」。
濃
淡
の
あ
る
独
特
の
風
情
を
生
み
出

し
て
い
る
。

　本
来
こ
の
西
棟
は
、
母
の
た
め
の
住
ま
い
と

し
て
建
て
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
完
成
し
て

み
る
と
離
れ
に
独
り
は
あ
ま
り
に
寂
し
い
。
そ

こ
で
母
は
、
い
つ
も
東
棟
の
囲
炉
裏
の
あ
る
部

屋
に
い
て
、
近
所
の
幼
な
じ
み
を
呼
び
寄
せ
、昔

話
に
花
を
咲
か
せ
る
の
が
日
課
だ
っ
た
と
い
う
。

母
へ
の
愛
に
満
た
さ
れ
た
建
築

　母
・
美
以
は
、
こ
の
邸
宅
で
何
不
自
由
な
く

幸
福
な
余
生
を
過
ご
し
た
。

　昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
年
）、
八
十
二

歳
の
長
寿
を
全
う
し
て
逝
去
す
る
。
前
半
生
の

労
苦
や
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
孫
や
ひ
孫
に
も

恵
ま
れ
た
大
往
生
で
あ
っ
た
。

　遠
山
は
後
に
自
ら
の
著
書
に
、

「
私
が
ぐ
れ
も
せ
ず
、
自
暴
自
棄
に
も
陥
ら
ず
、

ど
う
に
か
人
間
の
道
を
ふ
み
違
え
な
い
で
こ
こ

ま
で
や
っ
て
来
ら
れ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
母
の

お
陰
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
母
は
い
つ
も
私
の

心
の
中
に
あ
っ
た
。
苦
し
い
時
に
は
母
を
思
い
、

心
の
ゆ
る
む
時
に
は
母
の
眼
を
感
じ
た
」

と
記
し
て
い
る
。

　遠
山
邸
は
、
そ
の
後
法
人
と
し
て
の
認
可
を

受
け
、
建
物
や
庭
の
保
存
公
開
と
、
蒐
集
さ
れ

た
美
術
工
芸
品
等
の
保
管
展
示
を
目
的
と
し
て

美
術
館
を
併
設
。
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇

年
）
か
ら
「
遠
山
記
念
館
」
と
し
て
一
般
公
開

さ
れ
て
い
る
。

　竣
工
以
来
、
八
十
一
年
の
歴
史
の
変
遷
を
経

て
、「
遠
山
邸
」
か
ら
「
遠
山
記
念
館
」
へ
。

　母
へ
の
愛
に
満
た
さ
れ
た
建
築
は
、
そ
の
温

も
り
の
想
い
と
と
も
に
、
い
ま
も
静
か
に
佇
ん

で
い
る
。

職
人
技
の
粋
を
極
め
た
近
代
和
風
建
築

は
離
れ
ば
な
れ
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　そ
の
母
も
兄
嫁
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
他

家
に
嫁
い
だ
姉
を
頼
っ
て
実
家
を
飛
び
出
す
。

姉
の
家
に
間
借
り
し
な
が
ら
、
近
所
の
娘
た
ち

に
和
裁
を
教
え
な
が
ら
生
計
を
立
て
た
。

　一
方
、
遠
山
は
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、
十

六
歳
で
日
本
橋
兜
町
の
株
屋
の
丁
稚
奉
公
に
出

さ
れ
る
。
生
来
の
病
弱
か
ら
病
気
と
貧
困
に
苦

し
み
な
が
ら
も
、
株
式
の
取
引
に
才
覚
を
発
揮
。

や
が
て
独
立
し
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
年
）

に
戦
後
の
四
大
證
券
会
社
の
一
つ
と
な
る
日
興

證
券
を
創
業
。
ま
さ
に
立
志
伝
中
の
人
物
と
な

っ
た
。

　紆
余
曲
折
の
後
、
遠
山
は
東
京
・
麻
布
の
自

宅
に
母
を
呼
び
寄
せ
、
一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に

な
る
。
そ
し
て
苦
労
を
重
ね
た
母
の
た
め
に
、

か
つ
て
生
家
が
あ
っ
た
土
地
に
、
家
を
再
建
し

よ
う
と
思
い
立
つ
の
で
あ
る
。

各
部
屋
を
彩
る
細
や
か
な
意
匠

　母
に
捧
げ
る
想
い
を
こ
め
て
竣
工
し
た
遠
山

邸
。
そ
こ
に
は
細
部
に
ま
で
気
配
り
さ
れ
た
デ

ザ
イ
ン
、
磨
き
上
げ
ら
れ
た
職
人
技
が
活
か
さ

れ
て
い
る
。

　た
と
え
ば
、
表
玄
関
に
は
京
都
か
ら
運
ば
せ

た
鞍
馬
石
の
沓く

つ

脱ぬ
ぎ

、
欅
の
一
枚
板
の
式
台
。
天

井
は
美
し
い
木
目
模
様
に
彩
ら
れ
た
欅
の
玉た

ま

杢も
く

の
格
天
井
。
豪
農
風
で
は
あ
る
が
、武
家
ス
タ
イ

91 千鳥破風の茅葺き屋根が印象的な豪農風
と、武家風の式台を備えた表玄関。茅はお
よそ20年ごとに葺き替える

92 貴賓の接待用に建てられた書院造りの二
階家。遠山邸建築の総指揮は実弟の遠山芳
雄、設計は室岡惣七であった

93 母・美以の居住空間であった西棟は京風の
数寄屋造り平屋建て。来客が庭から気軽に
上がれるよう工夫してある

94 武家屋敷スタイルの堂々たる長屋門。大扉
の左右の鏡板には東京・府中産と伝えられ
る欅の玉杢が使われている
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アトム の 視 点

中棟2階応接室から寝室へ向か
う出入り口のレバー錠。エスカ
ッション（台座）とレバー部分と
もに72ミリと、比較的小ぶりで
す。現在はレバーが水平になっ
ているものが主流ですが、こち
らは垂直方向から90度回転さ
せて開け閉めします。すぐ下に
は鍵穴があり、未使用時はプレ
ートで覆われています。

長屋門の大扉の玉杢に始まり、
表玄関やそれぞれの和室の天井
を仰ぎ見れば、見ごたえある木
目模様が私たちの目を楽しませ
てくれます。全棟を通して「どう
だ、まいったか」と言わんばかり
の華美な装飾はありません。でも、
そこにしばらく佇んでみることで、
遠山が邸宅に注いだ静かな情
熱が伝わってきます。建物全体
の保存状態の良さにも脱帽です。

I N F O R M A T I O N

職
人
の
数
は
延
べ
三
万
五
千
人
。
お
よ
そ
二
年

七
か
月
の
歳
月
を
か
け
、
近
代
和
風
建
築
の
粋

を
極
め
た
豪
邸
が
竣
工
し
た
の
は
、
昭
和
十
一

年
（
一
九
三
六
年
）
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

生
家
は
没
落
し
、
一
家
離
散

　建
築
主
は
、
日
興
證
券
の
創
立
者
と
し
て
知

ら
れ
る
遠
山
元
一
で
あ
る
。

　遠
山
は
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
に

埼
玉
県
比
企
郡
三
保
谷
村
（
現
・
川
島
町
）
の

豪
農
の
長
男
と
し
て
誕
生
。
生
家
は
「
梅
屋
敷
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
広
大
な
邸
宅
で
あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
が
、
米
相
場
な
ど
に
手
を
出
し
た
父

親
の
放
蕩
の
末
に
家
は
没
落
。
暮
ら
し
は
逼
迫

し
、
田
畑
山
林
は
も
と
よ
り
、
家
屋
敷
や
蔵
ま

で
次
々
と
売
り
払
い
、
一
家
離
散
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。

　そ
ん
な
中
、
離
縁
さ
れ
た
母
・
美み

以い

は
実
家

に
戻
る
が
、
遠
山
は
父
の
も
と
に
残
り
、
母
子

異
な
る
建
築
様
式
を
持
つ
豪
邸

　遠
山
邸
に
は
、
三
つ
の
異
な
る
建
築
様
式
が

あ
る
。
東
棟
、
中
棟
、
西
棟
の
三
つ
の
棟
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
ス
タ
イ
ル
と
個
性
を
際
立

た
せ
、
し
か
も
違
和
感
な
く
渡
り
廊
下
で
結
ば

れ
て
い
る
の
だ
。

　茅
葺
き
屋
根
を
い
た
だ
く
表
玄
関
の
あ
る
東

棟
は
、
先
祖
伝
来
の
家
を
再
興
し
た
こ
と
を
象

徴
す
る
豪
農
風
。
そ
れ
に
つ
づ
く
中
棟
は
、
貴

賓
や
遠
方
か
ら
の
来
客
を
接
待
す
る
た
め
の
格

式
あ
る
書
院
造
り
。
離
れ
と
な
る
西
棟
は
、
建

築
主
の
母
親
が
安
楽
な
余
生
を
過
ご
せ
る
よ
う

に
京
風
の
数
寄
屋
造
り
と
し
、
茶
室
の
あ
る
隠

居
所
の
設
備
を
整
え
た
。

　建
築
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
最
高
技
術
を

持
っ
た
大
工
や
左
官
、
木
工
職
人
を
集
め
、
全

国
か
ら
貴
重
な
木
材
や
銘
木
、
銘
石
を
取
り
寄

せ
た
。

　総
建
坪
は
二
百
五
十
坪
を
超
え
、
関
わ
っ
た

ル
を
採
り
入
れ
た
格
調
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

　東
棟
の
十
八
畳
の
居
間
は
、
囲
炉
裏
と
縁へ

り

な

し
畳
が
民
家
風
の
雰
囲
気
を
醸
し
だ
し
、
竣

工
時
に
掛
け
ら
れ
た
柱
時
計
が
、
い
ま
も
時
を

刻
む
。

　ま
た
中
棟
に
あ
る
書
院
造
り
の
大
広
間
は
、

天
然
絞
り
の
北
山
杉
の
床
柱
に
、
一
間
半
の
床

の
間
。
壁
は
柘ざ

く
榴ろ

い石し

を
砕
い
て
砂
状
に
し
た
華

や
か
な
臙え

ん
脂じ

い色ろ

の
ほ本ん
が霞す
み

壁か
べ

。
こ
の
大
広
間
か
ら

眺
め
る
景
色
が
最
も
美
し
く
見
え
る
よ
う
、
歪

み
の
な
い
四
尺
幅
の
面
取
り
ガ
ラ
ス
を
ア
メ
リ

カ
に
特
注
し
直
輸
入
し
た
。

　さ
ら
に
数
寄
屋
造
り
の
西
棟
に
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
る
。
七
畳
の
茶
の
間

に
は
、
周
り
を
縁
取
る
よ
う
に
敷
か
れ
た
「
磚せ

ん

」

と
呼
ば
れ
る
黒
の
艶
消
し
の
敷
瓦
。
庭
側
の
ガ

ラ
ス
戸
を
開
け
放
て
ば
、
開
放
感
あ
ふ
れ
、
庭

と
部
屋
が
一
体
と
な
る
仕
組
み
で
あ
る
。

　こ
の
茶
の
間
は
、
友
人
を
も
て
な
す
茶
室
と

し
て
も
使
わ
れ
た
。
部
屋
の
壁
は
土
に
含
ま
れ

た
鉄
分
が
錆
び
て
黒
く
変
化
し
た
「
墨
差
し
天

王
寺
」。
濃
淡
の
あ
る
独
特
の
風
情
を
生
み
出

し
て
い
る
。

　本
来
こ
の
西
棟
は
、
母
の
た
め
の
住
ま
い
と

し
て
建
て
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
完
成
し
て

み
る
と
離
れ
に
独
り
は
あ
ま
り
に
寂
し
い
。
そ

こ
で
母
は
、
い
つ
も
東
棟
の
囲
炉
裏
の
あ
る
部

屋
に
い
て
、
近
所
の
幼
な
じ
み
を
呼
び
寄
せ
、昔

話
に
花
を
咲
か
せ
る
の
が
日
課
だ
っ
た
と
い
う
。

母
へ
の
愛
に
満
た
さ
れ
た
建
築

　母
・
美
以
は
、
こ
の
邸
宅
で
何
不
自
由
な
く

幸
福
な
余
生
を
過
ご
し
た
。

　昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
年
）、
八
十
二

歳
の
長
寿
を
全
う
し
て
逝
去
す
る
。
前
半
生
の

労
苦
や
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
孫
や
ひ
孫
に
も

恵
ま
れ
た
大
往
生
で
あ
っ
た
。

　遠
山
は
後
に
自
ら
の
著
書
に
、

「
私
が
ぐ
れ
も
せ
ず
、
自
暴
自
棄
に
も
陥
ら
ず
、

ど
う
に
か
人
間
の
道
を
ふ
み
違
え
な
い
で
こ
こ

ま
で
や
っ
て
来
ら
れ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
母
の

お
陰
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
母
は
い
つ
も
私
の

心
の
中
に
あ
っ
た
。
苦
し
い
時
に
は
母
を
思
い
、

心
の
ゆ
る
む
時
に
は
母
の
眼
を
感
じ
た
」

と
記
し
て
い
る
。

　遠
山
邸
は
、
そ
の
後
法
人
と
し
て
の
認
可
を

受
け
、
建
物
や
庭
の
保
存
公
開
と
、
蒐
集
さ
れ

た
美
術
工
芸
品
等
の
保
管
展
示
を
目
的
と
し
て

美
術
館
を
併
設
。
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇

年
）
か
ら
「
遠
山
記
念
館
」
と
し
て
一
般
公
開

さ
れ
て
い
る
。

　竣
工
以
来
、
八
十
一
年
の
歴
史
の
変
遷
を
経

て
、「
遠
山
邸
」
か
ら
「
遠
山
記
念
館
」
へ
。

　母
へ
の
愛
に
満
た
さ
れ
た
建
築
は
、
そ
の
温

も
り
の
想
い
と
と
も
に
、
い
ま
も
静
か
に
佇
ん

で
い
る
。

中棟の2階にある和風とアールデコ風の和洋折衷デザインの応接室

かつて吉田茂も訪れたという書院造りの18畳の大広間。アメリカから直輸入したガラス戸の向こうには、四季折々の風情が楽しめる庭のパノラマが広がる 掛込（かけこみ）天井に畳と赤松の
板張り床という片身替わりの廊下

垂木が放射状に広がる唐傘天井の
浴室。シャワー設備も整っていた

母・美以の寝室。庭に置かれた棗形
の手水鉢の下には水琴窟があった

珍しい三本引きの敷居のある茶の間。
三和土（たたき）風に瓦が敷かれている

　遠山記念館

4所在地：埼玉県比企郡川島町白井沼675　4TEL. 049 -297- 0007

4開館時間：10:00～16:30（入館は16:00まで）　
　　　　　＊中棟2階は特別公開日に限り見学可

4休館日：月曜日（祝日の際は翌日休）

4入館料：大人700円　学生（高校・大学）500円　（20名以上は団体割引）
　　　　＊中学生以下は無料。障害者手帳をお持ちの方は200円割引

4交通：東武東上線・JR埼京線「川越駅」から東武バス「桶川駅西口行き」、
　　　またはJR高崎線「桶川駅」より「川越駅行き」で「牛ケ谷戸」下車、
　　　徒歩15分。車の場合、関越道「川越 IC」より30分、
　　　または圏央道「川島 IC」より7分

4ホームページ：http://www.e-kinenkan.com

は
離
れ
ば
な
れ
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　そ
の
母
も
兄
嫁
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
他

家
に
嫁
い
だ
姉
を
頼
っ
て
実
家
を
飛
び
出
す
。

姉
の
家
に
間
借
り
し
な
が
ら
、
近
所
の
娘
た
ち

に
和
裁
を
教
え
な
が
ら
生
計
を
立
て
た
。

　一
方
、
遠
山
は
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、
十

六
歳
で
日
本
橋
兜
町
の
株
屋
の
丁
稚
奉
公
に
出

さ
れ
る
。
生
来
の
病
弱
か
ら
病
気
と
貧
困
に
苦

し
み
な
が
ら
も
、
株
式
の
取
引
に
才
覚
を
発
揮
。

や
が
て
独
立
し
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
年
）

に
戦
後
の
四
大
證
券
会
社
の
一
つ
と
な
る
日
興

證
券
を
創
業
。
ま
さ
に
立
志
伝
中
の
人
物
と
な

っ
た
。

　紆
余
曲
折
の
後
、
遠
山
は
東
京
・
麻
布
の
自

宅
に
母
を
呼
び
寄
せ
、
一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に

な
る
。
そ
し
て
苦
労
を
重
ね
た
母
の
た
め
に
、

か
つ
て
生
家
が
あ
っ
た
土
地
に
、
家
を
再
建
し

よ
う
と
思
い
立
つ
の
で
あ
る
。

各
部
屋
を
彩
る
細
や
か
な
意
匠

　母
に
捧
げ
る
想
い
を
こ
め
て
竣
工
し
た
遠
山

邸
。
そ
こ
に
は
細
部
に
ま
で
気
配
り
さ
れ
た
デ

ザ
イ
ン
、
磨
き
上
げ
ら
れ
た
職
人
技
が
活
か
さ

れ
て
い
る
。

　た
と
え
ば
、
表
玄
関
に
は
京
都
か
ら
運
ば
せ

た
鞍
馬
石
の
沓く

つ

脱ぬ
ぎ

、
欅
の
一
枚
板
の
式
台
。
天

井
は
美
し
い
木
目
模
様
に
彩
ら
れ
た
欅
の
玉た

ま

杢も
く

の
格
天
井
。
豪
農
風
で
は
あ
る
が
、武
家
ス
タ
イ
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アトム の 視 点

中棟2階応接室から寝室へ向か
う出入り口のレバー錠。エスカ
ッション（台座）とレバー部分と
もに72ミリと、比較的小ぶりで
す。現在はレバーが水平になっ
ているものが主流ですが、こち
らは垂直方向から90度回転さ
せて開け閉めします。すぐ下に
は鍵穴があり、未使用時はプレ
ートで覆われています。

長屋門の大扉の玉杢に始まり、
表玄関やそれぞれの和室の天井
を仰ぎ見れば、見ごたえある木
目模様が私たちの目を楽しませ
てくれます。全棟を通して「どう
だ、まいったか」と言わんばかり
の華美な装飾はありません。でも、
そこにしばらく佇んでみることで、
遠山が邸宅に注いだ静かな情
熱が伝わってきます。建物全体
の保存状態の良さにも脱帽です。

I N F O R M A T I O N

職
人
の
数
は
延
べ
三
万
五
千
人
。
お
よ
そ
二
年

七
か
月
の
歳
月
を
か
け
、
近
代
和
風
建
築
の
粋

を
極
め
た
豪
邸
が
竣
工
し
た
の
は
、
昭
和
十
一

年
（
一
九
三
六
年
）
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

生
家
は
没
落
し
、
一
家
離
散

　建
築
主
は
、
日
興
證
券
の
創
立
者
と
し
て
知

ら
れ
る
遠
山
元
一
で
あ
る
。

　遠
山
は
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
に

埼
玉
県
比
企
郡
三
保
谷
村
（
現
・
川
島
町
）
の

豪
農
の
長
男
と
し
て
誕
生
。
生
家
は
「
梅
屋
敷
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
広
大
な
邸
宅
で
あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
が
、
米
相
場
な
ど
に
手
を
出
し
た
父

親
の
放
蕩
の
末
に
家
は
没
落
。
暮
ら
し
は
逼
迫

し
、
田
畑
山
林
は
も
と
よ
り
、
家
屋
敷
や
蔵
ま

で
次
々
と
売
り
払
い
、
一
家
離
散
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。

　そ
ん
な
中
、
離
縁
さ
れ
た
母
・
美み

以い

は
実
家

に
戻
る
が
、
遠
山
は
父
の
も
と
に
残
り
、
母
子

異
な
る
建
築
様
式
を
持
つ
豪
邸

　遠
山
邸
に
は
、
三
つ
の
異
な
る
建
築
様
式
が

あ
る
。
東
棟
、
中
棟
、
西
棟
の
三
つ
の
棟
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
ス
タ
イ
ル
と
個
性
を
際
立

た
せ
、
し
か
も
違
和
感
な
く
渡
り
廊
下
で
結
ば

れ
て
い
る
の
だ
。

　茅
葺
き
屋
根
を
い
た
だ
く
表
玄
関
の
あ
る
東

棟
は
、
先
祖
伝
来
の
家
を
再
興
し
た
こ
と
を
象

徴
す
る
豪
農
風
。
そ
れ
に
つ
づ
く
中
棟
は
、
貴

賓
や
遠
方
か
ら
の
来
客
を
接
待
す
る
た
め
の
格

式
あ
る
書
院
造
り
。
離
れ
と
な
る
西
棟
は
、
建

築
主
の
母
親
が
安
楽
な
余
生
を
過
ご
せ
る
よ
う

に
京
風
の
数
寄
屋
造
り
と
し
、
茶
室
の
あ
る
隠

居
所
の
設
備
を
整
え
た
。

　建
築
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
最
高
技
術
を

持
っ
た
大
工
や
左
官
、
木
工
職
人
を
集
め
、
全

国
か
ら
貴
重
な
木
材
や
銘
木
、
銘
石
を
取
り
寄

せ
た
。

　総
建
坪
は
二
百
五
十
坪
を
超
え
、
関
わ
っ
た

ル
を
採
り
入
れ
た
格
調
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

　東
棟
の
十
八
畳
の
居
間
は
、
囲
炉
裏
と
縁へ

り

な

し
畳
が
民
家
風
の
雰
囲
気
を
醸
し
だ
し
、
竣

工
時
に
掛
け
ら
れ
た
柱
時
計
が
、
い
ま
も
時
を

刻
む
。

　ま
た
中
棟
に
あ
る
書
院
造
り
の
大
広
間
は
、

天
然
絞
り
の
北
山
杉
の
床
柱
に
、
一
間
半
の
床

の
間
。
壁
は
柘ざ

く
榴ろ

い石し

を
砕
い
て
砂
状
に
し
た
華

や
か
な
臙え

ん
脂じ

い色ろ

の
ほ本ん
が霞す
み

壁か
べ

。
こ
の
大
広
間
か
ら

眺
め
る
景
色
が
最
も
美
し
く
見
え
る
よ
う
、
歪

み
の
な
い
四
尺
幅
の
面
取
り
ガ
ラ
ス
を
ア
メ
リ

カ
に
特
注
し
直
輸
入
し
た
。

　さ
ら
に
数
寄
屋
造
り
の
西
棟
に
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
る
。
七
畳
の
茶
の
間

に
は
、
周
り
を
縁
取
る
よ
う
に
敷
か
れ
た
「
磚せ

ん

」

と
呼
ば
れ
る
黒
の
艶
消
し
の
敷
瓦
。
庭
側
の
ガ

ラ
ス
戸
を
開
け
放
て
ば
、
開
放
感
あ
ふ
れ
、
庭

と
部
屋
が
一
体
と
な
る
仕
組
み
で
あ
る
。

　こ
の
茶
の
間
は
、
友
人
を
も
て
な
す
茶
室
と

し
て
も
使
わ
れ
た
。
部
屋
の
壁
は
土
に
含
ま
れ

た
鉄
分
が
錆
び
て
黒
く
変
化
し
た
「
墨
差
し
天

王
寺
」。
濃
淡
の
あ
る
独
特
の
風
情
を
生
み
出

し
て
い
る
。

　本
来
こ
の
西
棟
は
、
母
の
た
め
の
住
ま
い
と

し
て
建
て
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
完
成
し
て

み
る
と
離
れ
に
独
り
は
あ
ま
り
に
寂
し
い
。
そ

こ
で
母
は
、
い
つ
も
東
棟
の
囲
炉
裏
の
あ
る
部

屋
に
い
て
、
近
所
の
幼
な
じ
み
を
呼
び
寄
せ
、昔

話
に
花
を
咲
か
せ
る
の
が
日
課
だ
っ
た
と
い
う
。

母
へ
の
愛
に
満
た
さ
れ
た
建
築

　母
・
美
以
は
、
こ
の
邸
宅
で
何
不
自
由
な
く

幸
福
な
余
生
を
過
ご
し
た
。

　昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
年
）、
八
十
二

歳
の
長
寿
を
全
う
し
て
逝
去
す
る
。
前
半
生
の

労
苦
や
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
孫
や
ひ
孫
に
も

恵
ま
れ
た
大
往
生
で
あ
っ
た
。

　遠
山
は
後
に
自
ら
の
著
書
に
、

「
私
が
ぐ
れ
も
せ
ず
、
自
暴
自
棄
に
も
陥
ら
ず
、

ど
う
に
か
人
間
の
道
を
ふ
み
違
え
な
い
で
こ
こ

ま
で
や
っ
て
来
ら
れ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
母
の

お
陰
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
母
は
い
つ
も
私
の

心
の
中
に
あ
っ
た
。
苦
し
い
時
に
は
母
を
思
い
、

心
の
ゆ
る
む
時
に
は
母
の
眼
を
感
じ
た
」

と
記
し
て
い
る
。

　遠
山
邸
は
、
そ
の
後
法
人
と
し
て
の
認
可
を

受
け
、
建
物
や
庭
の
保
存
公
開
と
、
蒐
集
さ
れ

た
美
術
工
芸
品
等
の
保
管
展
示
を
目
的
と
し
て

美
術
館
を
併
設
。
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇

年
）
か
ら
「
遠
山
記
念
館
」
と
し
て
一
般
公
開

さ
れ
て
い
る
。

　竣
工
以
来
、
八
十
一
年
の
歴
史
の
変
遷
を
経

て
、「
遠
山
邸
」
か
ら
「
遠
山
記
念
館
」
へ
。

　母
へ
の
愛
に
満
た
さ
れ
た
建
築
は
、
そ
の
温

も
り
の
想
い
と
と
も
に
、
い
ま
も
静
か
に
佇
ん

で
い
る
。

中棟の2階にある和風とアールデコ風の和洋折衷デザインの応接室

かつて吉田茂も訪れたという書院造りの18畳の大広間。アメリカから直輸入したガラス戸の向こうには、四季折々の風情が楽しめる庭のパノラマが広がる 掛込（かけこみ）天井に畳と赤松の
板張り床という片身替わりの廊下

垂木が放射状に広がる唐傘天井の
浴室。シャワー設備も整っていた

母・美以の寝室。庭に置かれた棗形
の手水鉢の下には水琴窟があった

珍しい三本引きの敷居のある茶の間。
三和土（たたき）風に瓦が敷かれている

　遠山記念館

4所在地：埼玉県比企郡川島町白井沼675　4TEL. 049 -297- 0007

4開館時間：10:00～16:30（入館は16:00まで）　
　　　　　＊中棟2階は特別公開日に限り見学可

4休館日：月曜日（祝日の際は翌日休）

4入館料：大人700円　学生（高校・大学）500円　（20名以上は団体割引）
　　　　＊中学生以下は無料。障害者手帳をお持ちの方は200円割引

4交通：東武東上線・JR埼京線「川越駅」から東武バス「桶川駅西口行き」、
　　　またはJR高崎線「桶川駅」より「川越駅行き」で「牛ケ谷戸」下車、
　　　徒歩15分。車の場合、関越道「川越 IC」より30分、
　　　または圏央道「川島 IC」より7分

4ホームページ：http://www.e-kinenkan.com

は
離
れ
ば
な
れ
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　そ
の
母
も
兄
嫁
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
他

家
に
嫁
い
だ
姉
を
頼
っ
て
実
家
を
飛
び
出
す
。

姉
の
家
に
間
借
り
し
な
が
ら
、
近
所
の
娘
た
ち

に
和
裁
を
教
え
な
が
ら
生
計
を
立
て
た
。

　一
方
、
遠
山
は
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、
十

六
歳
で
日
本
橋
兜
町
の
株
屋
の
丁
稚
奉
公
に
出

さ
れ
る
。
生
来
の
病
弱
か
ら
病
気
と
貧
困
に
苦

し
み
な
が
ら
も
、
株
式
の
取
引
に
才
覚
を
発
揮
。

や
が
て
独
立
し
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
年
）

に
戦
後
の
四
大
證
券
会
社
の
一
つ
と
な
る
日
興

證
券
を
創
業
。
ま
さ
に
立
志
伝
中
の
人
物
と
な

っ
た
。

　紆
余
曲
折
の
後
、
遠
山
は
東
京
・
麻
布
の
自

宅
に
母
を
呼
び
寄
せ
、
一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に

な
る
。
そ
し
て
苦
労
を
重
ね
た
母
の
た
め
に
、

か
つ
て
生
家
が
あ
っ
た
土
地
に
、
家
を
再
建
し

よ
う
と
思
い
立
つ
の
で
あ
る
。

各
部
屋
を
彩
る
細
や
か
な
意
匠

　母
に
捧
げ
る
想
い
を
こ
め
て
竣
工
し
た
遠
山

邸
。
そ
こ
に
は
細
部
に
ま
で
気
配
り
さ
れ
た
デ

ザ
イ
ン
、
磨
き
上
げ
ら
れ
た
職
人
技
が
活
か
さ

れ
て
い
る
。

　た
と
え
ば
、
表
玄
関
に
は
京
都
か
ら
運
ば
せ

た
鞍
馬
石
の
沓く

つ

脱ぬ
ぎ

、
欅
の
一
枚
板
の
式
台
。
天

井
は
美
し
い
木
目
模
様
に
彩
ら
れ
た
欅
の
玉た

ま

杢も
く

の
格
天
井
。
豪
農
風
で
は
あ
る
が
、武
家
ス
タ
イ
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アウトセット引戸錠OS-B1
［ 空錠 ］

引戸用戸当りクッション2

クッション性を重視すると密着度が弱いと
いうこれまでの悩みを解消するため、ベー
スとクッションの2パーツ式を採用しまし
た。ベースはABS製でねじ止めが可能。ク
ッションはエラストマー製（軟質・硬質の
二層構造）で、アタッチメント式となって
います。接着剤との併用を推奨しています。

移動間仕切りSW-900

家族構成や生活様式の変化に応じてフロア
の間仕切りをフレキシブルに変えることが
できる、移動間仕切りシステムです。ハイタ
イプのドアにも対応し、戸の重量は 40kg

までOK。吊り車には走行がスムーズなベ
アリング車輪を採用。レールの継ぎ手に左
右方向の制限がない構造のため、戸の動き
が左右自在で、しかも滑らかになりました。

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。

2017 春の新作発表会レポート

What is ATOM?

去る4月、大阪と東京でアトムリビンテック「2017 春の新作発表会」を開催いたしました。上吊式から下荷
重式まで、さまざまなニーズに対応したソフトクローズ引戸、シンクロ連動引戸や新型折戸金具などの施工
例をご紹介いたしました。また東京では、住宅の間取りをイメージした「LIVIN’ ZONE」を新たに設け、大
開口間仕切り引戸や移動間仕切り金具を実際の住空間に近い状態でご覧いただいたほか、東海大学産学連携
作品展も同時開催いたしました。

大阪会場
アトム住まいの

金物ギャラリー大阪

東京会場
アトムCSタワー

幼稚園などで小さいお子さんの手の届か
ない場所に設置ができ、引き違い戸の両面
使用にも最適な引戸錠です。従来の商品よ
りも加工がしやすいうえに、手掛かりや表
示部が大きく、かつ見やすくなりました。
ロックや開錠もプッシュするだけのカンタ
ン操作で、利便性がよりアップしています。

大林 風雅

お手伝いをしてゴールを目指そう!

たのしくおてつ台
鈴木 伶奈

飾りながら優しく照らす

ぷにっとらいと
住谷 優彰

服を着せて光の違いを楽しむ

Tragen Light
土田 菜摘

湿度が上がると、自然に花がひらく

はなたま

水書 茉由
展示空間プロデュース

武藤 夏奈子

生活に鮮やかな色を映す

f loat mirror

山口 佳美

好みの位置に付けて飾る

「LIVIN’ZONE」では、住まう人のライフスタイルに合わせて変化する間取りや、動線を意識した間仕切りなどをご覧いただきました

ド・レ・ミ・コレクション
山中 悠二郎

目にした時に、動きで癒しを感じる

HAKOROMO
櫻井 涼葉

動かして、わくわく収納

マルチタウン
新田 真子

ハメて無くさない♪

ピタッとキー  その他1作品

東京会場同時開催
ATOM×TOKAI  産学連携作品展

今年で 10回目を迎えた、東海大学教養学部芸術学科デザイン学課程の学
生さんたちによる作品展。今回は日常生活を絵のキャンバスと捉え、そこ
に色彩を与える意味を込めて「パレット」というテーマを設定。彩りあふ
れる生活を生む作品が提案されています。

＊作品の詳細につきましては、アトムリビンテックオフィシャルブログ「ATOM’s TODAY」をご覧ください
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　私
、
元
々
出
不
精
な
性
格
な
も
の
で
、
休
み
の
日
は
家

に
い
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
っ
た
訳
で
、
家

で
の
ん
び
り
し
な
が
ら
音
楽
で
も
聴
い
て
い
る
の
が
、
私

に
と
っ
て
の
至
福
の
時
間
で
す
。
ま
あ
、
私
も
40
代
の
仲

間
入
り
を
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
家
に
い
て
ば
か
り
で
は

体
力
が
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
時
に
は
外
に
出
て
散

歩
し
た
り
も
す
る
の
で
す
が
、
そ
ん
な
時
に
も
ウ
ォ
ー
ク

マ
ン
の
シ
ャ
ッ
フ
ル
機
能
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　私
が
普
段
よ
く
聴
い
て
い
る
音
楽
の
か
な
り
の
部
分
は
、

一
つ
の
出
会
い
が
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
、

私
が
高
校
生
に
な
っ
て
間
も
な
い
頃
な
の
で
、
1
9
9
2

年
の
春
頃
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
き
っ
か
け
は
よ
く
覚
え

て
い
な
い
の
で
す
が
、
Y
M
O
（
イ
エ
ロ
ー
・
マ
ジ
ッ
ク
・

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
）
に
も
の
す
ご
く
は
ま
っ
た
ん
で
す
。

　当
時
は
、
散
開
（
解
散
）
し
て
だ
い
ぶ
経
っ
て
い
た
の

で
す
が
再
結
成
の
噂
が
あ
っ
て
（
翌
年
本
当
に
再
結
成
し

ま
し
た
）、
過
去
の
貴
重
な
音
源
や
映
像
が
世
に
出
だ
し

た
頃
だ
っ
た
の
で
、
お
金
を
貯
め
て
買
い
ま
く
り
ま
し
た
。

写
真
に
あ
る
の
は
、
当
時
高
校
か
ら
大
学
時
代
に
購
入
し

た
ビ
デ
オ
や
C
D
の
一
部
で
す
。
今
は
V
H
S
テ
ー
プ
を

再
生
す
る
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
を
も
う
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

学
生
時
代
は
お
金
が
な
い
で
す
か
ら
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ

が
と
て
も
思
い
出
深
い
で
す
ね
。
ま
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
家
庭
に
普
及
す
る
前
の
時
代
で
し
た
か
ら
、
本
や
テ
レ

ビ
で
情
報
収
集
を
し
て
、
Y
M
O
周
辺
の
音
楽
を
聴
い
て

趣
味
の
幅
を
拡
げ
て
い
き
、
そ
れ
が
現
在
の
自
分
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

　例
え
ば
2
0
1
2
年
の
事
で
す
が
、
バ
ー
ト
・
バ
カ
ラ

ッ
ク
の
来
日
公
演
が
あ
っ
た
の
で
観
に
行
っ
た
の
で
す
が
、

こ
れ
も
元
を
た
ど
れ
ば
Y
M
O
と
の
出
会
い
が
き
っ
か
け

で
す
。
い
や
ー
感
動
し
ま
し
た
ね
。「
本
物
見
ち
ゃ
っ
た

よ
!
」
っ
て
ね
。

読者の声
Vol.40

個人情報の取り扱いについて
アンケートや読者プレゼントにご応募いただいた皆さまの個人情報は、読者プレゼントおよび「ATOMNEWS」の発送にのみ使用いたします。ご本人の承諾のない限り、
第三者に提供することはありません。また、ご応募の集計結果は個人を識別できない形で管理の上、「ATOMNEWS」の企画・編集・制作の参考にさせていただきます。

管理部経理課　吉野 弘
経理業務を担当

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

編 集 後 記

私の通っていた短大の学科では、卒業論文は400字詰めの原

稿用紙に手書きで、製本した状態での提出が決められていまし

た。「卒論だけでも大変なのに、その上自分で製本なんてムリ」

と早々に感じた私は、製本を学校から紹介されたプロにお願い

しました。なんとか卒論を完成させ、お店に原稿を持ち込むと、

ただの原稿用紙だったのが数日後には立派な本になっていまし

た。達成感とうれしさで、家族や友人に見せて回りました（ち

なみにこの時は、「アテナの道具箱」でご紹介した本間さんの

本とは違い、和綴じでした）。卒業してから随分と時間が経ち

ましたが、その卒論はずっと本棚の片隅にいます。　 〈伊勢大輔〉

「アテナの道具箱」の大森勇輔さんの記事、よかったです。小児
マヒの女性がおしゃれを楽しめる靴を作ったエピソード、素敵
でした。ATOMNEWSは多彩な記事が載っていて、読みごた
えがありますね。 〈大阪府　S・M様　女性〉

サロン・ド・アマント、行ってみたい!  子どもがそんな風に利
用できるなんて!!  ウワ～です。 〈京都府　ガタシン様　男性〉

前回のキレドさんの記事で、キレドファンになってしまいまし
た（友人もまき込んで）。私は病気で口から栄養がとれない体と
なってしまい、胃ろうから流動物を入れているのですが、キレ
ドさんの野菜ピューレは安心してお腹に入れられて、本当に嬉
しいです。 〈千葉県　hana.様　女性〉

「住まいに役立つ仲間たち」の同じ府中に住む塩浦氏のイラスト
がいい味出しています。私も囲炉裏の恵みを受けて育ちました。
昭和初期のアトム様の金具の数々も、台所の近代化に大きな役
割を果たされたものですね!! 〈東京都　たまのり様　女性〉

大聖堂の写真が素晴らしかった。 〈神奈川県　Y・Y様　男性〉

いつもありがとうございます。大工だった85歳の父に会いに、
貴誌を持参し、実家へ行くのを楽しみにしています。
 〈東京都　M・Y様　女性〉

幼稚園、保育園、こども園等に使用されている金物を取り上げ
てほしいです。 〈大阪府　ケンシロウ様　男性〉

詳しくは当社 IRサイトをご覧ください www.atomlt.com/ ir

アトムリビンテックは
「日経 IR・投資フェア2017」に出展します !

8月25日（金）、26日（土）の両日、東京ビッグサイトで開催される

日本経済新聞社主催の「日経 I R・投資フェア2017」に出展します。

当日は、当社ブースにて個別に会社説明を行うほか、特設会場に

て会社説明会を実施します。ご来場をお待ちしております。

I N F O R M AT I O N

高校から大学時代に購入したビデオとCD

“ウォークマン”はソニー株式会社の登録商標です

取材・文・イラスト　塩浦信太郎

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

4Salon de AManTo天人 profi le アマント・ジュン

本名、西尾純。大阪の堀江地域に誕生。その少年は、踊り、そして役者に目覚め世界各地を旅し、そこで得
た多くのことをもとに、「天人（あまんと）グループ」をつくりあげた。人々が自己表現する場所を提供し、
地域の発展とベストマッチさせる、古民家を利用した壮大な実験が進行中。古民家の店舗への再生はもと
より、さまざまな人生の再生の手助けもしている

大阪府大阪市北区中崎西1-7-26

HP: http:/ /amanto.jp / japanese

Mail: info@ amanto.jp

TEL: 06 – 6371 – 5840

アマント・ジュンという名前には、ひとつのエピソードがあります。世界各地でパフォー

マンスを行っているなかで、フィリピンへガレオン船が到来して100年を祝うイベント

にジュンさんが招待され、その時、司会者が「Jun: AManTo」を間違えて「ミスタージュン・

アマント」とダイレクトに読んで紹介してしまったのです。それ以来海外からのオファー

はJun AMantoで来るようになり、しかたなくそれを芸名として自らアマント・ジュンと

名乗るようになりました。　＊「Jun: AManTo」＝アマントに所属のジュン
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1718



　私
、
元
々
出
不
精
な
性
格
な
も
の
で
、
休
み
の
日
は
家

に
い
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
っ
た
訳
で
、
家

で
の
ん
び
り
し
な
が
ら
音
楽
で
も
聴
い
て
い
る
の
が
、
私

に
と
っ
て
の
至
福
の
時
間
で
す
。
ま
あ
、
私
も
40
代
の
仲

間
入
り
を
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
家
に
い
て
ば
か
り
で
は

体
力
が
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
時
に
は
外
に
出
て
散

歩
し
た
り
も
す
る
の
で
す
が
、
そ
ん
な
時
に
も
ウ
ォ
ー
ク

マ
ン
の
シ
ャ
ッ
フ
ル
機
能
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　私
が
普
段
よ
く
聴
い
て
い
る
音
楽
の
か
な
り
の
部
分
は
、

一
つ
の
出
会
い
が
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
、

私
が
高
校
生
に
な
っ
て
間
も
な
い
頃
な
の
で
、
1
9
9
2

年
の
春
頃
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
き
っ
か
け
は
よ
く
覚
え

て
い
な
い
の
で
す
が
、
Y
M
O
（
イ
エ
ロ
ー
・
マ
ジ
ッ
ク
・

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
）
に
も
の
す
ご
く
は
ま
っ
た
ん
で
す
。

　当
時
は
、
散
開
（
解
散
）
し
て
だ
い
ぶ
経
っ
て
い
た
の

で
す
が
再
結
成
の
噂
が
あ
っ
て
（
翌
年
本
当
に
再
結
成
し

ま
し
た
）、
過
去
の
貴
重
な
音
源
や
映
像
が
世
に
出
だ
し

た
頃
だ
っ
た
の
で
、
お
金
を
貯
め
て
買
い
ま
く
り
ま
し
た
。

写
真
に
あ
る
の
は
、
当
時
高
校
か
ら
大
学
時
代
に
購
入
し

た
ビ
デ
オ
や
C
D
の
一
部
で
す
。
今
は
V
H
S
テ
ー
プ
を

再
生
す
る
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
を
も
う
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

学
生
時
代
は
お
金
が
な
い
で
す
か
ら
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ

が
と
て
も
思
い
出
深
い
で
す
ね
。
ま
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
家
庭
に
普
及
す
る
前
の
時
代
で
し
た
か
ら
、
本
や
テ
レ

ビ
で
情
報
収
集
を
し
て
、
Y
M
O
周
辺
の
音
楽
を
聴
い
て

趣
味
の
幅
を
拡
げ
て
い
き
、
そ
れ
が
現
在
の
自
分
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

　例
え
ば
2
0
1
2
年
の
事
で
す
が
、
バ
ー
ト
・
バ
カ
ラ

ッ
ク
の
来
日
公
演
が
あ
っ
た
の
で
観
に
行
っ
た
の
で
す
が
、

こ
れ
も
元
を
た
ど
れ
ば
Y
M
O
と
の
出
会
い
が
き
っ
か
け

で
す
。
い
や
ー
感
動
し
ま
し
た
ね
。「
本
物
見
ち
ゃ
っ
た

よ
!
」
っ
て
ね
。

読者の声
Vol.40

個人情報の取り扱いについて
アンケートや読者プレゼントにご応募いただいた皆さまの個人情報は、読者プレゼントおよび「ATOMNEWS」の発送にのみ使用いたします。ご本人の承諾のない限り、
第三者に提供することはありません。また、ご応募の集計結果は個人を識別できない形で管理の上、「ATOMNEWS」の企画・編集・制作の参考にさせていただきます。

管理部経理課　吉野 弘
経理業務を担当

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

編 集 後 記

私の通っていた短大の学科では、卒業論文は400字詰めの原

稿用紙に手書きで、製本した状態での提出が決められていまし

た。「卒論だけでも大変なのに、その上自分で製本なんてムリ」

と早々に感じた私は、製本を学校から紹介されたプロにお願い

しました。なんとか卒論を完成させ、お店に原稿を持ち込むと、

ただの原稿用紙だったのが数日後には立派な本になっていまし

た。達成感とうれしさで、家族や友人に見せて回りました（ち

なみにこの時は、「アテナの道具箱」でご紹介した本間さんの

本とは違い、和綴じでした）。卒業してから随分と時間が経ち

ましたが、その卒論はずっと本棚の片隅にいます。　 〈伊勢大輔〉

「アテナの道具箱」の大森勇輔さんの記事、よかったです。小児
マヒの女性がおしゃれを楽しめる靴を作ったエピソード、素敵
でした。ATOMNEWSは多彩な記事が載っていて、読みごた
えがありますね。 〈大阪府　S・M様　女性〉

サロン・ド・アマント、行ってみたい!  子どもがそんな風に利
用できるなんて!!  ウワ～です。 〈京都府　ガタシン様　男性〉

前回のキレドさんの記事で、キレドファンになってしまいまし
た（友人もまき込んで）。私は病気で口から栄養がとれない体と
なってしまい、胃ろうから流動物を入れているのですが、キレ
ドさんの野菜ピューレは安心してお腹に入れられて、本当に嬉
しいです。 〈千葉県　hana.様　女性〉

「住まいに役立つ仲間たち」の同じ府中に住む塩浦氏のイラスト
がいい味出しています。私も囲炉裏の恵みを受けて育ちました。
昭和初期のアトム様の金具の数々も、台所の近代化に大きな役
割を果たされたものですね!! 〈東京都　たまのり様　女性〉

大聖堂の写真が素晴らしかった。 〈神奈川県　Y・Y様　男性〉

いつもありがとうございます。大工だった85歳の父に会いに、
貴誌を持参し、実家へ行くのを楽しみにしています。
 〈東京都　M・Y様　女性〉

幼稚園、保育園、こども園等に使用されている金物を取り上げ
てほしいです。 〈大阪府　ケンシロウ様　男性〉

詳しくは当社 IRサイトをご覧ください www.atomlt.com/ ir

アトムリビンテックは
「日経 IR・投資フェア2017」に出展します !

8月25日（金）、26日（土）の両日、東京ビッグサイトで開催される

日本経済新聞社主催の「日経 I R・投資フェア2017」に出展します。

当日は、当社ブースにて個別に会社説明を行うほか、特設会場に

て会社説明会を実施します。ご来場をお待ちしております。

I N F O R M AT I O N

高校から大学時代に購入したビデオとCD

“ウォークマン”はソニー株式会社の登録商標です

取材・文・イラスト　塩浦信太郎

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

4Salon de AManTo天人 profi le アマント・ジュン

本名、西尾純。大阪の堀江地域に誕生。その少年は、踊り、そして役者に目覚め世界各地を旅し、そこで得
た多くのことをもとに、「天人（あまんと）グループ」をつくりあげた。人々が自己表現する場所を提供し、
地域の発展とベストマッチさせる、古民家を利用した壮大な実験が進行中。古民家の店舗への再生はもと
より、さまざまな人生の再生の手助けもしている

大阪府大阪市北区中崎西1-7-26

HP: http:/ /amanto.jp / japanese

Mail: info@ amanto.jp

TEL: 06 – 6371 – 5840

アマント・ジュンという名前には、ひとつのエピソードがあります。世界各地でパフォー

マンスを行っているなかで、フィリピンへガレオン船が到来して100年を祝うイベント

にジュンさんが招待され、その時、司会者が「Jun: AManTo」を間違えて「ミスタージュン・

アマント」とダイレクトに読んで紹介してしまったのです。それ以来海外からのオファー

はJun AMantoで来るようになり、しかたなくそれを芸名として自らアマント・ジュンと

名乗るようになりました。　＊「Jun: AManTo」＝アマントに所属のジュン

後　編

1718



www.atomlt.com/catalog/

住まいの金物、取りそろえました。

New!

www.atomlt.com

■本社／〒110-8680 東京都台東区入谷1-27-4 TEL.03-3876-0600（代表）

■アトムCSタワー／〒105-0004 東京都港区新橋4-31-5

■アトム住まいの金物ギャラリー大阪事業所／〒564-0052 大阪府吹田市広芝町18-5
TEL.06-6821-7281　　FAX.06-6821-7282

■札幌営業所／〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東三丁目28-32 井門札幌東ビル1F
TEL.011-748-3113　　FAX.011-753-3015

■前橋営業所／〒371-0805 群馬県前橋市南町3-72-7
TEL.027-223-2651　　FAX.027-223-2661

■広島営業所／〒733-0031 広島県広島市西区観音町16-9 みさおビル1F
TEL.082-291-4235　　FAX.082-291-4880

特 販 事 業 部
卸 売 事 業 部

TEL.03-3876-0603
TEL.03-3876-0602

アーバンスタイル事業部
亜 吐 夢 金 物 館

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

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

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

「ATOMNEWS」2017年 6月号 Vol.196 ●編集・発行／アトムリビンテック（株）　アトムCSタワー ATOMNEWS編集室　〒105-0004　東京都港区新橋 4-31-5　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　★次号197号（秋号）は2017年 9月発行です。 本誌は再生紙・ベジタブルオイルインキを使用しています。

証券コード：3426

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

196
2017 SUMMER


