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今号の表紙 写真　プチヴェール

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。

福井県鯖江市といえば、めがねフレームとともに有名なのが越前漆器。

職人の丁寧な手作業による漆塗りのコーヒータンブラーを片手に、街

で、オフィスで、スタイリッシュに漆器を楽しんでみませんか?

「うるしモバイルタンブラー」には唐草や鳥獣戯画など数種類の図柄

があるなかで、今回アトムニューズがセレクトしたのは、波千鳥。夫婦

円満・家内安全・勝運祈願といった意味合いをもち、古くから日本人

に親しまれてきた縁起のよい文様です。ちなみに、このあと読者の皆

さまが小誌を読み進めていくうちに、波千鳥に関係した小さな記事が

登場しますので、そちらもお楽しみに。

6うるしモバイルタンブラー 波千鳥

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

締め切り　2018年1月31日（水）

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］　φ97 mm×H138 mm　［容量］　300 ml　［重量］　240g　［色］　朱・黒　
［材質・構造］　本体：18- 8ステンレス　真空二重構造　漆塗装　フタ：ポリプロピレン　
［販売価格］　6,500円＋消費税

4当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます

ギャラリーショップKANAGU

「プチヴェール」については
10ページでご紹介しています

蕎麦打ち職人 最上はるかさん

ご隠居さんの内緒話

あなたの家の『厠』はどこにあるの ?

特別展示「KANAGUつなぐ地域《福井》」

プチヴェール

東京都新宿区　林芙美子記念館

2017 秋の内覧会レポート

山梨編・2　スタジオKURI
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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

─

　水
回
し
三
年

　─

　軽
や
か
に
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
、
蕎
麦
打
ち
が

は
じ
ま
っ
て
い
た
。

　店
の
左
奥
に
あ
る
ガ
ラ
ス
張
り
の
蕎
麦
打
ち

場
。
作
務
衣
を
着
て
両
耳
に
は
ア
イ
ポ
ッ
ド
の

イ
ヤ
ホ
ン
。

　お
気
に
入
り
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
さ
だ
ま
さ

し
を
聴
き
な
が
ら
、
最
上
は
る
か
さ
ん
の
蕎
麦

打
ち
職
人
と
し
て
の
一
日
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　蕎
麦
打
ち
の
修
業
は
「
水
回
し
三
年
、
延の

し

三
月
、
切
り
三
日
」
と
い
わ
れ
る
。
水
回
し
は

最
初
の
工
程
で
、
蕎
麦
粉
に
水
を
加
え
、
手
で

撹
拌
し
な
が
ら
粉
に
ま
ん
べ
ん
な
く
水
を
浸
透

さ
せ
る
木
鉢
で
の
作
業
。

「
お
い
し
い
蕎
麦
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
の

作
業
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
す
」

　全
体
に
水
が
回
っ
た
蕎
麦
を
ま
と
め
て
捏こ

ね
、

麺
棒
を
使
っ
て
延
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
で
蕎

麦
粉
は
薄
い
布
状
に
な
り
、
そ
れ
を
折
り
た
た

ん
で
専
用
の「
蕎
麦
切
り
包
丁
」で
切
る
。
あ
っ

と
い
う
間
に
、
手
打
ち
蕎
麦
が
打
ち
あ
が
っ
た
。

─

　神
楽
坂
の
名
店

　─

　自
分
の
店
を
持
ち
た
い
と
思
っ
た
の
は
高
校

生
の
こ
ろ
だ
。「
当
時
は
喫
茶
店
と
か
ケ
ー
キ
屋

さ
ん
と
か
、
漠
然
と
夢
見
て
い
た
」。
そ
の
夢
に

真
剣
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
の
は
、
大
学
生
で

就
活
に
入
っ
て
か
ら
。ま
ず
は「
蕎
麦
」「
寿
司
」

「
お
で
ん
」の
三
つ
に
職
種
を
し
ぼ
り
、「
で
き
れ

ば
開
業
し
や
す
く
、
修
業
期
間
が
そ
れ
ほ
ど
長

く
な
い
も
の
を
と
考
え
て
、
蕎
麦
を
軸
と
し
た

店
に
決
め
ま
し
た
」。

　修
業
と
店
づ
く
り
の
参
考
に
、
あ
ち
こ
ち
の

蕎
麦
屋
を
歩
き
ま
わ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ド
キ

リ
と
す
る
ほ
ど
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
の
が
、
神
楽
坂
の
名
店
「

き蕎ょ
う楽ら
く亭て
い

」
だ
っ
た
。

「
蕎
麦
屋
と
し
て
は
珍
し
い
カ
ウ
ン
タ
ー
の
あ

る
店
。
揚
げ
た
て
の
天
ぷ
ら
、
茹
で
た
て
の
蕎

麦
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
提
供
さ
れ
て
、
そ
の
ラ

イ
ブ
感
が
カ
ッ
コ
よ
か
っ
た
」。
働
く
人
た
ち
も

生
き
生
き
と
し
て
、
店
全
体
に
活
気
が
み
な
ぎ

っ
て
い
た
。
直
感
的
に
「
こ
こ
で
修
業
し
た
い
」

と
思
っ
た
。

　じ
つ
は
「
蕎
楽
亭
」
の
親
方
は
脱
サ
ラ
組
。

二
年
半
ほ
ど
修
業
し
て
独
立
し
た
人
だ
っ
た
か

ら
、
彼
女
の
想
い
を
快
く
受
け
と
め
て
く
れ
た
。

　
─

　会
津
の
か
お
り

　─

　ア
ル
バ
イ
ト
で
店
に
入
っ
た
の
は
、
大
学
三

年
の
秋
。
ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
配
膳
や

洗
い
物
か
ら
は
じ
め
た
。
仕
事
に
慣
れ
た
こ
ろ
、

営
業
中
に
出
た
蕎
麦
く
ず
を
集
め
、
賄
い
用
の

蕎
麦
を
打
た
せ
て
も
ら
っ
た
。「
で
も
短
く
切
れ

て
し
ま
っ
た
り
、
切
り
幅
も
バ
ラ
バ
ラ
、
食
べ

て
も
ボ
ソ
ボ
ソ
の
蕎
麦
で
し
た
ね
」

　そ
れ
で
も
休
憩
時
間
や
空
い
た
時
間
を
利
用

し
て
は
蕎
麦
打
ち
の
練
習
を
し
た
。
同
時
に
、
小

料
理
や
店
舗
経
営
の
コ
ツ
な
ど
、
独
立
に
向
け

経
験
を
経
て
、
蕎
麦
打
ち
職
人
と
し
て
の
背
骨

が
通
っ
た
。
な
に
よ
り
の
喜
び
は
、
お
客
さ
ん

に
「
お
い
し
か
っ
た
よ
」「
ま
た
来
る
ね
」
と
言

っ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
つ
き
る
。「
だ
か
ら
昨
日

よ
り
も
今
日
、
今
日
よ
り
も
明
日
い
い
も
の
を
、

よ
り
お
い
し
い
も
の
を
提
供
し
た
い
」
と
思
う
。

　毎
年
、
大
晦
日
は
「
年
越
し
蕎
麦
」
で
店
は

書
き
入
れ
時
だ
が
、
彼
女
は
こ
の
日
を
休
業
日

と
し
た
。
一
年
の
締
め
く
く
り
に
、
修
業
し
た

店
の
手
伝
い
に
い
き
、
親
方
が
打
つ
姿
を
見
て

心
を
リ
セ
ッ
ト
し
よ
う
と
決
め
て
い
る
の
だ
。

蕎
麦
打
ち
の
「
初
心
」
に
か
え
る
日
で
あ
る
。

　休
む
理
由
は
も
う
ひ
と
つ
。「
娘
た
ち
と
一
緒

に
『
紅
白
歌
合
戦
』
を
観
た
い
と
い
う
の
が
本

音
か
な
」

　蕎
麦
打
ち
職
人
が
、ふ
と
母
親
の
顔
に
な
っ
た
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

H A R U K A  M O G A M I

アテナの道具箱初心を打つ

最上はるか

vol. IV

1985年、東京都生まれ。中高一貫の私立校から大学の法学部に進学。
就活中に自分の夢を叶えようとミシュラン一つ星の神楽坂の名店「蕎
楽亭」でアルバイトをはじめ、卒業後に正式に弟子入り。約6年の修業
を経て、2012年にのれん分けの店「蕎楽亭 もがみ」を開店。今年9月
に姉妹店となる「galette cafe もが」をオープンした。

蕎麦打ち職人

て
の
勉
強
や
店
の
物
件
探
し
も
進
め
て
い
っ
た
。

　そ
し
て
約
六
年
の
修
業
の
の
ち
、
二
十
六
歳

で
独
立
。
二
〇
一
二
年
、
神
楽
坂
に
「
蕎
楽
亭

も
が
み
」
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。「
蕎
楽
亭
」か
ら

独
立
し
た
弟
子
の
中
で
、
店
名
に
自
分
の
名
前

を
入
れ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
女
性
で

は
彼
女
が
初
め
て
。「
独
立
祝
い
に
と
、
親
方

が
店
の
ネ
ー
ム
入
り
の
蕎
麦
切
り
包
丁
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
ま
し
た
」

　蕎
麦
粉
は
会
津
産
の「
会
津
の
か
お
り
」。
毎

朝
、
石
臼
で
自
家
製
粉
し
、
蕎
麦
粉
十
割
の「
生き

粉こ

打
ち
」。
メ
ニ
ュ
ー
の
何
品
か
の
レ
シ
ピ
は

修
業
先
か
ら
受
け
継
い
だ
。

─

　今
日
よ
り
明
日

　─

　開
店
後
は
お
客
さ
ん
に
恵
ま
れ
、
多
忙
な

日
々
が
つ
づ
い
た
。
順
調
な
滑
り
出
し
で
、
経

営
も
安
定
し
て
き
た
こ
ろ
、
あ
る
「
難
問
」
に

直
面
す
る
。
出
産
と
育
児
で
あ
る
。

　夢
を
叶
え
た
独
立
だ
っ
た
が
「
店
を
閉
め
よ

う
か
」
と
思
い
悩
ん
だ
。「
女
性
が
働
く
と
き
、

子
供
を
い
つ
産
む
か
判
断
が
難
し
い
。
私
は
三

十
歳
ま
で
に
一
人
は
欲
し
い
と
思
い
覚
悟
を
決

め
ま
し
た
」。
そ
し
て
無
事
に
女
の
子
を
出
産
。

半
年
間
は
休
業
し
た
も
の
の
、
お
客
さ
ん
は
戻

っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
の
後
、
今
年
五
月
に
も

次
女
を
出
産
。
十
一
月
の
新
蕎
麦
の
季
節
に
営

業
を
再
開
し
た
と
こ
ろ
だ
。

　二
度
に
お
よ
ぶ
出
産
、
育
児
、
休
業
。
そ
の

34
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て
捏こ

ね
、

麺
棒
を
使
っ
て
延
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
で
蕎

麦
粉
は
薄
い
布
状
に
な
り
、
そ
れ
を
折
り
た
た

ん
で
専
用
の「
蕎
麦
切
り
包
丁
」で
切
る
。
あ
っ

と
い
う
間
に
、
手
打
ち
蕎
麦
が
打
ち
あ
が
っ
た
。

─

　神
楽
坂
の
名
店

　─

　自
分
の
店
を
持
ち
た
い
と
思
っ
た
の
は
高
校

生
の
こ
ろ
だ
。「
当
時
は
喫
茶
店
と
か
ケ
ー
キ
屋

さ
ん
と
か
、
漠
然
と
夢
見
て
い
た
」。
そ
の
夢
に

真
剣
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
の
は
、
大
学
生
で

就
活
に
入
っ
て
か
ら
。ま
ず
は「
蕎
麦
」「
寿
司
」

「
お
で
ん
」の
三
つ
に
職
種
を
し
ぼ
り
、「
で
き
れ

ば
開
業
し
や
す
く
、
修
業
期
間
が
そ
れ
ほ
ど
長

く
な
い
も
の
を
と
考
え
て
、
蕎
麦
を
軸
と
し
た

店
に
決
め
ま
し
た
」。

　修
業
と
店
づ
く
り
の
参
考
に
、
あ
ち
こ
ち
の

蕎
麦
屋
を
歩
き
ま
わ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ド
キ

リ
と
す
る
ほ
ど
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
の
が
、
神
楽
坂
の
名
店
「

き蕎ょ
う楽ら
く亭て
い

」
だ
っ
た
。

「
蕎
麦
屋
と
し
て
は
珍
し
い
カ
ウ
ン
タ
ー
の
あ

る
店
。
揚
げ
た
て
の
天
ぷ
ら
、
茹
で
た
て
の
蕎

麦
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
提
供
さ
れ
て
、
そ
の
ラ

イ
ブ
感
が
カ
ッ
コ
よ
か
っ
た
」。
働
く
人
た
ち
も

生
き
生
き
と
し
て
、
店
全
体
に
活
気
が
み
な
ぎ

っ
て
い
た
。
直
感
的
に
「
こ
こ
で
修
業
し
た
い
」

と
思
っ
た
。

　じ
つ
は
「
蕎
楽
亭
」
の
親
方
は
脱
サ
ラ
組
。

二
年
半
ほ
ど
修
業
し
て
独
立
し
た
人
だ
っ
た
か

ら
、
彼
女
の
想
い
を
快
く
受
け
と
め
て
く
れ
た
。

　
─

　会
津
の
か
お
り

　─

　ア
ル
バ
イ
ト
で
店
に
入
っ
た
の
は
、
大
学
三

年
の
秋
。
ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
配
膳
や

洗
い
物
か
ら
は
じ
め
た
。
仕
事
に
慣
れ
た
こ
ろ
、

営
業
中
に
出
た
蕎
麦
く
ず
を
集
め
、
賄
い
用
の

蕎
麦
を
打
た
せ
て
も
ら
っ
た
。「
で
も
短
く
切
れ

て
し
ま
っ
た
り
、
切
り
幅
も
バ
ラ
バ
ラ
、
食
べ

て
も
ボ
ソ
ボ
ソ
の
蕎
麦
で
し
た
ね
」

　そ
れ
で
も
休
憩
時
間
や
空
い
た
時
間
を
利
用

し
て
は
蕎
麦
打
ち
の
練
習
を
し
た
。
同
時
に
、
小

料
理
や
店
舗
経
営
の
コ
ツ
な
ど
、
独
立
に
向
け

経
験
を
経
て
、
蕎
麦
打
ち
職
人
と
し
て
の
背
骨

が
通
っ
た
。
な
に
よ
り
の
喜
び
は
、
お
客
さ
ん

に
「
お
い
し
か
っ
た
よ
」「
ま
た
来
る
ね
」
と
言

っ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
つ
き
る
。「
だ
か
ら
昨
日

よ
り
も
今
日
、
今
日
よ
り
も
明
日
い
い
も
の
を
、

よ
り
お
い
し
い
も
の
を
提
供
し
た
い
」
と
思
う
。

　毎
年
、
大
晦
日
は
「
年
越
し
蕎
麦
」
で
店
は

書
き
入
れ
時
だ
が
、
彼
女
は
こ
の
日
を
休
業
日

と
し
た
。
一
年
の
締
め
く
く
り
に
、
修
業
し
た

店
の
手
伝
い
に
い
き
、
親
方
が
打
つ
姿
を
見
て

心
を
リ
セ
ッ
ト
し
よ
う
と
決
め
て
い
る
の
だ
。

蕎
麦
打
ち
の
「
初
心
」
に
か
え
る
日
で
あ
る
。

　休
む
理
由
は
も
う
ひ
と
つ
。「
娘
た
ち
と
一
緒

に
『
紅
白
歌
合
戦
』
を
観
た
い
と
い
う
の
が
本

音
か
な
」

　蕎
麦
打
ち
職
人
が
、ふ
と
母
親
の
顔
に
な
っ
た
。

a t h e n a’ s  t o o l  b o x
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アテナの道具箱初心を打つ

最上はるか
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1985年、東京都生まれ。中高一貫の私立校から大学の法学部に進学。
就活中に自分の夢を叶えようとミシュラン一つ星の神楽坂の名店「蕎
楽亭」でアルバイトをはじめ、卒業後に正式に弟子入り。約6年の修業
を経て、2012年にのれん分けの店「蕎楽亭 もがみ」を開店。今年9月
に姉妹店となる「galette cafe もが」をオープンした。

蕎麦打ち職人

て
の
勉
強
や
店
の
物
件
探
し
も
進
め
て
い
っ
た
。

　そ
し
て
約
六
年
の
修
業
の
の
ち
、
二
十
六
歳

で
独
立
。
二
〇
一
二
年
、
神
楽
坂
に
「
蕎
楽
亭

も
が
み
」
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。「
蕎
楽
亭
」か
ら

独
立
し
た
弟
子
の
中
で
、
店
名
に
自
分
の
名
前

を
入
れ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
女
性
で

は
彼
女
が
初
め
て
。「
独
立
祝
い
に
と
、
親
方

が
店
の
ネ
ー
ム
入
り
の
蕎
麦
切
り
包
丁
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
ま
し
た
」

　蕎
麦
粉
は
会
津
産
の「
会
津
の
か
お
り
」。
毎

朝
、
石
臼
で
自
家
製
粉
し
、
蕎
麦
粉
十
割
の「
生き

粉こ

打
ち
」。
メ
ニ
ュ
ー
の
何
品
か
の
レ
シ
ピ
は

修
業
先
か
ら
受
け
継
い
だ
。

─

　今
日
よ
り
明
日

　─

　開
店
後
は
お
客
さ
ん
に
恵
ま
れ
、
多
忙
な

日
々
が
つ
づ
い
た
。
順
調
な
滑
り
出
し
で
、
経

営
も
安
定
し
て
き
た
こ
ろ
、
あ
る
「
難
問
」
に

直
面
す
る
。
出
産
と
育
児
で
あ
る
。

　夢
を
叶
え
た
独
立
だ
っ
た
が
「
店
を
閉
め
よ

う
か
」
と
思
い
悩
ん
だ
。「
女
性
が
働
く
と
き
、

子
供
を
い
つ
産
む
か
判
断
が
難
し
い
。
私
は
三

十
歳
ま
で
に
一
人
は
欲
し
い
と
思
い
覚
悟
を
決

め
ま
し
た
」。
そ
し
て
無
事
に
女
の
子
を
出
産
。

半
年
間
は
休
業
し
た
も
の
の
、
お
客
さ
ん
は
戻

っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
の
後
、
今
年
五
月
に
も

次
女
を
出
産
。
十
一
月
の
新
蕎
麦
の
季
節
に
営

業
を
再
開
し
た
と
こ
ろ
だ
。

　二
度
に
お
よ
ぶ
出
産
、
育
児
、
休
業
。
そ
の
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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
。

さ
て
さ
て
、
あ
ん
た
は
い
つ
で
も
何
か
を
心
配
し
た
り
、

悩
ん
だ
り
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

江
戸
時
代
か
ら
世
間
の
あ
れ
こ
れ
を
眺
め
て
き
た
わ
し
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、

あ
ん
た
が
心
配
し
て
い
る
程
度
の
こ
と
は
、
な
ん
べ
ん
で
も
あ
っ
た
も
ん
だ
。

そ
ん
な
と
き
は
嵐
を
や
り
過
ご
す
亀
み
た
い
に
首
を
す
く
め
て
い
れ
ば
、

た
い
て
い
は
、
ど
う
に
か
な
る
も
ん
じ
ゃ
な
。

ま
あ
、
正
直
に
い
え
ば
、

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
も
、
何
度
か
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
、

お
気
楽
に
か
ま
え
る
こ
と
が
肝
心
じ
ゃ
。

本
当
に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
ん
た
が
い
く
ら
心
配
し
た
と
こ
ろ
で
、

や
っ
ぱ
り
ど
う
に
も
な
ら
な
い
が
、

何
で
も
か
ん
で
も
、
は
な
か
ら
「
ど
う
に
か
な
る
」
と
信
じ
て
い
た
方
が
、

存
外
、
ど
う
に
か
な
る
確
率
が
高
い
の
で
あ
る
。

ど
う
に
も
な
ら
な
さ
そ
う
な
ほ
ど
悪
い
こ
と
が
起
き
た
時
は
、

「
そ
れ
で
も
き
っ
と
、
ど
う
に
か
な
る
さ
」
と
声
に
出
し
て
言
っ
て
み
な
さ
れ
。

そ
れ
が
、「
山
あ
り
谷
あ
り
、
ま
た
谷
あ
り
」
の
人
生
を

う
ま
い
こ
と
渡
っ
て
い
く
魔
法
の
呪
文
な
の
じ
ゃ
。

て
な
こ
と
を
、
お
参
り
に
来
た
あ
ん
た
た
ち
に
内
緒
で
伝
え
た
く
て
、

わ
し
ら
は
、
ず
っ
と
こ
こ
で
座
っ
て
い
る
わ
け
だ
な
。

─

　水
回
し
三
年

　─

　軽
や
か
に
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
、
蕎
麦
打
ち
が

は
じ
ま
っ
て
い
た
。

　店
の
左
奥
に
あ
る
ガ
ラ
ス
張
り
の
蕎
麦
打
ち

場
。
作
務
衣
を
着
て
両
耳
に
は
ア
イ
ポ
ッ
ド
の

イ
ヤ
ホ
ン
。

　お
気
に
入
り
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
さ
だ
ま
さ

し
を
聴
き
な
が
ら
、
最
上
は
る
か
さ
ん
の
蕎
麦

打
ち
職
人
と
し
て
の
一
日
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　蕎
麦
打
ち
の
修
業
は
「
水
回
し
三
年
、
延の

し

三
月
、
切
り
三
日
」
と
い
わ
れ
る
。
水
回
し
は

最
初
の
工
程
で
、
蕎
麦
粉
に
水
を
加
え
、
手
で

撹
拌
し
な
が
ら
粉
に
ま
ん
べ
ん
な
く
水
を
浸
透

さ
せ
る
木
鉢
で
の
作
業
。

「
お
い
し
い
蕎
麦
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
の

作
業
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
す
」

　全
体
に
水
が
回
っ
た
蕎
麦
を
ま
と
め
て
捏こ

ね
、

麺
棒
を
使
っ
て
延
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
で
蕎

麦
粉
は
薄
い
布
状
に
な
り
、
そ
れ
を
折
り
た
た

ん
で
専
用
の「
蕎
麦
切
り
包
丁
」で
切
る
。
あ
っ

と
い
う
間
に
、
手
打
ち
蕎
麦
が
打
ち
あ
が
っ
た
。

─

　神
楽
坂
の
名
店

　─

　自
分
の
店
を
持
ち
た
い
と
思
っ
た
の
は
高
校

生
の
こ
ろ
だ
。「
当
時
は
喫
茶
店
と
か
ケ
ー
キ
屋

さ
ん
と
か
、
漠
然
と
夢
見
て
い
た
」。
そ
の
夢
に

真
剣
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
の
は
、
大
学
生
で

就
活
に
入
っ
て
か
ら
。ま
ず
は「
蕎
麦
」「
寿
司
」

「
お
で
ん
」の
三
つ
に
職
種
を
し
ぼ
り
、「
で
き
れ

ば
開
業
し
や
す
く
、
修
業
期
間
が
そ
れ
ほ
ど
長

く
な
い
も
の
を
と
考
え
て
、
蕎
麦
を
軸
と
し
た

店
に
決
め
ま
し
た
」。

　修
業
と
店
づ
く
り
の
参
考
に
、
あ
ち
こ
ち
の

蕎
麦
屋
を
歩
き
ま
わ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ド
キ

リ
と
す
る
ほ
ど
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
の
が
、
神
楽
坂
の
名
店
「

き蕎ょ
う楽ら
く亭て
い

」
だ
っ
た
。

「
蕎
麦
屋
と
し
て
は
珍
し
い
カ
ウ
ン
タ
ー
の
あ

る
店
。
揚
げ
た
て
の
天
ぷ
ら
、
茹
で
た
て
の
蕎

麦
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
提
供
さ
れ
て
、
そ
の
ラ

イ
ブ
感
が
カ
ッ
コ
よ
か
っ
た
」。
働
く
人
た
ち
も

生
き
生
き
と
し
て
、
店
全
体
に
活
気
が
み
な
ぎ

っ
て
い
た
。
直
感
的
に
「
こ
こ
で
修
業
し
た
い
」

と
思
っ
た
。

　じ
つ
は
「
蕎
楽
亭
」
の
親
方
は
脱
サ
ラ
組
。

二
年
半
ほ
ど
修
業
し
て
独
立
し
た
人
だ
っ
た
か

ら
、
彼
女
の
想
い
を
快
く
受
け
と
め
て
く
れ
た
。

　
─

　会
津
の
か
お
り

　─

　ア
ル
バ
イ
ト
で
店
に
入
っ
た
の
は
、
大
学
三

年
の
秋
。
ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
配
膳
や

洗
い
物
か
ら
は
じ
め
た
。
仕
事
に
慣
れ
た
こ
ろ
、

営
業
中
に
出
た
蕎
麦
く
ず
を
集
め
、
賄
い
用
の

蕎
麦
を
打
た
せ
て
も
ら
っ
た
。「
で
も
短
く
切
れ

て
し
ま
っ
た
り
、
切
り
幅
も
バ
ラ
バ
ラ
、
食
べ

て
も
ボ
ソ
ボ
ソ
の
蕎
麦
で
し
た
ね
」

　そ
れ
で
も
休
憩
時
間
や
空
い
た
時
間
を
利
用

し
て
は
蕎
麦
打
ち
の
練
習
を
し
た
。
同
時
に
、
小

料
理
や
店
舗
経
営
の
コ
ツ
な
ど
、
独
立
に
向
け

経
験
を
経
て
、
蕎
麦
打
ち
職
人
と
し
て
の
背
骨

が
通
っ
た
。
な
に
よ
り
の
喜
び
は
、
お
客
さ
ん

に
「
お
い
し
か
っ
た
よ
」「
ま
た
来
る
ね
」
と
言

っ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
つ
き
る
。「
だ
か
ら
昨
日

よ
り
も
今
日
、
今
日
よ
り
も
明
日
い
い
も
の
を
、

よ
り
お
い
し
い
も
の
を
提
供
し
た
い
」
と
思
う
。

　毎
年
、
大
晦
日
は
「
年
越
し
蕎
麦
」
で
店
は

書
き
入
れ
時
だ
が
、
彼
女
は
こ
の
日
を
休
業
日

と
し
た
。
一
年
の
締
め
く
く
り
に
、
修
業
し
た

店
の
手
伝
い
に
い
き
、
親
方
が
打
つ
姿
を
見
て

心
を
リ
セ
ッ
ト
し
よ
う
と
決
め
て
い
る
の
だ
。

蕎
麦
打
ち
の
「
初
心
」
に
か
え
る
日
で
あ
る
。

　休
む
理
由
は
も
う
ひ
と
つ
。「
娘
た
ち
と
一
緒

に
『
紅
白
歌
合
戦
』
を
観
た
い
と
い
う
の
が
本

音
か
な
」

　蕎
麦
打
ち
職
人
が
、ふ
と
母
親
の
顔
に
な
っ
た
。

て
の
勉
強
や
店
の
物
件
探
し
も
進
め
て
い
っ
た
。

　そ
し
て
約
六
年
の
修
業
の
の
ち
、
二
十
六
歳

で
独
立
。
二
〇
一
二
年
、
神
楽
坂
に
「
蕎
楽
亭

も
が
み
」
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。「
蕎
楽
亭
」か
ら

独
立
し
た
弟
子
の
中
で
、
店
名
に
自
分
の
名
前

を
入
れ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
女
性
で

は
彼
女
が
初
め
て
。「
独
立
祝
い
に
と
、
親
方

が
店
の
ネ
ー
ム
入
り
の
蕎
麦
切
り
包
丁
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
ま
し
た
」

　蕎
麦
粉
は
会
津
産
の「
会
津
の
か
お
り
」。
毎

朝
、
石
臼
で
自
家
製
粉
し
、
蕎
麦
粉
十
割
の「
生き

粉こ

打
ち
」。
メ
ニ
ュ
ー
の
何
品
か
の
レ
シ
ピ
は

修
業
先
か
ら
受
け
継
い
だ
。

─

　今
日
よ
り
明
日

　─

　開
店
後
は
お
客
さ
ん
に
恵
ま
れ
、
多
忙
な

日
々
が
つ
づ
い
た
。
順
調
な
滑
り
出
し
で
、
経

営
も
安
定
し
て
き
た
こ
ろ
、
あ
る
「
難
問
」
に

直
面
す
る
。
出
産
と
育
児
で
あ
る
。

　夢
を
叶
え
た
独
立
だ
っ
た
が
「
店
を
閉
め
よ

う
か
」
と
思
い
悩
ん
だ
。「
女
性
が
働
く
と
き
、

子
供
を
い
つ
産
む
か
判
断
が
難
し
い
。
私
は
三

十
歳
ま
で
に
一
人
は
欲
し
い
と
思
い
覚
悟
を
決

め
ま
し
た
」。
そ
し
て
無
事
に
女
の
子
を
出
産
。

半
年
間
は
休
業
し
た
も
の
の
、
お
客
さ
ん
は
戻

っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
の
後
、
今
年
五
月
に
も

次
女
を
出
産
。
十
一
月
の
新
蕎
麦
の
季
節
に
営

業
を
再
開
し
た
と
こ
ろ
だ
。

　二
度
に
お
よ
ぶ
出
産
、
育
児
、
休
業
。
そ
の
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川越大師  喜多院五百羅漢（埼玉県川越市）

川越大師喜多院は、小江戸川越を代表する大きなお寺。広い

境内の一角に、塀で囲まれた場所があり、そこに、おびただし

い石仏が並んでいます。五百羅漢と呼ばれますが、羅漢さん

だけでなく、その他の仏像も合わせて538体。ユニークな表情

とポーズの羅漢さんの中でも特に人気が高いのが、このひそ

ひそ話をする羅漢さん。見る側の心持ちで、よい話をしてい

るようにも、悪だくみをしているようにも見えるのでした。

6東武東上線、JR川越駅徒歩20分

埼
玉
県
川
越
市

　川
越
大
師 

喜
多
院
五
百
羅
漢

ご
隠
居
さ
ん
の
内
緒
話

文・写真　吉田さらさ　寺と神社の旅研究家

寺、神社、仏像に関する雑誌記事や単行本を執筆。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

ライフワークとなった。東京都内の石仏を探し歩く講座の講

師も務めている。『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 

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
。

さ
て
さ
て
、
あ
ん
た
は
い
つ
で
も
何
か
を
心
配
し
た
り
、

悩
ん
だ
り
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

江
戸
時
代
か
ら
世
間
の
あ
れ
こ
れ
を
眺
め
て
き
た
わ
し
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、

あ
ん
た
が
心
配
し
て
い
る
程
度
の
こ
と
は
、
な
ん
べ
ん
で
も
あ
っ
た
も
ん
だ
。

そ
ん
な
と
き
は
嵐
を
や
り
過
ご
す
亀
み
た
い
に
首
を
す
く
め
て
い
れ
ば
、

た
い
て
い
は
、
ど
う
に
か
な
る
も
ん
じ
ゃ
な
。

ま
あ
、
正
直
に
い
え
ば
、

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
も
、
何
度
か
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
、

お
気
楽
に
か
ま
え
る
こ
と
が
肝
心
じ
ゃ
。

本
当
に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
ん
た
が
い
く
ら
心
配
し
た
と
こ
ろ
で
、

や
っ
ぱ
り
ど
う
に
も
な
ら
な
い
が
、

何
で
も
か
ん
で
も
、
は
な
か
ら
「
ど
う
に
か
な
る
」
と
信
じ
て
い
た
方
が
、

存
外
、
ど
う
に
か
な
る
確
率
が
高
い
の
で
あ
る
。

ど
う
に
も
な
ら
な
さ
そ
う
な
ほ
ど
悪
い
こ
と
が
起
き
た
時
は
、

「
そ
れ
で
も
き
っ
と
、
ど
う
に
か
な
る
さ
」
と
声
に
出
し
て
言
っ
て
み
な
さ
れ
。

そ
れ
が
、「
山
あ
り
谷
あ
り
、
ま
た
谷
あ
り
」
の
人
生
を

う
ま
い
こ
と
渡
っ
て
い
く
魔
法
の
呪
文
な
の
じ
ゃ
。

て
な
こ
と
を
、
お
参
り
に
来
た
あ
ん
た
た
ち
に
内
緒
で
伝
え
た
く
て
、

わ
し
ら
は
、
ず
っ
と
こ
こ
で
座
っ
て
い
る
わ
け
だ
な
。

─

　水
回
し
三
年

　─

　軽
や
か
に
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
、
蕎
麦
打
ち
が

は
じ
ま
っ
て
い
た
。

　店
の
左
奥
に
あ
る
ガ
ラ
ス
張
り
の
蕎
麦
打
ち

場
。
作
務
衣
を
着
て
両
耳
に
は
ア
イ
ポ
ッ
ド
の

イ
ヤ
ホ
ン
。

　お
気
に
入
り
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
さ
だ
ま
さ

し
を
聴
き
な
が
ら
、
最
上
は
る
か
さ
ん
の
蕎
麦

打
ち
職
人
と
し
て
の
一
日
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　蕎
麦
打
ち
の
修
業
は
「
水
回
し
三
年
、
延の

し

三
月
、
切
り
三
日
」
と
い
わ
れ
る
。
水
回
し
は

最
初
の
工
程
で
、
蕎
麦
粉
に
水
を
加
え
、
手
で

撹
拌
し
な
が
ら
粉
に
ま
ん
べ
ん
な
く
水
を
浸
透

さ
せ
る
木
鉢
で
の
作
業
。

「
お
い
し
い
蕎
麦
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
の

作
業
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
す
」

　全
体
に
水
が
回
っ
た
蕎
麦
を
ま
と
め
て
捏こ

ね
、

麺
棒
を
使
っ
て
延
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
で
蕎

麦
粉
は
薄
い
布
状
に
な
り
、
そ
れ
を
折
り
た
た

ん
で
専
用
の「
蕎
麦
切
り
包
丁
」で
切
る
。
あ
っ

と
い
う
間
に
、
手
打
ち
蕎
麦
が
打
ち
あ
が
っ
た
。

─

　神
楽
坂
の
名
店

　─

　自
分
の
店
を
持
ち
た
い
と
思
っ
た
の
は
高
校

生
の
こ
ろ
だ
。「
当
時
は
喫
茶
店
と
か
ケ
ー
キ
屋

さ
ん
と
か
、
漠
然
と
夢
見
て
い
た
」。
そ
の
夢
に

真
剣
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
の
は
、
大
学
生
で

就
活
に
入
っ
て
か
ら
。ま
ず
は「
蕎
麦
」「
寿
司
」

「
お
で
ん
」の
三
つ
に
職
種
を
し
ぼ
り
、「
で
き
れ

ば
開
業
し
や
す
く
、
修
業
期
間
が
そ
れ
ほ
ど
長

く
な
い
も
の
を
と
考
え
て
、
蕎
麦
を
軸
と
し
た

店
に
決
め
ま
し
た
」。

　修
業
と
店
づ
く
り
の
参
考
に
、
あ
ち
こ
ち
の

蕎
麦
屋
を
歩
き
ま
わ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ド
キ

リ
と
す
る
ほ
ど
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
の
が
、
神
楽
坂
の
名
店
「

き蕎ょ
う楽ら
く亭て
い

」
だ
っ
た
。

「
蕎
麦
屋
と
し
て
は
珍
し
い
カ
ウ
ン
タ
ー
の
あ

る
店
。
揚
げ
た
て
の
天
ぷ
ら
、
茹
で
た
て
の
蕎

麦
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
提
供
さ
れ
て
、
そ
の
ラ

イ
ブ
感
が
カ
ッ
コ
よ
か
っ
た
」。
働
く
人
た
ち
も

生
き
生
き
と
し
て
、
店
全
体
に
活
気
が
み
な
ぎ

っ
て
い
た
。
直
感
的
に
「
こ
こ
で
修
業
し
た
い
」

と
思
っ
た
。

　じ
つ
は
「
蕎
楽
亭
」
の
親
方
は
脱
サ
ラ
組
。

二
年
半
ほ
ど
修
業
し
て
独
立
し
た
人
だ
っ
た
か

ら
、
彼
女
の
想
い
を
快
く
受
け
と
め
て
く
れ
た
。

　
─

　会
津
の
か
お
り

　─

　ア
ル
バ
イ
ト
で
店
に
入
っ
た
の
は
、
大
学
三

年
の
秋
。
ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
配
膳
や

洗
い
物
か
ら
は
じ
め
た
。
仕
事
に
慣
れ
た
こ
ろ
、

営
業
中
に
出
た
蕎
麦
く
ず
を
集
め
、
賄
い
用
の

蕎
麦
を
打
た
せ
て
も
ら
っ
た
。「
で
も
短
く
切
れ

て
し
ま
っ
た
り
、
切
り
幅
も
バ
ラ
バ
ラ
、
食
べ

て
も
ボ
ソ
ボ
ソ
の
蕎
麦
で
し
た
ね
」

　そ
れ
で
も
休
憩
時
間
や
空
い
た
時
間
を
利
用

し
て
は
蕎
麦
打
ち
の
練
習
を
し
た
。
同
時
に
、
小

料
理
や
店
舗
経
営
の
コ
ツ
な
ど
、
独
立
に
向
け

経
験
を
経
て
、
蕎
麦
打
ち
職
人
と
し
て
の
背
骨

が
通
っ
た
。
な
に
よ
り
の
喜
び
は
、
お
客
さ
ん

に
「
お
い
し
か
っ
た
よ
」「
ま
た
来
る
ね
」
と
言

っ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
つ
き
る
。「
だ
か
ら
昨
日

よ
り
も
今
日
、
今
日
よ
り
も
明
日
い
い
も
の
を
、

よ
り
お
い
し
い
も
の
を
提
供
し
た
い
」
と
思
う
。

　毎
年
、
大
晦
日
は
「
年
越
し
蕎
麦
」
で
店
は

書
き
入
れ
時
だ
が
、
彼
女
は
こ
の
日
を
休
業
日

と
し
た
。
一
年
の
締
め
く
く
り
に
、
修
業
し
た

店
の
手
伝
い
に
い
き
、
親
方
が
打
つ
姿
を
見
て

心
を
リ
セ
ッ
ト
し
よ
う
と
決
め
て
い
る
の
だ
。

蕎
麦
打
ち
の
「
初
心
」
に
か
え
る
日
で
あ
る
。

　休
む
理
由
は
も
う
ひ
と
つ
。「
娘
た
ち
と
一
緒

に
『
紅
白
歌
合
戦
』
を
観
た
い
と
い
う
の
が
本

音
か
な
」

　蕎
麦
打
ち
職
人
が
、ふ
と
母
親
の
顔
に
な
っ
た
。

て
の
勉
強
や
店
の
物
件
探
し
も
進
め
て
い
っ
た
。

　そ
し
て
約
六
年
の
修
業
の
の
ち
、
二
十
六
歳

で
独
立
。
二
〇
一
二
年
、
神
楽
坂
に
「
蕎
楽
亭

も
が
み
」
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。「
蕎
楽
亭
」か
ら

独
立
し
た
弟
子
の
中
で
、
店
名
に
自
分
の
名
前

を
入
れ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
女
性
で

は
彼
女
が
初
め
て
。「
独
立
祝
い
に
と
、
親
方

が
店
の
ネ
ー
ム
入
り
の
蕎
麦
切
り
包
丁
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
ま
し
た
」

　蕎
麦
粉
は
会
津
産
の「
会
津
の
か
お
り
」。
毎

朝
、
石
臼
で
自
家
製
粉
し
、
蕎
麦
粉
十
割
の「
生き

粉こ

打
ち
」。
メ
ニ
ュ
ー
の
何
品
か
の
レ
シ
ピ
は

修
業
先
か
ら
受
け
継
い
だ
。

─

　今
日
よ
り
明
日

　─

　開
店
後
は
お
客
さ
ん
に
恵
ま
れ
、
多
忙
な

日
々
が
つ
づ
い
た
。
順
調
な
滑
り
出
し
で
、
経

営
も
安
定
し
て
き
た
こ
ろ
、
あ
る
「
難
問
」
に

直
面
す
る
。
出
産
と
育
児
で
あ
る
。

　夢
を
叶
え
た
独
立
だ
っ
た
が
「
店
を
閉
め
よ

う
か
」
と
思
い
悩
ん
だ
。「
女
性
が
働
く
と
き
、

子
供
を
い
つ
産
む
か
判
断
が
難
し
い
。
私
は
三

十
歳
ま
で
に
一
人
は
欲
し
い
と
思
い
覚
悟
を
決

め
ま
し
た
」。
そ
し
て
無
事
に
女
の
子
を
出
産
。

半
年
間
は
休
業
し
た
も
の
の
、
お
客
さ
ん
は
戻

っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
の
後
、
今
年
五
月
に
も

次
女
を
出
産
。
十
一
月
の
新
蕎
麦
の
季
節
に
営

業
を
再
開
し
た
と
こ
ろ
だ
。

　二
度
に
お
よ
ぶ
出
産
、
育
児
、
休
業
。
そ
の
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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

HOUSE

素材を知る レアメタ
ル

レアメタルという金属があるの?

近年、携帯やスマホなどに使用されている金
属として取り上げられることの多いレアメタ
ルは、希少金属を意味する独特なネーミング
ですが、海外ではマイナーメタルとも呼ばれ
ています。ところが、マイナーと呼ばれる金
属が、現在ではハイテク化されたさまざまな
製品で幅広く使用されるようになっています。
レアメタルは単体で存在する金属と勘違いさ
れがちですが、そうではありません。ニッケ
ル、コバルト、リチウム、ホウ素、チタンなど
31種類の金属の総称なのです。これらの金属
が希少である理由としては、地殻中の存在量
が少ないこと、また採掘と精錬に高い費用が
かかること、単体での取り出しが技術的に難
しいことが挙げられます。

これらの鉱物の埋蔵量では中国が世界でダン
トツです。そのため、一時期この金属が政治
の交渉材料として使われることもありました。
そこで日本でもレアメタルの新たな埋蔵地を
探していたところ、日本近海の深海にも多く
のレアメタルが存在していることが確認され
ました。ただし、コストとの折り合いがつくか
どうかが、今後のカギとなってくるでしょう。
そのほか、ハイテク機器の中に使用されてい
るレアメタルは都市鉱山と呼ばれ、これらを
取り出して再利用するリサイクル運動が注目
されています。

TO
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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

冬
か
ら
春
へ
、

色
ん
な
野
菜
に
七
変
化
！

畑
の
王
様
プ
チ
ヴ
ェ
ー
ル
。

プ
チ
ヴ
ェ
ー
ル
は
芽
キ
ャ
ベ
ツ
と
ケ
ー
ル
を

掛
け
合
わ
せ
て
で
き
た
、
冬
野
菜
。

芽
キ
ャ
ベ
ツ
と
同
じ
く
、

わ
き
芽
の
部
分
を
い
た
だ
き
ま
す
。

グ
リ
ル
す
る
と
、
驚
く
ほ
ど
の
甘
み
。

塩
と
コ
シ
ョ
ウ
で
召
し
上
が
れ
。

そ
ん
な
プ
チ
ヴ
ェ
ー
ル
、

他
の
部
分
も
と
っ
て
も
美
味
し
い
。

11
月
に
大
き
く
育
つ
、

葉
っ
ぱ
か
ら
は
な
ん
と
、
ケ
ー
ル
の
味
。

煮
込
み
、
焼
き
、
ペ
ー
ス
ト
も
美
味
で
す
。

3
月
に
は
頂
点
に
生な

る
ト
ッ
プ
ヴ
ェ
ー
ル
。

い
わ
ば
大
き
な
プ
チ
ヴ
ェ
ー
ル
で
す
。

わ
き
芽
と
同
じ
く
グ
リ
ル
で
食
べ
た
い
。

5
月
に
は
茎
が
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
ス
テ
ィ
ッ
ク
ヴ
ェ
ー
ル
。

さ
っ
と
湯
が
い
て
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
で
。

そ
し
て
7
月
は
、
ま
た
種
を
蒔
く
季
節
。

一
年
中
、
一
生
か
け
て

私
た
ち
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
野
菜
で
す
。

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）

シントラトピ!シントラトピ!シントラトピ!

至東京タワー　▼

四季の花で新虎通りに彩りを「フラワーポット 花苗植え込み」

先日新虎通りで行われた花苗植え込みイベ

ントでは、地域住民と新橋虎ノ門界隈に働

く人々が一緒になって、花苗をフラワーポ

ットに植えました。新虎通りが少しでも活

気づくように、一丸となって盛り上げてい

こうという決意のもと、みんなで集合写真

焼
き
締
ま
っ
て
い

る
た
め
、
丈
夫
な

焼
き
物
と
し
て
古

く
か
ら
重
宝
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

越
前
打
刃
物
｜
岩
井
　

丈　

か
つ
て
漆
掻

き
が
漆
を
求
め
て
全
国
に
出
か
け
た
際
、

同
時
に
刃
物
を
売
り
歩
い
た
こ
と
で
全

国
に
広
ま
り
ま
し
た
。

越
前
タ
ン
ス
｜
山
口
祐
弘　

木
材
を
独

自
の
指
物
技
術
に
よ
っ
て
加
工
し
た
あ

と
、
漆
塗
り
を
施
し
、
鉄
製
金
具
で
装

飾
し
た
重
厚
感
が
特
徴
で
す
。

若
狭
塗
｜
加
福
宗
徳　

若
狭
の
海
底
の

美
し
さ
を
デ
ザ
イ
ン
化
し
た
「
菊き

く

塵じ
ん

塗
」

が
有
名
で
す
。

若
狭
メ
ノ
ウ
細
工
｜
上
西
宗
一
郎　

メ

ノ
ウ
原
石
を
焼
い
て
美
し
い
色
を
出
し
、

砂
を
使
っ
て
丹
念
に
磨
き
上
げ
ま
す
。

ア
ト
ム
C
S
タ
ワ
ー
1
階「
ギ
ャ
ラ

　
　
　リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
K
A
N
A
G
U
」

で
は
、「
K
A
N
A
G
U
つ
な
ぐ
地
域

《
福
井
》」の
展
示
を
行
い
ま
し
た
。「
越え

つ

山ざ
ん
じ若ゃ
く

水す
い

」
と
も
呼
ば
れ
、
緑
豊
か
な
自

然
と
変
化
に
富
ん
だ
景
観
が
自
慢
の
福

井
県
。
そ
こ
で
活
躍
す
る
若
手
職
人
グ

ル
ー
プ
「
福
井
７
人
の
工
芸
サ
ム
ラ
イ
」

が
手
掛
け
る
７
つ
の
伝
統
工
芸
に
つ
い

て
、
簡
単
で
す
が
ご
紹
介
し
ま
す
。

越
前
漆
器
｜
土
田
直
東　

漆
の
木
か
ら

漆
液
を
採
集
す
る
「
漆
掻
き
」
が
た
く

さ
ん
い
た
こ
と
も
あ
り
、
古
く
か
ら
漆

器
づ
く
り
が
盛
ん
で
し
た
。

越
前
和
紙
｜
柳
瀬
靖
博　

全
国
に
数
あ

る
和
紙
産
地
の
中
で
も
、
1
5
0
0
年

と
い
う
長
い
歴
史
と
高
い
品
質
技
術
を

誇
り
ま
す
。

越
前
焼
｜
泉
　

直
樹　

高
温
焼
成
で
固
く

通信

特別展示「KANAGUつなぐ地域《福井》」

越前漆器越前和紙越前焼

越前打刃物越前タンス若狭塗若狭メノウ細工

をパチリ。このあとクリスマスシーズンに

向けて、毛糸のワンポイント装飾

で新虎通りに彩りを添えようと、

「ニット・イルミネーション」と

いう新たなアートプロジェクト

も企画されています。
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玄関にある取次の間。右手は記者や編集者用の客間で、左手は親しい友人用の入口

寝室の隣の次の間。布団を入れた置き押入れは、芙美子が選んだ更紗が貼ってある写真上は越屋根（こしやね）で、採光や煙出し用に屋
根の上に小屋根をのせた構造。中は屋根裏部屋で天
井裏に収納された梯子を下ろして昇降した（非公開）

い
ま
か
ら
百
十
四
年
前
の
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
、
東
京
市
下
谷
区
入
谷
町
で
飾
り
職

人
・
髙
橋
良
助
が
指
物
金
具
製
造
の
作
業
場
を
構
え
た
。
ア
ト
ム
リ
ビ
ン
テ
ッ
ク
の
ル
ー
ツ

で
あ
る
。
そ
の
同
じ
年
の
十
二
月
三
十
一
日
、
福
岡
県
門
司
市
で
林
芙
美
子
が
誕
生
。

『
放
浪
記
』
や
『
浮
雲
』
な
ど
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
芙
美
子
は
、
昭
和

十
六
（
一
九
四
一
）
年
八
月
か
ら
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
六
月
ま
で
の
十
年
間
を
、
新
宿
区

中
井
に
建
て
た
家
で
過
ご
し
た
。
林
芙
美
子
邸
は
現
在
、「
林
芙
美
子
記
念
館
」
と
し
て
、

公
益
財
団
法
人
　

新
宿
未
来
創
造
財
団
に
よ
っ
て
管
理
、
公
開
さ
れ
て
い
る
。

東
京
都
新
宿
区
・
林
芙
美
子
記
念
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

流
行
作
家
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
。

　本
の
印
税
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
立
っ
た
彼
女

は
、
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
で
お
よ
そ
半
年
間
を
過

ご
し
た
。
帰
国
後
、
洋
館
住
ま
い
を
経
て
、
住

み
心
地
の
よ
い
家
を
建
て
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
。
彼
女
の
エ
ッ
セ
イ
に
よ
れ
ば
、「
家
を

建
て
る
に
つ
い
て
の
参
考
書
を
二
百
冊
近
く
求

め
て
、
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、

材
木
や
、
瓦
や
、
大
工
に
就
い
て
の
智
識
を
得

た
」
と
い
う
。

　そ
し
て
建
築
実
現
に
向
け
、
費
用
を
つ
く
る

こ
と
二
年
、
設
計
に
一
年
、
大
工
に
任
せ
て
三

年
、
足
掛
け
六
年
の
歳
月
を
か
け
た
。「
東
西
南

北
、
風
の
吹
き
抜
け
る
家
」
と
い
う
の
が
、
家
づ

く
り
の
も
っ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

足
掛
け
六
年
を
か
け
た
家

　西
武
新
宿
線
「
中
井
」
駅
か
ら
、
そ
ぞ
ろ
歩

い
て
七
〜
八
分
。
坂
道
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、

そ
の
家
は
建
て
ら
れ
て
い
た
。
作
家
・
林
芙
美

子
が
晩
年
を
過
ご
し
た
家
で
あ
る
。

　芙
美
子
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
母
と
養
父
の
行

商
に
伴
っ
て
、
西
日
本
の
各
地
を
放
浪
し
た
。

十
九
歳
で
上
京
し
て
か
ら
も
、
銭
湯
の
番
台
や

下
足
番
、
セ
ル
ロ
イ
ド
工
場
の
女
工
、
カ
フ
ェ

ー
の
女
給
な
ど
の
職
や
住
居
を
転
々
と
し
、
苦

し
い
生
活
の
中
で
文
学
を
志
し
た
。

　転
機
と
な
っ
た
の
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
に
出
版
さ
れ
た
『
放
浪
記
』
で
あ
る
。
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
の
作
品
で
世
に
認
め
ら
れ
、

に
酒
の
肴
を
つ
く
り
、
客
の
舌
を
う
な
ら
せ
た

と
い
う
。

　台
所
の
隣
に
あ
る
「
風
呂
」
は
、
節
な
し
の

総
檜
張
り
、
風
呂
桶
も
総
檜
の
落
し
こ
み
式
。

腰
ま
わ
り
に
淡
い
ク
リ
ー
ム
色
の
タ
イ
ル
を
張

っ
た
。
風
呂
場
は
一
畳
半
ほ
ど
だ
が
、
大
き
く

と
ら
れ
た
窓
を
開
け
放
て
ば
、
窓
際
の
四
方
竹

の
籔
、
中
庭
の
紅も

み
葉じ

や
柘
榴
の
木
が
風
情
を
添

え
、
露
天
風
呂
感
覚
が
味
わ
え
る
。

　家
の
中
で
も
う
一
箇
所
、
彼
女
が
こ
だ
わ
っ

た
場
所
は
「
厠
」
で
あ
っ
た
。

　昭
和
十
六
年
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
、
最
新

設
備
の
水
洗
式
ト
イ
レ
で
、
自
家
用
の
浄
化
槽

も
特
注
し
た
。
そ
の
費
用
は
、
小
さ
な
家
が
も

う
一
軒
建
つ
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。
手
洗
い
の

設
え
も
茶
室
風
で
、
細
部
に
ま
で
女
性
な
ら
で

は
の
心
配
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
浪
の
果
て
の
終
の
棲
家

　か
く
し
て
家
づ
く
り
に
精
力
を
注
い
だ
芙
美

子
だ
が
、
作
家
と
し
て
の
主
戦
場
は
「
書
斎
」

で
あ
る
。
最
初
の
う
ち
は
「
居
間
兼
寝
室
」
を

仕
事
部
屋
と
し
て
い
た
が
、
明
る
す
ぎ
る
と
い

う
理
由
で
隣
の
「
納
戸
」
に
居
場
所
を
移
し
た
。

洋
服
入
れ
や
物
入
れ
な
ど
が
使
い
や
す
く
配
置

さ
れ
た
こ
の
部
屋
は
、
京
都
・
大
徳
寺
の
孤こ

ほ
篷う

庵あ
ん

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
深
い
土
庇
の
あ
る

静
寂
な
雰
囲
気
。
雪
見
障
子
の
向
こ
う
に
庭
が

眺
め
ら
れ
る
趣
向
は
、
納
戸
と
は
思
え
な
い
趣

を
醸
し
だ
し
て
い
る
。

　芙
美
子
は
執
筆
に
集
中
す
る
と
、
強
度
の
近

視
用
眼
鏡
を
外
し
、
机
に
顔
を
く
っ
つ
け
る
よ

う
に
し
て
万
年
筆
を
走
ら
せ
た
。
ふ
だ
ん
は
家

人
で
も
め
っ
た
に
書
斎
に
入
れ
ず
、
執
筆
が
一

息
つ
い
た
時
に
自
分
で
室
内
を
片
づ
け
、
掃
除

も
し
た
と
い
う
。

　そ
ん
な
芙
美
子
の
持
病
で
あ
る
心
臓
病
が
悪

化
し
た
の
は
、
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
頃

の
こ
と
で
あ
る
。
流
行
作
家
と
し
て
の
ハ
ー
ド

な
執
筆
と
取
材
活
動
が
、
病
に
拍
車
を
か
け
た
。

　こ
の
年
の
六
月
二
十
七
日
、
雑
誌
連
載
中
の

記
事
「
名
物
食
べ
あ
る
き
」
の
取
材
で
銀
座
の

老
舗
で
食
事
。
そ
の
後
、
深
川
の
鰻
の
名
店
で

編
集
者
と
と
も
に
少
量
の
鰻
を
味
わ
い
、
午
後

九
時
過
ぎ
に
帰
宅
。
十
一
時
過
ぎ
に
「
書
斎
」

で
就
寝
し
た
が
、
間
も
な
く
苦
悶
し
始
め
、
か

け
つ
け
た
夫
の
介
抱
と
医
師
の
手
当
て
を
受
け

た
が
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
二
十
八
日
午
前
一
時

頃
に
不
帰
の
客
と
な
っ
た
。

　死
因
は
心
臓
麻
痺
。
享
年
四
十
七
で
あ
っ
た
。

　愛
す
る
家
族
の
た
め
に
建
て
た
家
で
、
芙
美

子
が
暮
ら
し
た
の
は
、
わ
ず
か
十
年
。
放
浪
の

果
て
に
辿
り
つ
い
た
終
の
棲
家
は
、
あ
る
意
味

で
作
家
・
林
芙
美
子
を
代
表
す
る
「
作
品
」
の

ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。

　こ
の
家
に
は
、
い
ま
も
心
地
よ
い
風
が
吹
き

抜
け
て
い
る
。

林
芙
美
子
が
愛
し
た
風
の
吹
き
抜
け
る
家

京
風
民
家
と
数
寄
屋
風
造
り

　ま
ず
は
設
計
図
の
段
階
で
、
百
枚
近
く
の
青

写
真
が
作
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
彼
女
が
思
い

描
く
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
に
、
設
計

担
当
者
と
大
工
を
引
き
連
れ
て
京
都
ま
で
出
か

け
、
民
家
や
寺
院
、
茶
室
な
ど
を
見
学
し
て
歩

い
た
。

　実
際
の
家
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
「
客
間
に

金
を
か
け
な
い
こ
と
と
、
茶
の
間
と
風
呂
と
厠

と
台
所
に
は
、
十
二
分
に
金
を
か
け
る
こ
と
」

に
こ
だ
わ
っ
た
。

　新
居
は
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
八
月
に

竣
工
。
完
成
し
た
家
は
、
京
風
民
家
の
お
お
ら

か
な
外
観
と
と
も
に
、
数
寄
屋
風
造
り
の
細
や

か
な
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
る
。
四
方
に
開
か
れ

た
窓
は
、
彼
女
が
望
ん
だ
「
風
の
通
り
道
」
と

な
っ
て
、
自
然
と
一
体
化
し
た
爽
快
さ
を
も
た

ら
し
て
い
る
。

　こ
の
家
で
芙
美
子
は
、
画
家
の
夫
・り緑ょ

く
敏び

ん

と
、

実
母
の
キ
ク
、の
ち
に
養
子
に
迎
え
た
男
の
子
・

泰た
い

と
と
も
に
暮
ら
し
た
。

　家
の
中
心
を
な
す
「
茶
の
間
」
は
、
掘
り
ご

た
つ
、
釣
り
戸
棚
、
二
段
押
入
れ
、
小
引
出
し
、

さ
ら
に
収
納
式
の
神
棚
を
備
え
て
い
る
。
六
畳

間
で
は
あ
る
が
、
や
に
松
を
張
っ
た
縁
側
を
広

く
と
り
、
狭
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
開
放
感
が
あ

ふ
れ
る
。
南
に
面
し
て
陽
あ
た
り
も
眺
め
も
よ

く
、
一
家
団
ら
ん
の
場
で
あ
っ
た
。

最
新
設
備
の
水
洗
式
ト
イ
レ

　料
理
好
き
で
あ
っ
た
芙
美
子
は
、「
台
所
」
に

も
こ
だ
わ
っ
た
。
流
し
は
タ
イ
ル
張
り
を
嫌
っ

て
人
造
石
の
研
ぎ
出
し
を
採
用
。
高
さ
は
身
長

百
四
十
三
セ
ン
チ
の
小
柄
な
彼
女
に
合
わ
せ
て

低
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
流
し
の
右
側
に
京
都
の

寺
の

く厨り
やを

真
似
て
水
溜
め
を
設
け
、
そ
こ
に
水

道
の
水
を
流
し
こ
む
設
計
に
し
た
。
い
ま
で
い

う
ダ
ブ
ル
シ
ン
ク
で
あ
る
。
そ
こ
で
夏
は
素
麺

や
西
瓜
を
冷
や
し
、
い
ざ
と
い
う
時
の
火
の
用

心
や
断
水
に
備
え
た
。

　こ
こ
で
家
族
の
食
事
の
支
度
を
し
、
親
し
い

客
が
訪
れ
た
時
は
、
席
を
外
し
た
わ
ず
か
な
間
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い
ま
か
ら
百
十
四
年
前
の
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
、
東
京
市
下
谷
区
入
谷
町
で
飾
り
職

人
・
髙
橋
良
助
が
指
物
金
具
製
造
の
作
業
場
を
構
え
た
。
ア
ト
ム
リ
ビ
ン
テ
ッ
ク
の
ル
ー
ツ

で
あ
る
。
そ
の
同
じ
年
の
十
二
月
三
十
一
日
、
福
岡
県
門
司
市
で
林
芙
美
子
が
誕
生
。

『
放
浪
記
』
や
『
浮
雲
』
な
ど
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
芙
美
子
は
、
昭
和

十
六
（
一
九
四
一
）
年
八
月
か
ら
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
六
月
ま
で
の
十
年
間
を
、
新
宿
区

中
井
に
建
て
た
家
で
過
ご
し
た
。
林
芙
美
子
邸
は
現
在
、「
林
芙
美
子
記
念
館
」
と
し
て
、

公
益
財
団
法
人
　

新
宿
未
来
創
造
財
団
に
よ
っ
て
管
理
、
公
開
さ
れ
て
い
る
。

東
京
都
新
宿
区
・
林
芙
美
子
記
念
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

流
行
作
家
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
。

　本
の
印
税
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
立
っ
た
彼
女

は
、
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
で
お
よ
そ
半
年
間
を
過

ご
し
た
。
帰
国
後
、
洋
館
住
ま
い
を
経
て
、
住

み
心
地
の
よ
い
家
を
建
て
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
。
彼
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エ
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に
よ
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ば
、「
家
を

建
て
る
に
つ
い
て
の
参
考
書
を
二
百
冊
近
く
求

め
て
、
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、

材
木
や
、
瓦
や
、
大
工
に
就
い
て
の
智
識
を
得

た
」
と
い
う
。

　そ
し
て
建
築
実
現
に
向
け
、
費
用
を
つ
く
る

こ
と
二
年
、
設
計
に
一
年
、
大
工
に
任
せ
て
三

年
、
足
掛
け
六
年
の
歳
月
を
か
け
た
。「
東
西
南

北
、
風
の
吹
き
抜
け
る
家
」
と
い
う
の
が
、
家
づ

く
り
の
も
っ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

足
掛
け
六
年
を
か
け
た
家

　西
武
新
宿
線
「
中
井
」
駅
か
ら
、
そ
ぞ
ろ
歩

い
て
七
〜
八
分
。
坂
道
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、

そ
の
家
は
建
て
ら
れ
て
い
た
。
作
家
・
林
芙
美

子
が
晩
年
を
過
ご
し
た
家
で
あ
る
。

　芙
美
子
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
母
と
養
父
の
行

商
に
伴
っ
て
、
西
日
本
の
各
地
を
放
浪
し
た
。

十
九
歳
で
上
京
し
て
か
ら
も
、
銭
湯
の
番
台
や

下
足
番
、
セ
ル
ロ
イ
ド
工
場
の
女
工
、
カ
フ
ェ

ー
の
女
給
な
ど
の
職
や
住
居
を
転
々
と
し
、
苦

し
い
生
活
の
中
で
文
学
を
志
し
た
。

　転
機
と
な
っ
た
の
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
に
出
版
さ
れ
た
『
放
浪
記
』
で
あ
る
。
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
の
作
品
で
世
に
認
め
ら
れ
、

に
酒
の
肴
を
つ
く
り
、
客
の
舌
を
う
な
ら
せ
た

と
い
う
。

　台
所
の
隣
に
あ
る
「
風
呂
」
は
、
節
な
し
の

総
檜
張
り
、
風
呂
桶
も
総
檜
の
落
し
こ
み
式
。

腰
ま
わ
り
に
淡
い
ク
リ
ー
ム
色
の
タ
イ
ル
を
張

っ
た
。
風
呂
場
は
一
畳
半
ほ
ど
だ
が
、
大
き
く

と
ら
れ
た
窓
を
開
け
放
て
ば
、
窓
際
の
四
方
竹

の
籔
、
中
庭
の
紅も

み
葉じ

や
柘
榴
の
木
が
風
情
を
添

え
、
露
天
風
呂
感
覚
が
味
わ
え
る
。

　家
の
中
で
も
う
一
箇
所
、
彼
女
が
こ
だ
わ
っ

た
場
所
は
「
厠
」
で
あ
っ
た
。

　昭
和
十
六
年
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
、
最
新

設
備
の
水
洗
式
ト
イ
レ
で
、
自
家
用
の
浄
化
槽

も
特
注
し
た
。
そ
の
費
用
は
、
小
さ
な
家
が
も

う
一
軒
建
つ
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。
手
洗
い
の

設
え
も
茶
室
風
で
、
細
部
に
ま
で
女
性
な
ら
で

は
の
心
配
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
浪
の
果
て
の
終
の
棲
家

　か
く
し
て
家
づ
く
り
に
精
力
を
注
い
だ
芙
美

子
だ
が
、
作
家
と
し
て
の
主
戦
場
は
「
書
斎
」

で
あ
る
。
最
初
の
う
ち
は
「
居
間
兼
寝
室
」
を

仕
事
部
屋
と
し
て
い
た
が
、
明
る
す
ぎ
る
と
い

う
理
由
で
隣
の
「
納
戸
」
に
居
場
所
を
移
し
た
。

洋
服
入
れ
や
物
入
れ
な
ど
が
使
い
や
す
く
配
置

さ
れ
た
こ
の
部
屋
は
、
京
都
・
大
徳
寺
の
孤こ

ほ
篷う

庵あ
ん

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
深
い
土
庇
の
あ
る

静
寂
な
雰
囲
気
。
雪
見
障
子
の
向
こ
う
に
庭
が

眺
め
ら
れ
る
趣
向
は
、
納
戸
と
は
思
え
な
い
趣

を
醸
し
だ
し
て
い
る
。

　芙
美
子
は
執
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に
集
中
す
る
と
、
強
度
の
近

視
用
眼
鏡
を
外
し
、
机
に
顔
を
く
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る
よ

う
に
し
て
万
年
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を
走
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た
。
ふ
だ
ん
は
家

人
で
も
め
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た
に
書
斎
に
入
れ
ず
、
執
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が
一

息
つ
い
た
時
に
自
分
で
室
内
を
片
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け
、
掃
除

も
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た
と
い
う
。

　そ
ん
な
芙
美
子
の
持
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で
あ
る
心
臓
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が
悪

化
し
た
の
は
、
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和
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十
六
（
一
九
五
一
）
年
頃

の
こ
と
で
あ
る
。
流
行
作
家
と
し
て
の
ハ
ー
ド

な
執
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と
取
材
活
動
が
、
病
に
拍
車
を
か
け
た
。

　こ
の
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の
六
月
二
十
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日
、
雑
誌
連
載
中
の

記
事
「
名
物
食
べ
あ
る
き
」
の
取
材
で
銀
座
の

老
舗
で
食
事
。
そ
の
後
、
深
川
の
鰻
の
名
店
で

編
集
者
と
と
も
に
少
量
の
鰻
を
味
わ
い
、
午
後

九
時
過
ぎ
に
帰
宅
。
十
一
時
過
ぎ
に
「
書
斎
」

で
就
寝
し
た
が
、
間
も
な
く
苦
悶
し
始
め
、
か

け
つ
け
た
夫
の
介
抱
と
医
師
の
手
当
て
を
受
け

た
が
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
二
十
八
日
午
前
一
時

頃
に
不
帰
の
客
と
な
っ
た
。

　死
因
は
心
臓
麻
痺
。
享
年
四
十
七
で
あ
っ
た
。

　愛
す
る
家
族
の
た
め
に
建
て
た
家
で
、
芙
美

子
が
暮
ら
し
た
の
は
、
わ
ず
か
十
年
。
放
浪
の

果
て
に
辿
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つ
い
た
終
の
棲
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は
、
あ
る
意
味

で
作
家
・
林
芙
美
子
を
代
表
す
る
「
作
品
」
の

ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。

　こ
の
家
に
は
、
い
ま
も
心
地
よ
い
風
が
吹
き

抜
け
て
い
る
。

林
芙
美
子
が
愛
し
た
風
の
吹
き
抜
け
る
家

京
風
民
家
と
数
寄
屋
風
造
り

　ま
ず
は
設
計
図
の
段
階
で
、
百
枚
近
く
の
青

写
真
が
作
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
彼
女
が
思
い

描
く
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
に
、
設
計

担
当
者
と
大
工
を
引
き
連
れ
て
京
都
ま
で
出
か

け
、
民
家
や
寺
院
、
茶
室
な
ど
を
見
学
し
て
歩

い
た
。

　実
際
の
家
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
「
客
間
に

金
を
か
け
な
い
こ
と
と
、
茶
の
間
と
風
呂
と
厠

と
台
所
に
は
、
十
二
分
に
金
を
か
け
る
こ
と
」

に
こ
だ
わ
っ
た
。

　新
居
は
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
八
月
に

竣
工
。
完
成
し
た
家
は
、
京
風
民
家
の
お
お
ら

か
な
外
観
と
と
も
に
、
数
寄
屋
風
造
り
の
細
や

か
な
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
る
。
四
方
に
開
か
れ

た
窓
は
、
彼
女
が
望
ん
だ
「
風
の
通
り
道
」
と

な
っ
て
、
自
然
と
一
体
化
し
た
爽
快
さ
を
も
た

ら
し
て
い
る
。

　こ
の
家
で
芙
美
子
は
、
画
家
の
夫
・り緑ょ

く
敏び

ん

と
、

実
母
の
キ
ク
、の
ち
に
養
子
に
迎
え
た
男
の
子
・

泰た
い

と
と
も
に
暮
ら
し
た
。

　家
の
中
心
を
な
す
「
茶
の
間
」
は
、
掘
り
ご

た
つ
、
釣
り
戸
棚
、
二
段
押
入
れ
、
小
引
出
し
、

さ
ら
に
収
納
式
の
神
棚
を
備
え
て
い
る
。
六
畳

間
で
は
あ
る
が
、
や
に
松
を
張
っ
た
縁
側
を
広

く
と
り
、
狭
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
開
放
感
が
あ

ふ
れ
る
。
南
に
面
し
て
陽
あ
た
り
も
眺
め
も
よ

く
、
一
家
団
ら
ん
の
場
で
あ
っ
た
。

最
新
設
備
の
水
洗
式
ト
イ
レ

　料
理
好
き
で
あ
っ
た
芙
美
子
は
、「
台
所
」
に

も
こ
だ
わ
っ
た
。
流
し
は
タ
イ
ル
張
り
を
嫌
っ

て
人
造
石
の
研
ぎ
出
し
を
採
用
。
高
さ
は
身
長

百
四
十
三
セ
ン
チ
の
小
柄
な
彼
女
に
合
わ
せ
て

低
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
流
し
の
右
側
に
京
都
の

寺
の

く厨り
やを

真
似
て
水
溜
め
を
設
け
、
そ
こ
に
水

道
の
水
を
流
し
こ
む
設
計
に
し
た
。
い
ま
で
い

う
ダ
ブ
ル
シ
ン
ク
で
あ
る
。
そ
こ
で
夏
は
素
麺

や
西
瓜
を
冷
や
し
、
い
ざ
と
い
う
時
の
火
の
用

心
や
断
水
に
備
え
た
。

　こ
こ
で
家
族
の
食
事
の
支
度
を
し
、
親
し
い

客
が
訪
れ
た
時
は
、
席
を
外
し
た
わ
ず
か
な
間
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アトム の 視 点

風の吹き抜ける家。その名の通り写真奥側の書庫の窓から光が漏れ
ているのが、手前の庭に面する寝室からも確認できます。さぞかし
夏は涼しいでしょうが、裏を返せば…。あちこちの部屋に手あぶり
火鉢が一人にひとつ、といった具合で置かれているのも納得ですね。

洗面所脇の5段引出し
の釻
かん

が千鳥になってい
て、座には波模様も描
かれています。撮影時
は気がつきませんでし
たが、あとから写真を
よく確認したら、千鳥
が飛んでいるように斜
めになるのが正しい角
度のようです。なんと
いう愛らしさ!

I N F O R M A T I O N

流
行
作
家
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
。

　本
の
印
税
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
立
っ
た
彼
女

は
、
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
で
お
よ
そ
半
年
間
を
過

ご
し
た
。
帰
国
後
、
洋
館
住
ま
い
を
経
て
、
住

み
心
地
の
よ
い
家
を
建
て
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
。
彼
女
の
エ
ッ
セ
イ
に
よ
れ
ば
、「
家
を

建
て
る
に
つ
い
て
の
参
考
書
を
二
百
冊
近
く
求

め
て
、
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、

材
木
や
、
瓦
や
、
大
工
に
就
い
て
の
智
識
を
得

た
」
と
い
う
。

　そ
し
て
建
築
実
現
に
向
け
、
費
用
を
つ
く
る

こ
と
二
年
、
設
計
に
一
年
、
大
工
に
任
せ
て
三

年
、
足
掛
け
六
年
の
歳
月
を
か
け
た
。「
東
西
南

北
、
風
の
吹
き
抜
け
る
家
」
と
い
う
の
が
、
家
づ

く
り
の
も
っ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

足
掛
け
六
年
を
か
け
た
家

　西
武
新
宿
線
「
中
井
」
駅
か
ら
、
そ
ぞ
ろ
歩

い
て
七
〜
八
分
。
坂
道
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、

そ
の
家
は
建
て
ら
れ
て
い
た
。
作
家
・
林
芙
美

子
が
晩
年
を
過
ご
し
た
家
で
あ
る
。

　芙
美
子
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
母
と
養
父
の
行

商
に
伴
っ
て
、
西
日
本
の
各
地
を
放
浪
し
た
。

十
九
歳
で
上
京
し
て
か
ら
も
、
銭
湯
の
番
台
や

下
足
番
、
セ
ル
ロ
イ
ド
工
場
の
女
工
、
カ
フ
ェ

ー
の
女
給
な
ど
の
職
や
住
居
を
転
々
と
し
、
苦

し
い
生
活
の
中
で
文
学
を
志
し
た
。

　転
機
と
な
っ
た
の
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
に
出
版
さ
れ
た
『
放
浪
記
』
で
あ
る
。
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
の
作
品
で
世
に
認
め
ら
れ
、

に
酒
の
肴
を
つ
く
り
、
客
の
舌
を
う
な
ら
せ
た

と
い
う
。

　台
所
の
隣
に
あ
る
「
風
呂
」
は
、
節
な
し
の

総
檜
張
り
、
風
呂
桶
も
総
檜
の
落
し
こ
み
式
。

腰
ま
わ
り
に
淡
い
ク
リ
ー
ム
色
の
タ
イ
ル
を
張

っ
た
。
風
呂
場
は
一
畳
半
ほ
ど
だ
が
、
大
き
く

と
ら
れ
た
窓
を
開
け
放
て
ば
、
窓
際
の
四
方
竹

の
籔
、
中
庭
の
紅も

み
葉じ

や
柘
榴
の
木
が
風
情
を
添

え
、
露
天
風
呂
感
覚
が
味
わ
え
る
。

　家
の
中
で
も
う
一
箇
所
、
彼
女
が
こ
だ
わ
っ

た
場
所
は
「
厠
」
で
あ
っ
た
。

　昭
和
十
六
年
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
、
最
新

設
備
の
水
洗
式
ト
イ
レ
で
、
自
家
用
の
浄
化
槽

も
特
注
し
た
。
そ
の
費
用
は
、
小
さ
な
家
が
も

う
一
軒
建
つ
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。
手
洗
い
の

設
え
も
茶
室
風
で
、
細
部
に
ま
で
女
性
な
ら
で

は
の
心
配
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
浪
の
果
て
の
終
の
棲
家

　か
く
し
て
家
づ
く
り
に
精
力
を
注
い
だ
芙
美

子
だ
が
、
作
家
と
し
て
の
主
戦
場
は
「
書
斎
」

で
あ
る
。
最
初
の
う
ち
は
「
居
間
兼
寝
室
」
を

仕
事
部
屋
と
し
て
い
た
が
、
明
る
す
ぎ
る
と
い

う
理
由
で
隣
の
「
納
戸
」
に
居
場
所
を
移
し
た
。

洋
服
入
れ
や
物
入
れ
な
ど
が
使
い
や
す
く
配
置

さ
れ
た
こ
の
部
屋
は
、
京
都
・
大
徳
寺
の
孤こ

ほ
篷う

庵あ
ん

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
深
い
土
庇
の
あ
る

静
寂
な
雰
囲
気
。
雪
見
障
子
の
向
こ
う
に
庭
が

眺
め
ら
れ
る
趣
向
は
、
納
戸
と
は
思
え
な
い
趣

を
醸
し
だ
し
て
い
る
。

　芙
美
子
は
執
筆
に
集
中
す
る
と
、
強
度
の
近

視
用
眼
鏡
を
外
し
、
机
に
顔
を
く
っ
つ
け
る
よ

う
に
し
て
万
年
筆
を
走
ら
せ
た
。
ふ
だ
ん
は
家

人
で
も
め
っ
た
に
書
斎
に
入
れ
ず
、
執
筆
が
一

息
つ
い
た
時
に
自
分
で
室
内
を
片
づ
け
、
掃
除

も
し
た
と
い
う
。

　そ
ん
な
芙
美
子
の
持
病
で
あ
る
心
臓
病
が
悪

化
し
た
の
は
、
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
頃

の
こ
と
で
あ
る
。
流
行
作
家
と
し
て
の
ハ
ー
ド

な
執
筆
と
取
材
活
動
が
、
病
に
拍
車
を
か
け
た
。

　こ
の
年
の
六
月
二
十
七
日
、
雑
誌
連
載
中
の

記
事
「
名
物
食
べ
あ
る
き
」
の
取
材
で
銀
座
の

老
舗
で
食
事
。
そ
の
後
、
深
川
の
鰻
の
名
店
で

編
集
者
と
と
も
に
少
量
の
鰻
を
味
わ
い
、
午
後

九
時
過
ぎ
に
帰
宅
。
十
一
時
過
ぎ
に
「
書
斎
」

で
就
寝
し
た
が
、
間
も
な
く
苦
悶
し
始
め
、
か

け
つ
け
た
夫
の
介
抱
と
医
師
の
手
当
て
を
受
け

た
が
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
二
十
八
日
午
前
一
時

頃
に
不
帰
の
客
と
な
っ
た
。

　死
因
は
心
臓
麻
痺
。
享
年
四
十
七
で
あ
っ
た
。

　愛
す
る
家
族
の
た
め
に
建
て
た
家
で
、
芙
美

子
が
暮
ら
し
た
の
は
、
わ
ず
か
十
年
。
放
浪
の

果
て
に
辿
り
つ
い
た
終
の
棲
家
は
、
あ
る
意
味

で
作
家
・
林
芙
美
子
を
代
表
す
る
「
作
品
」
の

ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。

　こ
の
家
に
は
、
い
ま
も
心
地
よ
い
風
が
吹
き

抜
け
て
い
る
。

陽あたりがよく、広縁の向こうに広がる庭の景色が美しい茶の間。芙美子はこの縁側にちゃぶ台を置き、養子とした息子・泰と食事を楽しんだ
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ず
は
設
計
図
の
段
階
で
、
百
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近
く
の
青

写
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が
作
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
彼
女
が
思
い

描
く
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
に
、
設
計

担
当
者
と
大
工
を
引
き
連
れ
て
京
都
ま
で
出
か

け
、
民
家
や
寺
院
、
茶
室
な
ど
を
見
学
し
て
歩

い
た
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　実
際
の
家
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
「
客
間
に

金
を
か
け
な
い
こ
と
と
、
茶
の
間
と
風
呂
と
厠

と
台
所
に
は
、
十
二
分
に
金
を
か
け
る
こ
と
」

に
こ
だ
わ
っ
た
。

　新
居
は
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
八
月
に

竣
工
。
完
成
し
た
家
は
、
京
風
民
家
の
お
お
ら

か
な
外
観
と
と
も
に
、
数
寄
屋
風
造
り
の
細
や

か
な
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
る
。
四
方
に
開
か
れ

た
窓
は
、
彼
女
が
望
ん
だ
「
風
の
通
り
道
」
と

な
っ
て
、
自
然
と
一
体
化
し
た
爽
快
さ
を
も
た

ら
し
て
い
る
。

　こ
の
家
で
芙
美
子
は
、
画
家
の
夫
・り緑ょ

く
敏び

ん

と
、

実
母
の
キ
ク
、の
ち
に
養
子
に
迎
え
た
男
の
子
・

泰た
い

と
と
も
に
暮
ら
し
た
。

　家
の
中
心
を
な
す
「
茶
の
間
」
は
、
掘
り
ご

た
つ
、
釣
り
戸
棚
、
二
段
押
入
れ
、
小
引
出
し
、

さ
ら
に
収
納
式
の
神
棚
を
備
え
て
い
る
。
六
畳

間
で
は
あ
る
が
、
や
に
松
を
張
っ
た
縁
側
を
広

く
と
り
、
狭
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
開
放
感
が
あ

ふ
れ
る
。
南
に
面
し
て
陽
あ
た
り
も
眺
め
も
よ

く
、
一
家
団
ら
ん
の
場
で
あ
っ
た
。

最
新
設
備
の
水
洗
式
ト
イ
レ

　料
理
好
き
で
あ
っ
た
芙
美
子
は
、「
台
所
」
に

も
こ
だ
わ
っ
た
。
流
し
は
タ
イ
ル
張
り
を
嫌
っ

て
人
造
石
の
研
ぎ
出
し
を
採
用
。
高
さ
は
身
長

百
四
十
三
セ
ン
チ
の
小
柄
な
彼
女
に
合
わ
せ
て

低
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
流
し
の
右
側
に
京
都
の

寺
の

く厨り
やを

真
似
て
水
溜
め
を
設
け
、
そ
こ
に
水

道
の
水
を
流
し
こ
む
設
計
に
し
た
。
い
ま
で
い

う
ダ
ブ
ル
シ
ン
ク
で
あ
る
。
そ
こ
で
夏
は
素
麺

や
西
瓜
を
冷
や
し
、
い
ざ
と
い
う
時
の
火
の
用

心
や
断
水
に
備
え
た
。

　こ
こ
で
家
族
の
食
事
の
支
度
を
し
、
親
し
い

客
が
訪
れ
た
時
は
、
席
を
外
し
た
わ
ず
か
な
間
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アトム の 視 点

風の吹き抜ける家。その名の通り写真奥側の書庫の窓から光が漏れ
ているのが、手前の庭に面する寝室からも確認できます。さぞかし
夏は涼しいでしょうが、裏を返せば…。あちこちの部屋に手あぶり
火鉢が一人にひとつ、といった具合で置かれているのも納得ですね。

洗面所脇の5段引出し
の釻
かん

が千鳥になってい
て、座には波模様も描
かれています。撮影時
は気がつきませんでし
たが、あとから写真を
よく確認したら、千鳥
が飛んでいるように斜
めになるのが正しい角
度のようです。なんと
いう愛らしさ!

I N F O R M A T I O N

流
行
作
家
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
。

　本
の
印
税
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
立
っ
た
彼
女

は
、
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
で
お
よ
そ
半
年
間
を
過

ご
し
た
。
帰
国
後
、
洋
館
住
ま
い
を
経
て
、
住

み
心
地
の
よ
い
家
を
建
て
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
。
彼
女
の
エ
ッ
セ
イ
に
よ
れ
ば
、「
家
を

建
て
る
に
つ
い
て
の
参
考
書
を
二
百
冊
近
く
求

め
て
、
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、

材
木
や
、
瓦
や
、
大
工
に
就
い
て
の
智
識
を
得

た
」
と
い
う
。

　そ
し
て
建
築
実
現
に
向
け
、
費
用
を
つ
く
る

こ
と
二
年
、
設
計
に
一
年
、
大
工
に
任
せ
て
三

年
、
足
掛
け
六
年
の
歳
月
を
か
け
た
。「
東
西
南

北
、
風
の
吹
き
抜
け
る
家
」
と
い
う
の
が
、
家
づ

く
り
の
も
っ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

足
掛
け
六
年
を
か
け
た
家

　西
武
新
宿
線
「
中
井
」
駅
か
ら
、
そ
ぞ
ろ
歩

い
て
七
〜
八
分
。
坂
道
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、

そ
の
家
は
建
て
ら
れ
て
い
た
。
作
家
・
林
芙
美

子
が
晩
年
を
過
ご
し
た
家
で
あ
る
。

　芙
美
子
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
母
と
養
父
の
行

商
に
伴
っ
て
、
西
日
本
の
各
地
を
放
浪
し
た
。

十
九
歳
で
上
京
し
て
か
ら
も
、
銭
湯
の
番
台
や

下
足
番
、
セ
ル
ロ
イ
ド
工
場
の
女
工
、
カ
フ
ェ

ー
の
女
給
な
ど
の
職
や
住
居
を
転
々
と
し
、
苦

し
い
生
活
の
中
で
文
学
を
志
し
た
。

　転
機
と
な
っ
た
の
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
に
出
版
さ
れ
た
『
放
浪
記
』
で
あ
る
。
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
の
作
品
で
世
に
認
め
ら
れ
、

に
酒
の
肴
を
つ
く
り
、
客
の
舌
を
う
な
ら
せ
た

と
い
う
。

　台
所
の
隣
に
あ
る
「
風
呂
」
は
、
節
な
し
の

総
檜
張
り
、
風
呂
桶
も
総
檜
の
落
し
こ
み
式
。

腰
ま
わ
り
に
淡
い
ク
リ
ー
ム
色
の
タ
イ
ル
を
張

っ
た
。
風
呂
場
は
一
畳
半
ほ
ど
だ
が
、
大
き
く

と
ら
れ
た
窓
を
開
け
放
て
ば
、
窓
際
の
四
方
竹

の
籔
、
中
庭
の
紅も

み
葉じ

や
柘
榴
の
木
が
風
情
を
添

え
、
露
天
風
呂
感
覚
が
味
わ
え
る
。

　家
の
中
で
も
う
一
箇
所
、
彼
女
が
こ
だ
わ
っ

た
場
所
は
「
厠
」
で
あ
っ
た
。

　昭
和
十
六
年
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
、
最
新

設
備
の
水
洗
式
ト
イ
レ
で
、
自
家
用
の
浄
化
槽

も
特
注
し
た
。
そ
の
費
用
は
、
小
さ
な
家
が
も

う
一
軒
建
つ
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。
手
洗
い
の

設
え
も
茶
室
風
で
、
細
部
に
ま
で
女
性
な
ら
で

は
の
心
配
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
浪
の
果
て
の
終
の
棲
家

　か
く
し
て
家
づ
く
り
に
精
力
を
注
い
だ
芙
美

子
だ
が
、
作
家
と
し
て
の
主
戦
場
は
「
書
斎
」

で
あ
る
。
最
初
の
う
ち
は
「
居
間
兼
寝
室
」
を

仕
事
部
屋
と
し
て
い
た
が
、
明
る
す
ぎ
る
と
い

う
理
由
で
隣
の
「
納
戸
」
に
居
場
所
を
移
し
た
。

洋
服
入
れ
や
物
入
れ
な
ど
が
使
い
や
す
く
配
置

さ
れ
た
こ
の
部
屋
は
、
京
都
・
大
徳
寺
の
孤こ

ほ
篷う

庵あ
ん

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
深
い
土
庇
の
あ
る

静
寂
な
雰
囲
気
。
雪
見
障
子
の
向
こ
う
に
庭
が

眺
め
ら
れ
る
趣
向
は
、
納
戸
と
は
思
え
な
い
趣

を
醸
し
だ
し
て
い
る
。

　芙
美
子
は
執
筆
に
集
中
す
る
と
、
強
度
の
近

視
用
眼
鏡
を
外
し
、
机
に
顔
を
く
っ
つ
け
る
よ

う
に
し
て
万
年
筆
を
走
ら
せ
た
。
ふ
だ
ん
は
家

人
で
も
め
っ
た
に
書
斎
に
入
れ
ず
、
執
筆
が
一

息
つ
い
た
時
に
自
分
で
室
内
を
片
づ
け
、
掃
除

も
し
た
と
い
う
。

　そ
ん
な
芙
美
子
の
持
病
で
あ
る
心
臓
病
が
悪

化
し
た
の
は
、
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
頃

の
こ
と
で
あ
る
。
流
行
作
家
と
し
て
の
ハ
ー
ド

な
執
筆
と
取
材
活
動
が
、
病
に
拍
車
を
か
け
た
。

　こ
の
年
の
六
月
二
十
七
日
、
雑
誌
連
載
中
の

記
事
「
名
物
食
べ
あ
る
き
」
の
取
材
で
銀
座
の

老
舗
で
食
事
。
そ
の
後
、
深
川
の
鰻
の
名
店
で

編
集
者
と
と
も
に
少
量
の
鰻
を
味
わ
い
、
午
後

九
時
過
ぎ
に
帰
宅
。
十
一
時
過
ぎ
に
「
書
斎
」

で
就
寝
し
た
が
、
間
も
な
く
苦
悶
し
始
め
、
か

け
つ
け
た
夫
の
介
抱
と
医
師
の
手
当
て
を
受
け

た
が
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
二
十
八
日
午
前
一
時

頃
に
不
帰
の
客
と
な
っ
た
。

　死
因
は
心
臓
麻
痺
。
享
年
四
十
七
で
あ
っ
た
。

　愛
す
る
家
族
の
た
め
に
建
て
た
家
で
、
芙
美

子
が
暮
ら
し
た
の
は
、
わ
ず
か
十
年
。
放
浪
の

果
て
に
辿
り
つ
い
た
終
の
棲
家
は
、
あ
る
意
味

で
作
家
・
林
芙
美
子
を
代
表
す
る
「
作
品
」
の

ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。

　こ
の
家
に
は
、
い
ま
も
心
地
よ
い
風
が
吹
き

抜
け
て
い
る
。

陽あたりがよく、広縁の向こうに広がる庭の景色が美しい茶の間。芙美子はこの縁側にちゃぶ台を置き、養子とした息子・泰と食事を楽しんだ

左右に書棚がある書庫。
金庫の隠し場所でもあった

人造石の研ぎ出しでつくられた台所。
食器棚には芙美子愛用の食器が並んでいる

納戸としてつくられたこの部屋は、後に芙美子の書斎となった。
座椅子や机、肘置き台など、在りし日の雰囲気が再現されている。
この書斎で芙美子は最期の時を迎えた

　林芙美子記念館

4所在地：東京都新宿区中井 2－20－1　4TEL. 03-5996-9207

4開館時間：10：00～16：30（ただし入館は16：00まで）　
4休館日：月曜日（月曜日が休日にあたるときはその翌日）
　　　　　 年末・年始（12月29日～ 1月3日）　

　　　　＊建物内部は、毎年 3月、6月、11月の特別公開日に限り公開

4入館料：一般　150円　小・中学生　50円
　　　　（団体20名以上の場合は、一般　80円　小・中学生　30円）

4交通：都営地下鉄大江戸線・西武新宿線「中井駅」より徒歩7分
　　　東京メトロ東西線「落合駅」より徒歩15分　
　　　西武バス「中井駅」より徒歩5分

4ホームページ：http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/fumiko/12/

京
風
民
家
と
数
寄
屋
風
造
り

　ま
ず
は
設
計
図
の
段
階
で
、
百
枚
近
く
の
青

写
真
が
作
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
彼
女
が
思
い

描
く
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
に
、
設
計

担
当
者
と
大
工
を
引
き
連
れ
て
京
都
ま
で
出
か

け
、
民
家
や
寺
院
、
茶
室
な
ど
を
見
学
し
て
歩

い
た
。

　実
際
の
家
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
「
客
間
に

金
を
か
け
な
い
こ
と
と
、
茶
の
間
と
風
呂
と
厠

と
台
所
に
は
、
十
二
分
に
金
を
か
け
る
こ
と
」

に
こ
だ
わ
っ
た
。

　新
居
は
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
八
月
に

竣
工
。
完
成
し
た
家
は
、
京
風
民
家
の
お
お
ら

か
な
外
観
と
と
も
に
、
数
寄
屋
風
造
り
の
細
や

か
な
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
る
。
四
方
に
開
か
れ

た
窓
は
、
彼
女
が
望
ん
だ
「
風
の
通
り
道
」
と

な
っ
て
、
自
然
と
一
体
化
し
た
爽
快
さ
を
も
た

ら
し
て
い
る
。

　こ
の
家
で
芙
美
子
は
、
画
家
の
夫
・り緑ょ

く
敏び

ん

と
、

実
母
の
キ
ク
、の
ち
に
養
子
に
迎
え
た
男
の
子
・

泰た
い

と
と
も
に
暮
ら
し
た
。

　家
の
中
心
を
な
す
「
茶
の
間
」
は
、
掘
り
ご

た
つ
、
釣
り
戸
棚
、
二
段
押
入
れ
、
小
引
出
し
、

さ
ら
に
収
納
式
の
神
棚
を
備
え
て
い
る
。
六
畳

間
で
は
あ
る
が
、
や
に
松
を
張
っ
た
縁
側
を
広

く
と
り
、
狭
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
開
放
感
が
あ

ふ
れ
る
。
南
に
面
し
て
陽
あ
た
り
も
眺
め
も
よ

く
、
一
家
団
ら
ん
の
場
で
あ
っ
た
。

最
新
設
備
の
水
洗
式
ト
イ
レ

　料
理
好
き
で
あ
っ
た
芙
美
子
は
、「
台
所
」
に

も
こ
だ
わ
っ
た
。
流
し
は
タ
イ
ル
張
り
を
嫌
っ

て
人
造
石
の
研
ぎ
出
し
を
採
用
。
高
さ
は
身
長

百
四
十
三
セ
ン
チ
の
小
柄
な
彼
女
に
合
わ
せ
て

低
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
流
し
の
右
側
に
京
都
の

寺
の

く厨り
やを

真
似
て
水
溜
め
を
設
け
、
そ
こ
に
水

道
の
水
を
流
し
こ
む
設
計
に
し
た
。
い
ま
で
い

う
ダ
ブ
ル
シ
ン
ク
で
あ
る
。
そ
こ
で
夏
は
素
麺

や
西
瓜
を
冷
や
し
、
い
ざ
と
い
う
時
の
火
の
用

心
や
断
水
に
備
え
た
。

　こ
こ
で
家
族
の
食
事
の
支
度
を
し
、
親
し
い

客
が
訪
れ
た
時
は
、
席
を
外
し
た
わ
ず
か
な
間
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3連引戸ダブルオープン
お部屋や収納の引戸を指1本で
らくらく施錠 !
小さなお子さまによる開閉をストップ

セーフティーストッパーと
フランス落としの組み合わせで
間仕切りの自由度アップ !!

揺れている時だけ扉をロック !
食器の飛散を防ぐ「感震くん」が
さらにバージョンアップ !!

アウトセット引戸錠

室内でも室外からでも、指でプッシュ
するだけでスムーズに施錠や解錠が
できます。手掛かりや表示部も大きい
ため、引き違い戸の両面仕様に最適で
す。取付位置を高くすることで、小さ
なお子さまによる引戸の開放を防止
することができます。

感震くん3

地震の時にキッチンや食器棚の
扉をロックして、食器やグラスな
どの収納品の飛び出しや落下を
防止します。従来の商品と大きく
異なる点は、地震が起きて揺れて
いる時にだけ内蔵した鋼球が動
いてロックがかかること。揺れが
おさまると鋼球が元の位置に戻
り、自然にロックが解除されるよ
うになっています。

2017 秋の内覧会レポート

What is ATOM?

去る10月、大阪と東京でアトムリビンテック「2017 秋の内覧会」を開催いたしました。生活スタイル
の変化にフレキシブルに対応した商品として、上吊式から下荷重式まで品揃え豊富なソフトクロー
ズ引戸、シンクロ連動引戸や折戸金具などの施工例をご覧いただきました。東京会場では、高齢者
の「老健施設」の居室や幼稚園・保育園などの園舎の室内をイメージした「非住宅エリア」と、住宅
の間取りをイメージした「LIVIN’ZONE」を設置。実際の住空間に近い状態で展示を行いました。

従来の3連引戸の場合、戸先側の扉からの出入り
に限られていました。今回の商品は、真ん中の扉
を固定することで、戸尻側からの出入りも可能な
ダブルオープンになりました。これによって、広
い間口を「間仕切る」ことや「開放する」ことが、引
戸を開閉するだけの簡単な操作で実現できます。

東京会場
アトムCSタワー

大阪会場
アトム住まいの

金物ギャラリー大阪

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。

［ セーフティーストッパー ］

クローズ

ダブルオープン

開放 戸尻側オープン 戸先側オープン

室外側

室内側

ロック本体

受け部

シャフト

室外側からでも指で簡単に
施解錠できます

［ フランス落とし ］

お子さまの手の届かない
高い位置に取り付けます

NEWNEW NEW

シャフト

天板扉

平常時

平常時はシャフトが上下動するので
扉の開閉ができます

ロック時

揺れを感知するとシャフトが
動かなくなり、ロックが掛かります

最大27mm 天板

扉
シャフト

1516
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　1
9
9
3
年
の
J
リ
ー
グ
開
幕
以
来
、
私
は
ず
っ
と
浦

和
レ
ッ
ズ
を
応
援
し
て
い
ま
す
。
2
0
0
1
年
に
メ
イ
ン

の
本
拠
地
が
駒
場
ス
タ
ジ
ア
ム
か
ら
埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
に

移
っ
た
あ
と
は
、
時
間
が
許
す
限
り
現
地
観
戦
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
最
近
は
シ
ー
ズ
ン
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
し
、

指
定
席
で
ま
っ
た
り
と
、
誰
に
も
気
を
使
わ
ず
に
一
人
で

観
て
い
ま
す
。

　浦
和
の
試
合
に
は
喜
怒
哀
楽
の
す
べ
て
が
あ
り
ま
す
。

勝
っ
た
ら
う
れ
し
く
て
そ
の
日
は
と
び
き
り
お
い
し
い
お

酒
が
飲
め
ま
す
し
、
次
の
試
合
ま
で
ず
っ
と
気
分
よ
く
過

ご
せ
ま
す
。
逆
に
試
合
に
負
け
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読者の声
Vol.42

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。

アーバンスタイル事業部　住吉 大樹
アトムCSタワー内、ギャラリーショップ
KANAGU担当。伝統工芸品や金属にまつわる
職人アイテムの販売に携わる

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

ギャラリーショップKANAGUのオンラインストア

KANAGU STORE
12/1リニューアルオープンしました

kanagu- store.com

編 集 後 記

表紙のプチヴェール、どんな配置にしたら一番かっこいいかを、

デザイナーさんと延々試行錯誤。じーっとPCの画面を見てい

るうちに、なんだかコワーイ龍の顔のように見えてきました。

表紙と、目次と、10ページ。全部同じ野菜だなんて、とても信じ

られないですね(笑)。 〈七変化〉

前号の記事について、読者さまから記載の誤りをご指摘いただ

きました。知識豊富な読者さまに支えられ、アトムニューズは本

当に心強いです。今年もお世話になりました。新しい年が皆さま

にとって、よい年になりますように。 〈アトムニューズ編集室一同〉

はじめてアトムニューズを読ませていただきました。「上吊式引
戸」「ソフトクローズタイプ」が御社の品と知り、どちらも生活
の中で、はじめて目にした時、「イイナー!!」と思ったものでした。
今後もそのようなものをどんどん開発お願いします。
 〈東京都　K・H様　女性〉

今回の「忘れられた存在『天井』を考える」は、目からウロコで
した。これからも意外な企画を期待しています。
 〈北海道　ドン・ノン様　男性〉

初めて手に取りましたが、面白い記事ばかりで持ち帰りました!
水引職人の世界、天井の考察、リチウムについて、大好きなフラ
ンクロイドライトの建築…どれも読みごたえありました!
 〈山口県　Y・N様　女性〉

197号の特集記事の帝国ホテル、懐かしい気持ちで一杯でした。
それは、その解体一年前に我が姉が帝国ホテルで結婚式を行っ
た、その時の建物の姿を思い起こさせてくれたからです。
 〈東京都　M・K様　男性〉

表紙の写真が目を引きました。キュッとまるまったつぼみが2つ。
夏の間、何度もオクラの花を食する機会があり、どんな風に花
がついているのか気になっていました。 〈茨城県　K・S様　女性〉

私はライトの作品を見学にシカゴ、ピッツバーグ、ニューヨー
クへと出掛けた経験があります。4月初旬でしたがとても寒く、
ストームにも遭遇し、大変な旅行でした。ライトの作品はとて
も感動しました。 〈愛知県　Kenty様　男性〉

I N F O R M AT I O N

大迫力のコレオ（左）と、ビッグフラッグ（右）。
フラッグの下に入った人は、その数分間何も見えません !

P16 「ファースト精神」とは? 本文7行目

誤　ダイカスト工法は金型を用い、溶解した金属素材を吹き付けて成型するという新技術です。

正　ダイカスト工法は、溶解した金属素材を金型に圧入して成型するという当時の新技術です。

お詫び申し上げますとともに、ここに訂正いたします。

197号において記載に誤りがありました

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

4スタジオKURI profi le 水町克・三穂［みずまち かつ・みほ］

KURIは、民族楽器奏者の水町克（カッチャン）と水町三穂（ミホ）の音楽ユニット名。克さんは、以前自動
車の設計をしていましたが、ある時会社を辞め、ウクレレとギターを抱えて、単身山梨の山中に入り、壊れか
けた民家を改築し、そこでミュージシャンを目指しました。三穂さんは、笛奏者としてオーケストラに属し、
国内外で演奏活動を行っていましたが、笑顔で演奏する克さんに出会い「音楽はこうでなくては !」と意気
投合。こうして音楽ユニットのKURIが始まりました。

山梨県北杜市須玉町江草8243-3

HP: www.studiokuri.com

Mail: studiokuri@gmail.com 

TEL: 0551- 42-3765

陽射しがここちよい山の南面にスタジオ KURIはあります。里山が大好きな音楽ユニット

KURIのおふたりは、山梨のこの地にスタジオを構えて12年になります。愛犬ウルルと

愛猫のミカチンとともにここで暮らし、創作音楽や民族音楽を中心に活動を行っていま

す。創作した音楽を携えて、日本各地で演奏活動を行うとともに、世界各地をステージと

し、ライブを行っています。スタジオの敷地内で開催される『妖精舞踏音楽会』は、地元

の人たちも集い、触れ合う、年にいちどの大切なお祭りになりつつあります。

山梨編・2

1718



　1
9
9
3
年
の
J
リ
ー
グ
開
幕
以
来
、
私
は
ず
っ
と
浦

和
レ
ッ
ズ
を
応
援
し
て
い
ま
す
。
2
0
0
1
年
に
メ
イ
ン

の
本
拠
地
が
駒
場
ス
タ
ジ
ア
ム
か
ら
埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
に

移
っ
た
あ
と
は
、
時
間
が
許
す
限
り
現
地
観
戦
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
最
近
は
シ
ー
ズ
ン
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
し
、

指
定
席
で
ま
っ
た
り
と
、
誰
に
も
気
を
使
わ
ず
に
一
人
で

観
て
い
ま
す
。

　浦
和
の
試
合
に
は
喜
怒
哀
楽
の
す
べ
て
が
あ
り
ま
す
。

勝
っ
た
ら
う
れ
し
く
て
そ
の
日
は
と
び
き
り
お
い
し
い
お

酒
が
飲
め
ま
す
し
、
次
の
試
合
ま
で
ず
っ
と
気
分
よ
く
過

ご
せ
ま
す
。
逆
に
試
合
に
負
け
た
日
は
選
手
全
員
を
ぶ
っ

飛
ば
し
た
く
な
る
く
ら
い
腹
が
立
っ
て
、
も
う
応
援
な
ん

か
す
る
も
ん
か
! 
と
思
う
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。

　J
リ
ー
グ
開
幕
当
初
の
浦
和
は
最
下
位
争
い
の
常
連
で
、

1
9
9
9
年
に
は
「
ミ
ス
タ
ー
・
レ
ッ
ズ
」
こ
と
福
田
正

博
選
手
の
「
世
界
一
悲
し
い
V
ゴ
ー
ル
」
に
よ
っ
て
J
2

降
格
も
経
験
し
ま
し
た
が
、
J
1
復
帰
後
は
積
極
的
な
補

強
を
行
い
、
チ
ー
ム
は
や
が
て
強
豪
チ
ー
ム
の
仲
間
入
り

を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
2
0
0
6
年
に
は
念
願
だ

っ
た
リ
ー
グ
優
勝
、
天
皇
杯
優
勝
と
2
冠
を
果
た
し
、
翌

2
0
0
7
年
に
は
A
F
C
ア
ジ
ア
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ズ
リ
ー

グ
優
勝
な
ど
、
当
時
を
思
い
返
す
と
今
で
も
そ
の
と
き
の

興
奮
が
甦
り
ま
す
。

　ま
だ
ま
だ
語
り
尽
く
せ
ま
せ
ん
が
、
最
後
に
ひ
と
こ
と
。

よ
く
浦
和
サ
ポ
ー
タ
ー
は
怖
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
決
し

て
怖
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
男
声
に
よ
る
地
響
き
の
よ
う
な

声
援
や
、
客
席
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー

（
人
文
字
）は
、
本
当
に
迫
力
が
あ
り
、
初
め
て
体
感
し
た

人
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
び
っ
く
り
し
ま
す
。
興
味

が
あ
る
方
は
一
度
埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
へ
足
を
運
ん
で
み
て

く
だ
さ
い
。
み
な
さ
ん
も
き
っ
と
は
ま
る
と
思
い
ま
す
よ
。

読者の声
Vol.42

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。

アーバンスタイル事業部　住吉 大樹
アトムCSタワー内、ギャラリーショップ
KANAGU担当。伝統工芸品や金属にまつわる
職人アイテムの販売に携わる

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

ギャラリーショップKANAGUのオンラインストア

KANAGU STORE
12/1リニューアルオープンしました

kanagu- store.com

編 集 後 記

表紙のプチヴェール、どんな配置にしたら一番かっこいいかを、

デザイナーさんと延々試行錯誤。じーっとPCの画面を見てい

るうちに、なんだかコワーイ龍の顔のように見えてきました。

表紙と、目次と、10ページ。全部同じ野菜だなんて、とても信じ

られないですね(笑)。 〈七変化〉

前号の記事について、読者さまから記載の誤りをご指摘いただ

きました。知識豊富な読者さまに支えられ、アトムニューズは本

当に心強いです。今年もお世話になりました。新しい年が皆さま

にとって、よい年になりますように。 〈アトムニューズ編集室一同〉

はじめてアトムニューズを読ませていただきました。「上吊式引
戸」「ソフトクローズタイプ」が御社の品と知り、どちらも生活
の中で、はじめて目にした時、「イイナー!!」と思ったものでした。
今後もそのようなものをどんどん開発お願いします。
 〈東京都　K・H様　女性〉

今回の「忘れられた存在『天井』を考える」は、目からウロコで
した。これからも意外な企画を期待しています。
 〈北海道　ドン・ノン様　男性〉

初めて手に取りましたが、面白い記事ばかりで持ち帰りました!
水引職人の世界、天井の考察、リチウムについて、大好きなフラ
ンクロイドライトの建築…どれも読みごたえありました!
 〈山口県　Y・N様　女性〉

197号の特集記事の帝国ホテル、懐かしい気持ちで一杯でした。
それは、その解体一年前に我が姉が帝国ホテルで結婚式を行っ
た、その時の建物の姿を思い起こさせてくれたからです。
 〈東京都　M・K様　男性〉

表紙の写真が目を引きました。キュッとまるまったつぼみが2つ。
夏の間、何度もオクラの花を食する機会があり、どんな風に花
がついているのか気になっていました。 〈茨城県　K・S様　女性〉

私はライトの作品を見学にシカゴ、ピッツバーグ、ニューヨー
クへと出掛けた経験があります。4月初旬でしたがとても寒く、
ストームにも遭遇し、大変な旅行でした。ライトの作品はとて
も感動しました。 〈愛知県　Kenty様　男性〉

I N F O R M AT I O N

大迫力のコレオ（左）と、ビッグフラッグ（右）。
フラッグの下に入った人は、その数分間何も見えません !

P16 「ファースト精神」とは? 本文7行目

誤　ダイカスト工法は金型を用い、溶解した金属素材を吹き付けて成型するという新技術です。

正　ダイカスト工法は、溶解した金属素材を金型に圧入して成型するという当時の新技術です。

お詫び申し上げますとともに、ここに訂正いたします。

197号において記載に誤りがありました

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

4スタジオKURI profi le 水町克・三穂［みずまち かつ・みほ］

KURIは、民族楽器奏者の水町克（カッチャン）と水町三穂（ミホ）の音楽ユニット名。克さんは、以前自動
車の設計をしていましたが、ある時会社を辞め、ウクレレとギターを抱えて、単身山梨の山中に入り、壊れか
けた民家を改築し、そこでミュージシャンを目指しました。三穂さんは、笛奏者としてオーケストラに属し、
国内外で演奏活動を行っていましたが、笑顔で演奏する克さんに出会い「音楽はこうでなくては !」と意気
投合。こうして音楽ユニットのKURIが始まりました。

山梨県北杜市須玉町江草8243-3

HP: www.studiokuri.com

Mail: studiokuri@gmail.com 

TEL: 0551- 42-3765

陽射しがここちよい山の南面にスタジオ KURIはあります。里山が大好きな音楽ユニット

KURIのおふたりは、山梨のこの地にスタジオを構えて12年になります。愛犬ウルルと

愛猫のミカチンとともにここで暮らし、創作音楽や民族音楽を中心に活動を行っていま

す。創作した音楽を携えて、日本各地で演奏活動を行うとともに、世界各地をステージと

し、ライブを行っています。スタジオの敷地内で開催される『妖精舞踏音楽会』は、地元

の人たちも集い、触れ合う、年にいちどの大切なお祭りになりつつあります。

山梨編・2

1718



www.atomlt.com/catalog/

住まいの金物、取りそろえました。

www.atomlt.com

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

■アトムCSタワー／〒105-0004 東京都港区新橋4-31-5

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

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

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

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

特 販 事 業 部
卸 売 事 業 部

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

アーバンスタイル事業部
亜 吐 夢 金 物 館

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

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

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

「ATOMNEWS」2017年12月号 Vol.198 ●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199号（春号）は2018年3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 ］


