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すずがみ 11cm角 ¥2,200［ 税別 ］

Haori Cup ¥5,500［ 税別 ］

南部鉄器 急須 ¥12,000［ 税別 ］
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今号の表紙 時代とともに進化

瀬谷 昌男 ［Masao Seya］

東京都渋谷区原宿生まれ。浮世絵風の

ユニークで癒やし系の作品を生み出し

ているイラストレーター

歴史、つまり、ものごとが時間的に変遷したありさま

は、何かしらの文書や記録に残されています。アトム

リビンテックも住まいの金物においては老舗の企業

であり、このアトムの歴史を感じていただきたいと

思い、江戸時代、明治時代、そして現代と、時代の変

化を絵にしてみました。開館40周年を迎えた亜吐夢

金物館。時代とともに常に進化を続けるアトムリビ

ンテックに乞うご期待。

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　2020年4月30日（木）

読者プレゼント

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

和泉蜻蛉玉職人 松田有利子さん

ピンクの服に着替えたら

圧力ってなに ?

広島営業所が、新しく生まれ変わりました !

ミニ白菜

神奈川県横浜市港北区　横浜市大倉山記念館

アトムリビンテックって、どんな会社 ? 11

台東区千束・浅草編

今号の「アテナの道具箱」でご紹介した和泉蜻蛉玉職人の松田有利子

さんが制作したブレスレットです。「和泉蜻蛉玉」とは、かつて和泉国

でのみ制作されてきた「とんぼ玉」のこと。その歴史を正当に継承し

た技術、技法、材料によって作られたものです。色や技法の組み合わ

せによって、さまざまな文様や形を生みだすことができます。

写真上が、瑠璃。左が翡翠と白・緑・紫。右が白と桃色のブレスレット。

それぞれの粒をそろえる技術がたいへん難しく、貴重な逸品。「つけ

心地の良さを実感していただけたら嬉しいです」と松田さん。手作り

だからこそ、世界にひとつだけの文様となるのも「和泉蜻蛉玉」の魅

力です。

6 和泉蜻蛉玉のブレスレット

［サイズ］　瑠璃 長さ18cm（Φ約5.7cm） 翡翠と白・緑・紫／白と桃色 長さ16cm（Φ約5cm）　
［販売価格］　瑠璃 14,300円＋消費税 翡翠と白・緑・紫／白と桃色 11,000円＋消費税

い ず み と ん ぼ だ ま
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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

─

　父
の
背
中

　─

　仕
事
を
は
じ
め
る
ま
え
の
「
儀
式
」
が
あ
る
。

　火
力
を
調
整
す
る
空
気
を
送
る
モ
ー
タ
ー
に

「
き
ょ
う
も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と

お
祈
り
す
る
。
父
の
代
か
ら
半
世
紀
近
く
使
い

つ
づ
け
て
い
る
が
、
と
き
ど
き
機
嫌
が
悪
く
な

る
か
ら
だ
。

　次
に
、
き
ち
ん
と
揃
え
て
靴
を
脱
ぎ
、
作
業

用
の
椅
子
に
座
っ
て
踏
み
台
に
足
を
置
く
。
そ

れ
が
主
婦
か
ら
職
人
へ
と
気
持
ち
を
切
り
替
え

る
工
房
で
の
「
儀
式
」
で
あ
る
。

　バ
ー
ナ
ー
の
炎
が
吹
き
あ
が
っ
た
。

　ピ
ン
ク
系
の
ガ
ラ
ス
棒
を
数
本
束
ね
た
も
の

を
、
炎
の
熱
で
溶
か
す
。
剥
離
剤
を
塗
っ
た
針

金
を
ゆ
っ
く
り
回
転
さ
せ
、
溶
け
た
ガ
ラ
ス
を

巻
き
取
っ
て
小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
に
す
る
。

「
巻
き
取
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
ガ
ラ
ス
の
粘
度

や
色
の
変
化
、
軟
ら
か
さ
を
見
極
め
る
こ
と
」

だ
と
い
う
。「
職
人
の
カ
ン
で
す
ね
」

　そ
の
ガ
ラ
ス
玉
に
、
砕
い
て
粉
に
し
た
色
と

り
ど
り
の
ガ
ラ
ス
を
付
着
さ
せ
、
さ
ら
に
加
熱

し
な
が
ら
千
枚
通
し
の
先
で
表
面
を
引
っ
か
く

よ
う
に
動
か
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
、
花
模
様

が
浮
か
び
あ
が
っ
た
。
淡
い
ピ
ン
ク
色
の
可
愛

い
「
と
ん
ぼ
玉
」
の
誕
生
で
あ
る
。

　幼
い
頃
か
ら
「
と
ん
ぼ
玉
」
を
作
る
父
の
背

中
を
見
て
育
っ
た
。

　父
の
手
で
ガ
ラ
ス
棒
が
小
さ
な
玉
に
変
わ
っ

て
行
く
の
が
魔
法
の
よ
う
だ
っ
た
。「
そ
れ
で

自
然
に
自
分
も
大
き
く
な
っ
た
ら
、
父
の
よ
う

な
職
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
」

─

　無
限
の
色
彩

　─

「
と
ん
ぼ
玉
」
と
は
、
紐
を
通
す
穴
が
あ
い
た

小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
の
こ
と
。
歴
史
は
古
く
、
日

本
に
は
奈
良
時
代
以
前
に
製
法
が
伝
え
ら
れ
、

美
し
い
模
様
の
あ
る
も
の
を
蜻
蛉
の
目
に
見
立

て
て
「
と
ん
ぼ
玉
」
と
呼
ん
だ
。

　無
限
の
色
彩
を
閉
じ
こ
め
た
ガ
ラ
ス
の
中
の

宇
宙
に
も
た
と
え
ら
れ
、「
古
く
は
権
力
の
象

徴
で
、
お
守
り
や
装
飾
品
と
し
て
大
切
に
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
」

　文
献
に
よ
る
と
、
和
泉
国
（
現
在
の
堺
市
付

近
）
で
は
古
く
か
ら
ガ
ラ
ス
玉
が
作
ら
れ
「
泉

州
玉
」「
さ
か
と
ん
ぼ
」
と
し
て
全
国
に
知
ら

れ
て
い
た
。
明
治
期
に
製
造
技
術
が
確
立
し
、

現
在
の
和
泉
市
周
辺
は
ガ
ラ
ス
玉
や
ガ
ラ
ス
細

工
の
主
要
生
産
地
に
発
展
。
と
こ
ろ
が
昭
和
に

入
っ
て
時
代
の
波
に
は
逆
ら
え
ず
、
地
場
産
業

は
し
だ
い
に
衰
退
。「
そ
の
技
術
や
技
法
を
受

け
継
ぐ
職
人
は
、
父
（
小
溝
時
春
）
た
だ
一
人

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
」

　こ
の
ま
ま
で
は
伝
統
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
、

泉
州
地
方
独
自
の
技
法
で
製
造
し
た
ガ
ラ
ス
玉

を
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
と
名
づ
け
、
歴
史
保
存
活

動
を
は
じ
め
た
。「
歴
史
や
文
献
を
調
べ
た
り
、

研
究
者
を
尋
ね
た
り
し
て
、
調
査
に
十
年
近
く

を
費
や
し
ま
し
た
」。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
二

い
う
結
果
が
で
た
。
千
年
前
の
職
人
と
現
代
を

結
ぶ
奇
跡
的
な
巡
り
合
わ
せ
だ
っ
た
。

　悩
み
、
迷
い
、
苦
し
み
な
が
ら
の
試
行
錯
誤

の
日
々
。
千
個
以
上
も
の
試
作
の
果
て
、
や
っ

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

y u r i k o  m a t s u d a

アテナの道具箱ガラスの宇宙

松田 有利子

vol. XIII

1967年大阪府和泉市生まれ。幼い頃から父の制作する「とんぼ玉」に
魅せられ、毎日工房に通う。その父が泉州地方独自の技法を継承する専
業職人の最後の一人となり、父とともに歴史保存活動を開始。「和泉蜻
蛉玉」の名称で2002年大阪府知事指定「伝統工芸品」に。父の逝去後
は二代目に就任し、2005年に大阪府伝統工芸士に認定。2018年には、
大阪府優秀技能者表彰（なにわの名工）を受けた。

和泉蜻蛉玉職人
い ず み と ん ぼ だ ま

〇
〇
二
年
に
大
阪
府
の
「
伝
統
工
芸
品
」
の
指

定
を
受
け
た
。

　現
在
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
は
、
十
六
年
前
に
父

が
亡
く
な
っ
た
後
、
松
田
さ
ん
の
み
が
制
作
を

つ
づ
け
て
い
る
。

─

　千
年
前
の
青

　─

　そ
ん
な
、
あ
る
日
の
こ
と
。

　父
の
跡
を
継
い
で
、
二
代
目
と
し
て
全
国
の

デ
パ
ー
ト
を
め
ぐ
る
活
動
を
し
て
い
た
と
き
、

思
い
が
け
な
い
話
が
飛
び
こ
ん
で
き
た
。

　世
界
遺
産
で
あ
る
平
等
院
鳳
凰
堂
。
そ
こ
に

祀
ら
れ
た
国
宝
・
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
台
座
か

ら
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
瓔よ

う

珞ら
く

（
垂

れ
飾
り
）
の
復
元
と
い
う
依
頼
で
あ
る
。

　ガ
ラ
ス
玉
の
色
は
、青
や
青
緑
、白
な
ど
。「
初

め
て
見
た
と
き
、
千
年
も
前
の
も
の
な
の
に
、

つ
い
最
近
作
っ
た
み
た
い
で…

」

　時
を
超
え
て
、
美
し
く
輝
い
て
い
る
の
が
不

思
議
で
神
秘
的
だ
っ
た
。「
手
の
ひ
ら
に
そ
っ

と
の
せ
て
い
た
だ
く
と
、
昔
の
職
人
さ
ん
の
想

い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
し
た
」

　青
く
透
き
と
お
っ
た
ガ
ラ
ス
玉
が
、
千
年
前

の
空
の
色
に
も
見
え
た
。

　ガ
ラ
ス
の
成
分
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
「
和
泉

蜻
蛉
玉
」
の
ガ
ラ
ス
材
料
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と

と
の
思
い
で
瓔
珞
の
制
作
を
成
し
遂
げ
た
。

　復
元
作
業
が
終
わ
り
、
お
寺
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
で
展
示
さ
れ
て
い
る
仏
像
の
瓔
珞
の
説
明
文

に
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
の
文
字
を
見
つ
け
た
。「
父

が
生
き
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
想
い
が
す
る
だ
ろ

う
」。
そ
う
思
っ
た
ら
、
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　平
等
院
の
国
宝
復
元
と
い
う
貴
重
で
得
が
た

い
体
験
。「
千
年
前
に
ガ
ラ
ス
玉
を
作
っ
た
職

人
か
ら
、
伝
統
の
バ
ト
ン
を
渡
さ
れ
た
、
そ
ん

な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
」

　話
し
な
が
ら
、
ふ
と
遠
く
を
見
つ
め
た
。

　そ
の
瞳
に
、
か
つ
て
の
平
安
京
の
青
い
空
が

映
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
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。
父
の
代
か
ら
半
世
紀
近
く
使
い

つ
づ
け
て
い
る
が
、
と
き
ど
き
機
嫌
が
悪
く
な

る
か
ら
だ
。

　次
に
、
き
ち
ん
と
揃
え
て
靴
を
脱
ぎ
、
作
業

用
の
椅
子
に
座
っ
て
踏
み
台
に
足
を
置
く
。
そ

れ
が
主
婦
か
ら
職
人
へ
と
気
持
ち
を
切
り
替
え

る
工
房
で
の
「
儀
式
」
で
あ
る
。

　バ
ー
ナ
ー
の
炎
が
吹
き
あ
が
っ
た
。

　ピ
ン
ク
系
の
ガ
ラ
ス
棒
を
数
本
束
ね
た
も
の

を
、
炎
の
熱
で
溶
か
す
。
剥
離
剤
を
塗
っ
た
針

金
を
ゆ
っ
く
り
回
転
さ
せ
、
溶
け
た
ガ
ラ
ス
を

巻
き
取
っ
て
小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
に
す
る
。

「
巻
き
取
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
ガ
ラ
ス
の
粘
度

や
色
の
変
化
、
軟
ら
か
さ
を
見
極
め
る
こ
と
」

だ
と
い
う
。「
職
人
の
カ
ン
で
す
ね
」

　そ
の
ガ
ラ
ス
玉
に
、
砕
い
て
粉
に
し
た
色
と

り
ど
り
の
ガ
ラ
ス
を
付
着
さ
せ
、
さ
ら
に
加
熱

し
な
が
ら
千
枚
通
し
の
先
で
表
面
を
引
っ
か
く

よ
う
に
動
か
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
、
花
模
様

が
浮
か
び
あ
が
っ
た
。
淡
い
ピ
ン
ク
色
の
可
愛

い
「
と
ん
ぼ
玉
」
の
誕
生
で
あ
る
。

　幼
い
頃
か
ら
「
と
ん
ぼ
玉
」
を
作
る
父
の
背

中
を
見
て
育
っ
た
。

　父
の
手
で
ガ
ラ
ス
棒
が
小
さ
な
玉
に
変
わ
っ

て
行
く
の
が
魔
法
の
よ
う
だ
っ
た
。「
そ
れ
で

自
然
に
自
分
も
大
き
く
な
っ
た
ら
、
父
の
よ
う

な
職
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
」

─

　無
限
の
色
彩

　─

「
と
ん
ぼ
玉
」
と
は
、
紐
を
通
す
穴
が
あ
い
た

小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
の
こ
と
。
歴
史
は
古
く
、
日

本
に
は
奈
良
時
代
以
前
に
製
法
が
伝
え
ら
れ
、

美
し
い
模
様
の
あ
る
も
の
を
蜻
蛉
の
目
に
見
立

て
て
「
と
ん
ぼ
玉
」
と
呼
ん
だ
。

　無
限
の
色
彩
を
閉
じ
こ
め
た
ガ
ラ
ス
の
中
の

宇
宙
に
も
た
と
え
ら
れ
、「
古
く
は
権
力
の
象

徴
で
、
お
守
り
や
装
飾
品
と
し
て
大
切
に
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
」

　文
献
に
よ
る
と
、
和
泉
国
（
現
在
の
堺
市
付

近
）
で
は
古
く
か
ら
ガ
ラ
ス
玉
が
作
ら
れ
「
泉

州
玉
」「
さ
か
と
ん
ぼ
」
と
し
て
全
国
に
知
ら

れ
て
い
た
。
明
治
期
に
製
造
技
術
が
確
立
し
、

現
在
の
和
泉
市
周
辺
は
ガ
ラ
ス
玉
や
ガ
ラ
ス
細

工
の
主
要
生
産
地
に
発
展
。
と
こ
ろ
が
昭
和
に

入
っ
て
時
代
の
波
に
は
逆
ら
え
ず
、
地
場
産
業

は
し
だ
い
に
衰
退
。「
そ
の
技
術
や
技
法
を
受

け
継
ぐ
職
人
は
、
父
（
小
溝
時
春
）
た
だ
一
人

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
」

　こ
の
ま
ま
で
は
伝
統
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
、

泉
州
地
方
独
自
の
技
法
で
製
造
し
た
ガ
ラ
ス
玉

を
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
と
名
づ
け
、
歴
史
保
存
活

動
を
は
じ
め
た
。「
歴
史
や
文
献
を
調
べ
た
り
、

研
究
者
を
尋
ね
た
り
し
て
、
調
査
に
十
年
近
く

を
費
や
し
ま
し
た
」。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
二

い
う
結
果
が
で
た
。
千
年
前
の
職
人
と
現
代
を

結
ぶ
奇
跡
的
な
巡
り
合
わ
せ
だ
っ
た
。

　悩
み
、
迷
い
、
苦
し
み
な
が
ら
の
試
行
錯
誤

の
日
々
。
千
個
以
上
も
の
試
作
の
果
て
、
や
っ

a t h e n a’ s  t o o l  b o x

y u r i k o  m a t s u d a

アテナの道具箱ガラスの宇宙

松田 有利子
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1967年大阪府和泉市生まれ。幼い頃から父の制作する「とんぼ玉」に
魅せられ、毎日工房に通う。その父が泉州地方独自の技法を継承する専
業職人の最後の一人となり、父とともに歴史保存活動を開始。「和泉蜻
蛉玉」の名称で2002年大阪府知事指定「伝統工芸品」に。父の逝去後
は二代目に就任し、2005年に大阪府伝統工芸士に認定。2018年には、
大阪府優秀技能者表彰（なにわの名工）を受けた。

和泉蜻蛉玉職人
い ず み と ん ぼ だ ま

〇
〇
二
年
に
大
阪
府
の
「
伝
統
工
芸
品
」
の
指

定
を
受
け
た
。

　現
在
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
は
、
十
六
年
前
に
父

が
亡
く
な
っ
た
後
、
松
田
さ
ん
の
み
が
制
作
を

つ
づ
け
て
い
る
。

─

　千
年
前
の
青

　─

　そ
ん
な
、
あ
る
日
の
こ
と
。

　父
の
跡
を
継
い
で
、
二
代
目
と
し
て
全
国
の

デ
パ
ー
ト
を
め
ぐ
る
活
動
を
し
て
い
た
と
き
、

思
い
が
け
な
い
話
が
飛
び
こ
ん
で
き
た
。

　世
界
遺
産
で
あ
る
平
等
院
鳳
凰
堂
。
そ
こ
に

祀
ら
れ
た
国
宝
・
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
台
座
か

ら
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
瓔よ

う

珞ら
く

（
垂

れ
飾
り
）
の
復
元
と
い
う
依
頼
で
あ
る
。

　ガ
ラ
ス
玉
の
色
は
、青
や
青
緑
、白
な
ど
。「
初

め
て
見
た
と
き
、
千
年
も
前
の
も
の
な
の
に
、

つ
い
最
近
作
っ
た
み
た
い
で…

」

　時
を
超
え
て
、
美
し
く
輝
い
て
い
る
の
が
不

思
議
で
神
秘
的
だ
っ
た
。「
手
の
ひ
ら
に
そ
っ

と
の
せ
て
い
た
だ
く
と
、
昔
の
職
人
さ
ん
の
想

い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
し
た
」

　青
く
透
き
と
お
っ
た
ガ
ラ
ス
玉
が
、
千
年
前

の
空
の
色
に
も
見
え
た
。

　ガ
ラ
ス
の
成
分
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
「
和
泉

蜻
蛉
玉
」
の
ガ
ラ
ス
材
料
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と

と
の
思
い
で
瓔
珞
の
制
作
を
成
し
遂
げ
た
。

　復
元
作
業
が
終
わ
り
、
お
寺
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
で
展
示
さ
れ
て
い
る
仏
像
の
瓔
珞
の
説
明
文

に
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
の
文
字
を
見
つ
け
た
。「
父

が
生
き
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
想
い
が
す
る
だ
ろ

う
」。
そ
う
思
っ
た
ら
、
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　平
等
院
の
国
宝
復
元
と
い
う
貴
重
で
得
が
た

い
体
験
。「
千
年
前
に
ガ
ラ
ス
玉
を
作
っ
た
職

人
か
ら
、
伝
統
の
バ
ト
ン
を
渡
さ
れ
た
、
そ
ん

な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
」

　話
し
な
が
ら
、
ふ
と
遠
く
を
見
つ
め
た
。

　そ
の
瞳
に
、
か
つ
て
の
平
安
京
の
青
い
空
が

映
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

34



地蔵菩薩 ［ 京都府宮津市 見性寺付近 ］

宮津市は天橋立で有名ですが、由緒ある神社やお寺もたくさんあり

ます。見性寺は、宮津市の町中にある与謝蕪村ゆかりの寺。ピンク

の服のお地蔵さんは、境内ではなく、近くの道端にひっそりと祀ら

れていました。でも、この派手な着物とお花を見落とすわけがあり

ませんよね。

6京都丹後鉄道「宮津駅」より徒歩12分

文・写真　吉田さらさ　

寺と神社の旅研究家。日本各地に取材し、石の神

様、仏様の像の写真を撮って「お言葉」を考えるの

がライフワーク。『明日がちょっと幸せになる お

地蔵さまのことば』（ディスカヴァー・トゥエンティ

ワン）、『石仏・石の神を旅する』、『長崎の教会』

（いずれもJTBパブリッシング）など、著書多数

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

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

国
宝
の
仏
像
よ
り
も
力
強
く
、
何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。
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地
蔵
菩
薩

ピ
ン
ク
の
服
に
着
替
え
た
ら

ご
町
内
の
安
全
を
地
味
に
守
っ
て
何
百
年

で
も
、
近
年
、
僕
た
ち
の
存
在
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
。

誰
も
お
参
り
し
て
く
れ
な
く
て
淋
し
い
毎
日
だ
っ
た
け
れ
ど
、

思
い
切
っ
て
ピ
ン
ク
色
の
着
物
に
着
替
え
て
み
た
ら
、

通
り
す
が
り
の
人
た
ち
が
、

「
あ
れ
?

 こ
ん
な
と
こ
ろ
に
お
地
蔵
さ
ん
が
」
と

手
を
合
わ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

み
ん
な
も
、
同
じ
仕
事
の
繰
り
返
し
に
飽
き
た
ら
、

見
か
け
を
ち
ょ
っ
と
だ
け
変
え
て
み
る
の
は
ど
う
か
な
。

気
持
ち
が
新
鮮
に
な
れ
ば
、
表
情
も
生
き
生
き
。

そ
し
た
ら
誰
か
が
き
っ
と
、

「
い
い
仕
事
を
し
て
い
る
ね
」
と
気
づ
い
て
く
れ
る
よ
。

け
ん
し
ょ
う
じ

─

　父
の
背
中

　─

　仕
事
を
は
じ
め
る
ま
え
の
「
儀
式
」
が
あ
る
。

　火
力
を
調
整
す
る
空
気
を
送
る
モ
ー
タ
ー
に

「
き
ょ
う
も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と

お
祈
り
す
る
。
父
の
代
か
ら
半
世
紀
近
く
使
い

つ
づ
け
て
い
る
が
、
と
き
ど
き
機
嫌
が
悪
く
な

る
か
ら
だ
。

　次
に
、
き
ち
ん
と
揃
え
て
靴
を
脱
ぎ
、
作
業

用
の
椅
子
に
座
っ
て
踏
み
台
に
足
を
置
く
。
そ

れ
が
主
婦
か
ら
職
人
へ
と
気
持
ち
を
切
り
替
え

る
工
房
で
の
「
儀
式
」
で
あ
る
。

　バ
ー
ナ
ー
の
炎
が
吹
き
あ
が
っ
た
。

　ピ
ン
ク
系
の
ガ
ラ
ス
棒
を
数
本
束
ね
た
も
の

を
、
炎
の
熱
で
溶
か
す
。
剥
離
剤
を
塗
っ
た
針

金
を
ゆ
っ
く
り
回
転
さ
せ
、
溶
け
た
ガ
ラ
ス
を

巻
き
取
っ
て
小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
に
す
る
。

「
巻
き
取
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
ガ
ラ
ス
の
粘
度

や
色
の
変
化
、
軟
ら
か
さ
を
見
極
め
る
こ
と
」

だ
と
い
う
。「
職
人
の
カ
ン
で
す
ね
」

　そ
の
ガ
ラ
ス
玉
に
、
砕
い
て
粉
に
し
た
色
と

り
ど
り
の
ガ
ラ
ス
を
付
着
さ
せ
、
さ
ら
に
加
熱

し
な
が
ら
千
枚
通
し
の
先
で
表
面
を
引
っ
か
く

よ
う
に
動
か
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
、
花
模
様

が
浮
か
び
あ
が
っ
た
。
淡
い
ピ
ン
ク
色
の
可
愛

い
「
と
ん
ぼ
玉
」
の
誕
生
で
あ
る
。

　幼
い
頃
か
ら
「
と
ん
ぼ
玉
」
を
作
る
父
の
背

中
を
見
て
育
っ
た
。

　父
の
手
で
ガ
ラ
ス
棒
が
小
さ
な
玉
に
変
わ
っ

て
行
く
の
が
魔
法
の
よ
う
だ
っ
た
。「
そ
れ
で

自
然
に
自
分
も
大
き
く
な
っ
た
ら
、
父
の
よ
う

な
職
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
」

─

　無
限
の
色
彩

　─

「
と
ん
ぼ
玉
」
と
は
、
紐
を
通
す
穴
が
あ
い
た

小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
の
こ
と
。
歴
史
は
古
く
、
日

本
に
は
奈
良
時
代
以
前
に
製
法
が
伝
え
ら
れ
、

美
し
い
模
様
の
あ
る
も
の
を
蜻
蛉
の
目
に
見
立

て
て
「
と
ん
ぼ
玉
」
と
呼
ん
だ
。

　無
限
の
色
彩
を
閉
じ
こ
め
た
ガ
ラ
ス
の
中
の

宇
宙
に
も
た
と
え
ら
れ
、「
古
く
は
権
力
の
象

徴
で
、
お
守
り
や
装
飾
品
と
し
て
大
切
に
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
」

　文
献
に
よ
る
と
、
和
泉
国
（
現
在
の
堺
市
付

近
）
で
は
古
く
か
ら
ガ
ラ
ス
玉
が
作
ら
れ
「
泉

州
玉
」「
さ
か
と
ん
ぼ
」
と
し
て
全
国
に
知
ら

れ
て
い
た
。
明
治
期
に
製
造
技
術
が
確
立
し
、

現
在
の
和
泉
市
周
辺
は
ガ
ラ
ス
玉
や
ガ
ラ
ス
細

工
の
主
要
生
産
地
に
発
展
。
と
こ
ろ
が
昭
和
に

入
っ
て
時
代
の
波
に
は
逆
ら
え
ず
、
地
場
産
業

は
し
だ
い
に
衰
退
。「
そ
の
技
術
や
技
法
を
受

け
継
ぐ
職
人
は
、
父
（
小
溝
時
春
）
た
だ
一
人

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
」

　こ
の
ま
ま
で
は
伝
統
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
、

泉
州
地
方
独
自
の
技
法
で
製
造
し
た
ガ
ラ
ス
玉

を
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
と
名
づ
け
、
歴
史
保
存
活

動
を
は
じ
め
た
。「
歴
史
や
文
献
を
調
べ
た
り
、

研
究
者
を
尋
ね
た
り
し
て
、
調
査
に
十
年
近
く

を
費
や
し
ま
し
た
」。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
二

い
う
結
果
が
で
た
。
千
年
前
の
職
人
と
現
代
を

結
ぶ
奇
跡
的
な
巡
り
合
わ
せ
だ
っ
た
。

　悩
み
、
迷
い
、
苦
し
み
な
が
ら
の
試
行
錯
誤

の
日
々
。
千
個
以
上
も
の
試
作
の
果
て
、
や
っ

〇
〇
二
年
に
大
阪
府
の
「
伝
統
工
芸
品
」
の
指

定
を
受
け
た
。

　現
在
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
は
、
十
六
年
前
に
父

が
亡
く
な
っ
た
後
、
松
田
さ
ん
の
み
が
制
作
を

つ
づ
け
て
い
る
。

─

　千
年
前
の
青

　─

　そ
ん
な
、
あ
る
日
の
こ
と
。

　父
の
跡
を
継
い
で
、
二
代
目
と
し
て
全
国
の

デ
パ
ー
ト
を
め
ぐ
る
活
動
を
し
て
い
た
と
き
、

思
い
が
け
な
い
話
が
飛
び
こ
ん
で
き
た
。

　世
界
遺
産
で
あ
る
平
等
院
鳳
凰
堂
。
そ
こ
に

祀
ら
れ
た
国
宝
・
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
台
座
か

ら
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
瓔よ

う

珞ら
く

（
垂

れ
飾
り
）
の
復
元
と
い
う
依
頼
で
あ
る
。

　ガ
ラ
ス
玉
の
色
は
、青
や
青
緑
、白
な
ど
。「
初

め
て
見
た
と
き
、
千
年
も
前
の
も
の
な
の
に
、

つ
い
最
近
作
っ
た
み
た
い
で…
」

　時
を
超
え
て
、
美
し
く
輝
い
て
い
る
の
が
不

思
議
で
神
秘
的
だ
っ
た
。「
手
の
ひ
ら
に
そ
っ

と
の
せ
て
い
た
だ
く
と
、
昔
の
職
人
さ
ん
の
想

い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
し
た
」

　青
く
透
き
と
お
っ
た
ガ
ラ
ス
玉
が
、
千
年
前

の
空
の
色
に
も
見
え
た
。

　ガ
ラ
ス
の
成
分
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
「
和
泉

蜻
蛉
玉
」
の
ガ
ラ
ス
材
料
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と

と
の
思
い
で
瓔
珞
の
制
作
を
成
し
遂
げ
た
。

　復
元
作
業
が
終
わ
り
、
お
寺
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
で
展
示
さ
れ
て
い
る
仏
像
の
瓔
珞
の
説
明
文

に
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
の
文
字
を
見
つ
け
た
。「
父

が
生
き
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
想
い
が
す
る
だ
ろ

う
」。
そ
う
思
っ
た
ら
、
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　平
等
院
の
国
宝
復
元
と
い
う
貴
重
で
得
が
た

い
体
験
。「
千
年
前
に
ガ
ラ
ス
玉
を
作
っ
た
職

人
か
ら
、
伝
統
の
バ
ト
ン
を
渡
さ
れ
た
、
そ
ん

な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
」

　話
し
な
が
ら
、
ふ
と
遠
く
を
見
つ
め
た
。

　そ
の
瞳
に
、
か
つ
て
の
平
安
京
の
青
い
空
が

映
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
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地蔵菩薩 ［ 京都府宮津市 見性寺付近 ］

宮津市は天橋立で有名ですが、由緒ある神社やお寺もたくさんあり

ます。見性寺は、宮津市の町中にある与謝蕪村ゆかりの寺。ピンク

の服のお地蔵さんは、境内ではなく、近くの道端にひっそりと祀ら

れていました。でも、この派手な着物とお花を見落とすわけがあり

ませんよね。

6京都丹後鉄道「宮津駅」より徒歩12分

文・写真　吉田さらさ　

寺と神社の旅研究家。日本各地に取材し、石の神

様、仏様の像の写真を撮って「お言葉」を考えるの

がライフワーク。『明日がちょっと幸せになる お

地蔵さまのことば』（ディスカヴァー・トゥエンティ

ワン）、『石仏・石の神を旅する』、『長崎の教会』

（いずれもJTBパブリッシング）など、著書多数

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

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

国
宝
の
仏
像
よ
り
も
力
強
く
、
何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。
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京
都
府
宮
津
市 

見
性
寺
付
近 

地
蔵
菩
薩

ピ
ン
ク
の
服
に
着
替
え
た
ら

ご
町
内
の
安
全
を
地
味
に
守
っ
て
何
百
年

で
も
、
近
年
、
僕
た
ち
の
存
在
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
。

誰
も
お
参
り
し
て
く
れ
な
く
て
淋
し
い
毎
日
だ
っ
た
け
れ
ど
、

思
い
切
っ
て
ピ
ン
ク
色
の
着
物
に
着
替
え
て
み
た
ら
、

通
り
す
が
り
の
人
た
ち
が
、

「
あ
れ
?

 こ
ん
な
と
こ
ろ
に
お
地
蔵
さ
ん
が
」
と

手
を
合
わ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

み
ん
な
も
、
同
じ
仕
事
の
繰
り
返
し
に
飽
き
た
ら
、

見
か
け
を
ち
ょ
っ
と
だ
け
変
え
て
み
る
の
は
ど
う
か
な
。

気
持
ち
が
新
鮮
に
な
れ
ば
、
表
情
も
生
き
生
き
。

そ
し
た
ら
誰
か
が
き
っ
と
、

「
い
い
仕
事
を
し
て
い
る
ね
」
と
気
づ
い
て
く
れ
る
よ
。

け
ん
し
ょ
う
じ

─

　父
の
背
中

　─

　仕
事
を
は
じ
め
る
ま
え
の
「
儀
式
」
が
あ
る
。

　火
力
を
調
整
す
る
空
気
を
送
る
モ
ー
タ
ー
に

「
き
ょ
う
も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と

お
祈
り
す
る
。
父
の
代
か
ら
半
世
紀
近
く
使
い

つ
づ
け
て
い
る
が
、
と
き
ど
き
機
嫌
が
悪
く
な

る
か
ら
だ
。

　次
に
、
き
ち
ん
と
揃
え
て
靴
を
脱
ぎ
、
作
業

用
の
椅
子
に
座
っ
て
踏
み
台
に
足
を
置
く
。
そ

れ
が
主
婦
か
ら
職
人
へ
と
気
持
ち
を
切
り
替
え

る
工
房
で
の
「
儀
式
」
で
あ
る
。

　バ
ー
ナ
ー
の
炎
が
吹
き
あ
が
っ
た
。

　ピ
ン
ク
系
の
ガ
ラ
ス
棒
を
数
本
束
ね
た
も
の

を
、
炎
の
熱
で
溶
か
す
。
剥
離
剤
を
塗
っ
た
針

金
を
ゆ
っ
く
り
回
転
さ
せ
、
溶
け
た
ガ
ラ
ス
を

巻
き
取
っ
て
小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
に
す
る
。

「
巻
き
取
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
ガ
ラ
ス
の
粘
度

や
色
の
変
化
、
軟
ら
か
さ
を
見
極
め
る
こ
と
」

だ
と
い
う
。「
職
人
の
カ
ン
で
す
ね
」

　そ
の
ガ
ラ
ス
玉
に
、
砕
い
て
粉
に
し
た
色
と

り
ど
り
の
ガ
ラ
ス
を
付
着
さ
せ
、
さ
ら
に
加
熱

し
な
が
ら
千
枚
通
し
の
先
で
表
面
を
引
っ
か
く

よ
う
に
動
か
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
、
花
模
様

が
浮
か
び
あ
が
っ
た
。
淡
い
ピ
ン
ク
色
の
可
愛

い
「
と
ん
ぼ
玉
」
の
誕
生
で
あ
る
。

　幼
い
頃
か
ら
「
と
ん
ぼ
玉
」
を
作
る
父
の
背

中
を
見
て
育
っ
た
。

　父
の
手
で
ガ
ラ
ス
棒
が
小
さ
な
玉
に
変
わ
っ

て
行
く
の
が
魔
法
の
よ
う
だ
っ
た
。「
そ
れ
で

自
然
に
自
分
も
大
き
く
な
っ
た
ら
、
父
の
よ
う

な
職
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
」

─

　無
限
の
色
彩

　─

「
と
ん
ぼ
玉
」
と
は
、
紐
を
通
す
穴
が
あ
い
た

小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
の
こ
と
。
歴
史
は
古
く
、
日

本
に
は
奈
良
時
代
以
前
に
製
法
が
伝
え
ら
れ
、

美
し
い
模
様
の
あ
る
も
の
を
蜻
蛉
の
目
に
見
立

て
て
「
と
ん
ぼ
玉
」
と
呼
ん
だ
。

　無
限
の
色
彩
を
閉
じ
こ
め
た
ガ
ラ
ス
の
中
の

宇
宙
に
も
た
と
え
ら
れ
、「
古
く
は
権
力
の
象

徴
で
、
お
守
り
や
装
飾
品
と
し
て
大
切
に
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
」

　文
献
に
よ
る
と
、
和
泉
国
（
現
在
の
堺
市
付

近
）
で
は
古
く
か
ら
ガ
ラ
ス
玉
が
作
ら
れ
「
泉

州
玉
」「
さ
か
と
ん
ぼ
」
と
し
て
全
国
に
知
ら

れ
て
い
た
。
明
治
期
に
製
造
技
術
が
確
立
し
、

現
在
の
和
泉
市
周
辺
は
ガ
ラ
ス
玉
や
ガ
ラ
ス
細

工
の
主
要
生
産
地
に
発
展
。
と
こ
ろ
が
昭
和
に

入
っ
て
時
代
の
波
に
は
逆
ら
え
ず
、
地
場
産
業

は
し
だ
い
に
衰
退
。「
そ
の
技
術
や
技
法
を
受

け
継
ぐ
職
人
は
、
父
（
小
溝
時
春
）
た
だ
一
人

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
」

　こ
の
ま
ま
で
は
伝
統
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
、

泉
州
地
方
独
自
の
技
法
で
製
造
し
た
ガ
ラ
ス
玉

を
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
と
名
づ
け
、
歴
史
保
存
活

動
を
は
じ
め
た
。「
歴
史
や
文
献
を
調
べ
た
り
、

研
究
者
を
尋
ね
た
り
し
て
、
調
査
に
十
年
近
く

を
費
や
し
ま
し
た
」。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
二

い
う
結
果
が
で
た
。
千
年
前
の
職
人
と
現
代
を

結
ぶ
奇
跡
的
な
巡
り
合
わ
せ
だ
っ
た
。

　悩
み
、
迷
い
、
苦
し
み
な
が
ら
の
試
行
錯
誤

の
日
々
。
千
個
以
上
も
の
試
作
の
果
て
、
や
っ

〇
〇
二
年
に
大
阪
府
の
「
伝
統
工
芸
品
」
の
指

定
を
受
け
た
。

　現
在
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
は
、
十
六
年
前
に
父

が
亡
く
な
っ
た
後
、
松
田
さ
ん
の
み
が
制
作
を

つ
づ
け
て
い
る
。

─

　千
年
前
の
青

　─

　そ
ん
な
、
あ
る
日
の
こ
と
。

　父
の
跡
を
継
い
で
、
二
代
目
と
し
て
全
国
の

デ
パ
ー
ト
を
め
ぐ
る
活
動
を
し
て
い
た
と
き
、

思
い
が
け
な
い
話
が
飛
び
こ
ん
で
き
た
。

　世
界
遺
産
で
あ
る
平
等
院
鳳
凰
堂
。
そ
こ
に

祀
ら
れ
た
国
宝
・
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
台
座
か

ら
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
瓔よ

う

珞ら
く

（
垂

れ
飾
り
）
の
復
元
と
い
う
依
頼
で
あ
る
。

　ガ
ラ
ス
玉
の
色
は
、青
や
青
緑
、白
な
ど
。「
初

め
て
見
た
と
き
、
千
年
も
前
の
も
の
な
の
に
、

つ
い
最
近
作
っ
た
み
た
い
で…

」

　時
を
超
え
て
、
美
し
く
輝
い
て
い
る
の
が
不

思
議
で
神
秘
的
だ
っ
た
。「
手
の
ひ
ら
に
そ
っ

と
の
せ
て
い
た
だ
く
と
、
昔
の
職
人
さ
ん
の
想

い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
し
た
」

　青
く
透
き
と
お
っ
た
ガ
ラ
ス
玉
が
、
千
年
前

の
空
の
色
に
も
見
え
た
。

　ガ
ラ
ス
の
成
分
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
「
和
泉

蜻
蛉
玉
」
の
ガ
ラ
ス
材
料
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と

と
の
思
い
で
瓔
珞
の
制
作
を
成
し
遂
げ
た
。

　復
元
作
業
が
終
わ
り
、
お
寺
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
で
展
示
さ
れ
て
い
る
仏
像
の
瓔
珞
の
説
明
文

に
「
和
泉
蜻
蛉
玉
」
の
文
字
を
見
つ
け
た
。「
父

が
生
き
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
想
い
が
す
る
だ
ろ

う
」。
そ
う
思
っ
た
ら
、
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　平
等
院
の
国
宝
復
元
と
い
う
貴
重
で
得
が
た

い
体
験
。「
千
年
前
に
ガ
ラ
ス
玉
を
作
っ
た
職

人
か
ら
、
伝
統
の
バ
ト
ン
を
渡
さ
れ
た
、
そ
ん

な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
」

　話
し
な
が
ら
、
ふ
と
遠
く
を
見
つ
め
た
。

　そ
の
瞳
に
、
か
つ
て
の
平
安
京
の
青
い
空
が

映
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
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塩浦 信太郎
信太工房主宰／カラクリ作家。博物館や科学
館へのカラクリの貸し出し、ホテルなどから
のオーダーによる作品制作、ほかにデパート
各店での展示販売などを行っている

住
ま
い
の
中
の

機
構
と
し
く
み

↓

↓

↓↓

↓

↓

↓↓

タ
イ
ヤ

発電機

　ブ
ナ
は
「
森
の
女
王
」
と
も
呼
ば
れ
、
世
界
中
に
多
く
の
蓄
積
量
が
あ
る
広
葉

樹
で
す
。
生
命
力
が
強
い
ブ
ナ
は
地
球
の
広
範
囲
に
自
生
し
て
い
ま
し
た
が
、
現

在
密
集
し
て
生
息
す
る
ブ
ナ
林
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
と
ア
メ
リ
カ
東
部
、
そ
し

て
日
本
の
3
地
区
し
か
な
く
、
ド
イ
ツ
で
は
環
境
意
識
の
高
ま
り
か
ら
広
葉
樹
で

あ
る
ブ
ナ
の
復
権
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

　材
木
と
し
て
の
ブ
ナ
は
腐
り
や
す
く
狂
い
も
大
き
い
の
で
、
あ
ま
り
生
活
の
中

に
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
近
年
は
製
材
と
乾
燥
の
技
術
的
進
歩

に
伴
い
、合
板
等
へ
の
接
着
や
加
工
が
可
能
と
な
り
需
要
が
増
え
て
い
ま
す
。ま
た
、

曲
げ
加
工
に
適
し
て
い
る
ブ
ナ
は
、
家
具
の
脚
な
ど
に
も
好
ま
れ
、
輸
入
材
の
ブ

ナ
は
「
ビ
ー
チ
」
と
呼
ば
れ
て
日
本
各
地
で
取
引
さ
れ
て
い
ま
す
。

監
修

　石
塚
典
男
（
木
香
家
）

ブ
ナ
（
椈
・
橅
）

気になる木のはなし気になる木のはなし 6
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す
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た
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曲
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加
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に
適
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好
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の
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ま
す
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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

小
さ
な
か
ら
だ
に

う
ま
み
が
凝
縮

ミ
ニ
白
菜

片
手
サ
イ
ズ
が
か
わ
い
い
、
ミ
ニ
白
菜
。

大
き
な
白
菜
に
比
べ
て
緑
の
部
分
が
多
く

青
菜
ら
し
い
風
味
が
際
立
ち
ま
す
。

お
す
す
め
は
、「
焼
き
」。

丸
ご
と
を
縦
半
分
に
し
た
切
り
口
を
下
に
、

フ
ラ
イ
パ
ン
へ
。

焦
げ
目
が
つ
く
ま
で
、
強
火
で
焼
き
ま
す
。

オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
と
塩
を
振
り
入
れ
た
ら

蓋
を
し
て
、
蒸
し
焼
き
に
。

そ
の
ま
ま
、
ざ
っ
く
り
と
切
っ
て

食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

凝
縮
し
た
う
ま
み
を
楽
し
め
ま
す
。

そ
し
て
暖
か
く
な
る
こ
ろ
、
畑
に
顔
を
出
す

黄
色
い
菜
花
た
ち
。

華
や
か
な
甘
さ
と
香
り
が
特
徴
で
す
。

ぜ
ひ
生
で
食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

サ
ラ
ダ
に
加
え
る
と
、

食
卓
が
ぱ
っ
と
春
め
い
て
み
え
ま
す
よ
。

このたび「広島営業所・C/Dセンター」として生まれ変わった本営業所。従来の営業所とし

ての機能だけでなく、在庫・物流拠点としての役割も新たに担うこととなりました。

西日本に物流拠点を構えることは、アトムにとって初の試み。今後はより一層、迅速にサー

ビスをお届けいたします。また、在庫・物流の拠点が東西2か所に分かれることにより、万

が一災害が発生した際のリスク軽減も期待されています。

アトムは、新しい時代にも寄り添いながら、皆さまにご満足いただけるサービスの維持向

上に努めて参ります。生まれ変わった広島営業所・C/Dセンターに、ぜひご期待ください !

おかげさまで、広島営業所・C/Dセンター

の営業を無事スタートいたしました。ひと

えに皆さま方のご尽力あっての賜物と存じ

ます。所員一同、心より感謝申し上げます。

西日本で唯一の在庫・物流拠点としてお客

さまへのよりよいサポートを提供すること

をお約束し、全国の皆さまに愛される営業

所となるよう一層努力して参ります。

今後とも変わらぬご愛顧、ご支援のほど、

何卒よろしくお願い申し上げます。

ベジタブルアトリエ

photo by 吉田周平　文 島仲こすも

広島営業所が、新しく
生まれ変わりました!

A T O M  I n f o r m a t i o n

アトムリビンテック 広島営業所・C ／Dセンターが、令和元年10月21日

より営業を開始しました。アトムの新たな西の拠点として、より質の高

いサービス提供に貢献します。

広島営業所・C/Dセンター

48 新たにフォークリフトを導入し
商品を入出荷します

2 4階～ 6階の倉庫フロア。今後の
在庫・物流拠点の要となります

移転作業中に見つかった
広島連絡所時代の看板。
歴史を感じます

冷たい麺と辛いスープが特徴の「広島つけ麺」（左）と
むすび むさしの「むすび」（右）は絶品です

所員一同、
気持ちも新たに
顧客満足に
努めます

作業所ではひとつずつ商品の検品を行っています明るく開放的な事務所フロア

所長 濵田幸一
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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
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食べられないような野菜を、食卓にも」を基本理念として活動中。同県千葉市
には、とれたて野菜を味わうことのできる「キレドベジタブルアトリエ」も。

キレドベジタブルアトリエ
千葉県千葉市若葉区小倉台 5 -13- 4-1F　
www.kiredo.com
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縮
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イ
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。
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大倉山の山頂には、エーゲ海で栄えたクレタ・ミケーネ文明の建築様式と東洋の意匠を融合させた白亜の館が堂々とそびえ立っている

2階にあるギャラリー（回廊）は、かつて
坐禅道場として修養の場だった

プレ・ヘレニック様式の特徴のひとつで
ある裾細りになった白い円柱がならぶ

ぺディメントの中央には一対の鳳凰が左右から八稜鏡
を守護するデザインのレリーフが施されている

吹き抜けになっている「心の間」
と呼ばれるエントランスホール。
見上げれば色ガラスの窓から黄
金色の光が降りそそぎ、荘厳な
雰囲気につつまれる

こ
の
建
物
は
、
実
業
家
で
後
に
東
洋
大
学
学
長
を
務
め
た
大
倉
邦
彦
に
よ
っ
て
、
昭
和
七

（
一
九
三
二
）
年
、「
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
」
の
本
館
と
し
て
創
建
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
横

浜
市
が
寄
贈
を
受
け
、
建
物
の
保
存
を
図
る
と
と
も
に
市
民
利
用
の
た
め
の
改
修
が
施
さ

れ
、
昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年
、「
横
浜
市
大
倉
山
記
念
館
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
に
は
、
近
代
建
築
史
上
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
建
物
と
認
め
ら
れ
、

横
浜
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
・
横
浜
市
大
倉
山
記
念
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

の
設
計
者
は
、
長
野
宇
平
治
。
東
京
駅
丸
の
内

駅
舎
を
設
計
し
た
近
代
建
築
の
父
、
辰
野
金
吾

の
弟
子
と
し
て
知
ら
れ
、
日
本
銀
行
の
増
改
築

を
は
じ
め
、
全
国
各
地
の
銀
行
な
ど
重
厚
で
格

調
高
い
建
築
を
数
多
く
手
が
け
た
。

　注
目
す
べ
き
は
、
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
に
レ
リ
ー

フ
さ
れ
た
東
洋
的
なは

八ち
り

稜ょ
う

鏡き
ょ
うと

鳳
凰
の
彫
刻
で

あ
る
。
建
物
を
「
プ
レ
・
ヘ
レ
ニ
ッ
ク
様
式
」

で
統
一
的
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
と
も
に
「
東
西

文
化
の
融
合
」
を
掲
げ
た
大
倉
の
想
い
に
共
鳴

し
、
部
分
的
に
東
洋
の
意
匠
を
採
り
い
れ
た
独

特
の
様
式
美
を
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

理
想
と
す
る
人
間
像
の
形

　大
倉
は
社
会
に
貢
献
で
き
る
立
派
な
人
物
を

育
て
た
い
と
願
い
、
伝
統
文
化
を
学
び
、
心
を

東
西
文
化
融
合
の
様
式
美

　東
急
東
横
線
「
大
倉
山
」
駅
を
降
り
て
「
記

念
館
坂
」
と
い
う
名
の
坂
道
を
た
ど
る
。
息
が

切
れ
る
ほ
ど
の
急
坂
を
上
り
き
り
、
さ
ら
に
石

段
を
あ
が
る
と
、
壮
麗
な
館
が
姿
を
見
せ
る
。

ま
る
で
ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
の
よ
う
な
建
築
美
を

誇
る
佇
ま
い
だ
。

　エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
は
、
下
に
向
か
っ
て
細
く

な
る
形
の
円
柱
が
な
ら
び
、
破
風
や
壁
面
に
は

円
盤
列
や
螺
旋
、
花
を
模
し
た
ロ
ゼ
ッ
ト
模
様

な
ど
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　こ
れ
ら
の
意
匠
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
明
よ

り
古
く
エ
ー
ゲ
海
で
栄
え
た
ク
レ
タ
・
ミ
ケ
ー

ネ
文
明
の
建
築
様
式
を
採
用
し
た
も
の
。「
プ

レ
・
ヘ
レ
ニ
ッ
ク
様
式
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　実
業
家
・
大
倉
邦
彦
が
創
建
し
た
こ
の
建
物

バ
ラ
ン
ス
よ
く
備
え
た
人
間
を
育
て
た
い
、
そ

ん
な
想
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　玄
関
の
扉
を
開
け
る
と
、
色
ガ
ラ
ス
の
窓
か

ら
黄
金
色
の
光
が
降
り
そ
そ
ぐ
。

　壁
や
階
段
は
石
川
県
小
松
産
の
凝
灰
岩
「
千

歳
石
」
で
、
独
特
の
風
合
い
が
重
厚
な
雰
囲
気

を
醸
し
だ
す
。

　吹
き
抜
け
に
な
っ
た
上
階
部
分
の
壁
面
に
は

テ
ラ
コ
ッ
タ
の
獅
子
と
鷲
の
像
が
八
体
ず
つ
計

十
六
体
。
獅
子
は
百
獣
の
王
、
鷲
も
鳥
類
の
王

と
し
て
「
神
の
化
身
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

が
異
な
る
方
向
を
向
い
て
い
て
、
見
上
げ
れ
ば

ど
れ
か
ひ
と
つ
と
目
が
合
う
よ
う
に
設
計
さ
れ

て
い
る
。

　人
間
の
行
な
い
は
神
仏
が
必
ず
見
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
邪
悪
や
欺
瞞
に
染
ま
ら
ず
、
つ
ね

に
正
し
い
心
を
保
っ
て
生
き
な
さ
い
、
と
い
う

教
え
な
の
で
あ
る
。

　
宗
教
講
話
や
儀
式
と
礼
拝

「
心
の
間
」
と
呼
ぶ
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
か

ら
、
三
階
の
殿
堂
（
現
ホ
ー
ル
）
へ
と
階
段
を

上
る
。

　中
に
足
を
踏
み
い
れ
れ
ば
一
瞬
に
し
て
厳
か

な
空
気
に
つ
つ
ま
れ
る
。
か
つ
て
は
信
仰
・
修

養
の
場
と
し
て
宗
教
的
な
講
話
や
儀
式
、
礼
拝

な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　天
井
を
支
え
る
木
製
の
柱
は
ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮

殿
の
円
柱
を
模
し
て
い
て
、
柱
上
部
に
は
日
本

建
築
の
「
斗と

き

栱ょ
う

」
に
似
た
組
物
が
載
っ
て
い
る
。

「
斗
栱
」
と
は
、
梁
や
桁
に
か
か
る
上
部
の
荷

重
を
、
集
中
し
て
柱
に
伝
え
る
役
目
を
も
つ
。

お
も
に
木
造
の
寺
社
建
築
に
見
ら
れ
、
構
造
と

装
飾
を
兼
ね
た
造
形
上
の
特
色
が
あ
る
。
こ
こ

に
も
西
洋
と
東
洋
の
文
化
の
見
事
な
融
合
が
感

じ
ら
れ
る
。

　さ
ら
に
目
を
引
く
の
は
、
幾
何
学
模
様
の
よ

う
な
八
角
形
を
描
く
天
井
の
木
組
み
で
あ
る
。

八
角
形
は
風
水
で
い
う
「
陰
と
陽
」
を
合
わ
せ

た
形
で
「
宇
宙
」
を
指
す
と
も
い
わ
れ
る
。

　ま
た
仏
教
で
も
「
八
」
は
特
別
な
数
字
で
あ

り
、
釈
迦
が
入
滅
し
た
後
、
周
辺
の
王
た
ち
に

舎
利
が
八
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で

祀
ら
れ
た
と
い
う
。
仏
の
教
え
が
八
方
へ
広
が

り
伝
わ
る
こ
と
を
表
す
数
字
な
の
だ
。

　文
献
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
八
角
形
の

天
井
の
意
匠
に
は
、
そ
ん
な
意
味
も
含
ま
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

ち

り

ま

ん

だ

ら

地
理
曼
荼
羅
の
庭
園
世
界

　現
在
、
館
内
の
各
施
設
は
、
小
規
模
な
音
楽

会
を
は
じ
め
、
講
演
会
、
研
修
会
、
会
議
な
ど

に
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
映
画
や
テ
レ
ビ
、

C
M
の
ロ
ケ
地
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　か
つ
て
の
大
倉
山
は
静
か
な
田
園
地
帯
で
あ

っ
た
。
騒
が
し
い
都
会
を
離
れ
、
心
静
か
に
研

ギ
リ
シ
ャ
神
殿
を
思
わ
せ
る

壮
麗
な
建
築
美

究
や
修
養
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
し

て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　大
倉
自
身
も
こ
の
地
で
研
究
活
動
や
修
養
会
、

坐
禅
会
な
ど
の
指
導
を
積
極
的
に
行
な
っ
た
。

時
間
が
で
き
る
と
作
業
服
に
着
替
え
、
研
究
所

の
周
り
の
草
取
り
を
し
て
い
た
と
い
う
。

　じ
つ
は
竣
工
当
時
、
建
物
の
前
庭
の
一
角
に

日
本
列
島
の
形
に
芝
を
張
り
、
松
の
木
を
植
え
、

そ
の
周
り
に
砂
利
を
敷
き
つ
め
て
、「
地
理
曼
荼

羅
」
と
呼
ん
だ
庭
園
が
あ
っ
た
。

　大
倉
は
、
建
物
を
人
間
に
見
立
て
た
だ
け
で

な
く
、「
地
理
曼
荼
羅
」
で
日
本
を
、
大
倉
山
全

体
を
地
球
と
し
、
す
べ
て
が
一
体
で
あ
る
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
人
を
育
て
る
こ
と
で
日
本
を

良
く
し
、
大
倉
山
の
地
か
ら
世
界
を
良
く
し
よ

う
と
い
う
理
想
を
描
い
た
の
だ
。

　横
浜
市
大
倉
山
記
念
館
は
、
そ
の
理
想
を
い

ま
も
世
界
に
向
け
て
発
信
し
つ
づ
け
て
い
る
。

鍛
え
る
場
所
と
し
て「
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
」

を
設
立
し
た
。

　研
究
所
に
は
各
分
野
に
秀
で
た
研
究
者
を
集

め
て
学
術
研
究
を
進
め
る
と
と
も
に
、
精
神
文

化
に
関
す
る
国
内
外
の
書
籍
をし

蒐ゅ
う

集し
ゅ
うし

て
附
属

図
書
館
を
開
設
。
広
く
一
般
の
人
々
に
も
研
究

所
を
開
放
し
、
坐
禅
会
や
修
養
会
な
ど
も
開
催

し
た
。

　じ
つ
は
こ
の
建
物
全
体
が
大
倉
の
思
想
を
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
現
し
、
彼
が
理
想
と
す
る
人

間
像
を
形
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　建
物
の
中
央
館
と
殿
堂
（
現
ホ
ー
ル
）、
回
廊

（
現
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
が
「
心
」
に
見
立
て
ら
れ
、

そ
れ
を
囲
む
図
書
館
や
研
究
室
の
あ
る
東
館
・

西
館
が
「
知
性
」
を
表
現
し
て
い
る
。
頭
で
っ

か
ち
で
は
な
く
「
心
」
と
「
知
性
」
の
両
方
を
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大倉山の山頂には、エーゲ海で栄えたクレタ・ミケーネ文明の建築様式と東洋の意匠を融合させた白亜の館が堂々とそびえ立っている

2階にあるギャラリー（回廊）は、かつて
坐禅道場として修養の場だった

プレ・ヘレニック様式の特徴のひとつで
ある裾細りになった白い円柱がならぶ

ぺディメントの中央には一対の鳳凰が左右から八稜鏡
を守護するデザインのレリーフが施されている

吹き抜けになっている「心の間」
と呼ばれるエントランスホール。
見上げれば色ガラスの窓から黄
金色の光が降りそそぎ、荘厳な
雰囲気につつまれる

こ
の
建
物
は
、
実
業
家
で
後
に
東
洋
大
学
学
長
を
務
め
た
大
倉
邦
彦
に
よ
っ
て
、
昭
和
七

（
一
九
三
二
）
年
、「
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
」
の
本
館
と
し
て
創
建
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
横

浜
市
が
寄
贈
を
受
け
、
建
物
の
保
存
を
図
る
と
と
も
に
市
民
利
用
の
た
め
の
改
修
が
施
さ

れ
、
昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年
、「
横
浜
市
大
倉
山
記
念
館
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
に
は
、
近
代
建
築
史
上
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
建
物
と
認
め
ら
れ
、

横
浜
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
・
横
浜
市
大
倉
山
記
念
館

取
材
・
文

　倉
田
ひ
さ
し

　撮
影

　大
垣
善
昭

の
設
計
者
は
、
長
野
宇
平
治
。
東
京
駅
丸
の
内

駅
舎
を
設
計
し
た
近
代
建
築
の
父
、
辰
野
金
吾

の
弟
子
と
し
て
知
ら
れ
、
日
本
銀
行
の
増
改
築

を
は
じ
め
、
全
国
各
地
の
銀
行
な
ど
重
厚
で
格

調
高
い
建
築
を
数
多
く
手
が
け
た
。

　注
目
す
べ
き
は
、
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
に
レ
リ
ー

フ
さ
れ
た
東
洋
的
なは

八ち
り

稜ょ
う

鏡き
ょ
うと

鳳
凰
の
彫
刻
で

あ
る
。
建
物
を
「
プ
レ
・
ヘ
レ
ニ
ッ
ク
様
式
」

で
統
一
的
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
と
も
に
「
東
西

文
化
の
融
合
」
を
掲
げ
た
大
倉
の
想
い
に
共
鳴

し
、
部
分
的
に
東
洋
の
意
匠
を
採
り
い
れ
た
独

特
の
様
式
美
を
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

理
想
と
す
る
人
間
像
の
形

　大
倉
は
社
会
に
貢
献
で
き
る
立
派
な
人
物
を

育
て
た
い
と
願
い
、
伝
統
文
化
を
学
び
、
心
を

東
西
文
化
融
合
の
様
式
美

　東
急
東
横
線
「
大
倉
山
」
駅
を
降
り
て
「
記

念
館
坂
」
と
い
う
名
の
坂
道
を
た
ど
る
。
息
が

切
れ
る
ほ
ど
の
急
坂
を
上
り
き
り
、
さ
ら
に
石

段
を
あ
が
る
と
、
壮
麗
な
館
が
姿
を
見
せ
る
。

ま
る
で
ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
の
よ
う
な
建
築
美
を

誇
る
佇
ま
い
だ
。

　エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
は
、
下
に
向
か
っ
て
細
く

な
る
形
の
円
柱
が
な
ら
び
、
破
風
や
壁
面
に
は

円
盤
列
や
螺
旋
、
花
を
模
し
た
ロ
ゼ
ッ
ト
模
様

な
ど
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　こ
れ
ら
の
意
匠
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
明
よ

り
古
く
エ
ー
ゲ
海
で
栄
え
た
ク
レ
タ
・
ミ
ケ
ー

ネ
文
明
の
建
築
様
式
を
採
用
し
た
も
の
。「
プ

レ
・
ヘ
レ
ニ
ッ
ク
様
式
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　実
業
家
・
大
倉
邦
彦
が
創
建
し
た
こ
の
建
物

バ
ラ
ン
ス
よ
く
備
え
た
人
間
を
育
て
た
い
、
そ

ん
な
想
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　玄
関
の
扉
を
開
け
る
と
、
色
ガ
ラ
ス
の
窓
か

ら
黄
金
色
の
光
が
降
り
そ
そ
ぐ
。

　壁
や
階
段
は
石
川
県
小
松
産
の
凝
灰
岩
「
千

歳
石
」
で
、
独
特
の
風
合
い
が
重
厚
な
雰
囲
気

を
醸
し
だ
す
。

　吹
き
抜
け
に
な
っ
た
上
階
部
分
の
壁
面
に
は

テ
ラ
コ
ッ
タ
の
獅
子
と
鷲
の
像
が
八
体
ず
つ
計

十
六
体
。
獅
子
は
百
獣
の
王
、
鷲
も
鳥
類
の
王

と
し
て
「
神
の
化
身
」
と
さ
れ
る
。
そ
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ぞ
れ

が
異
な
る
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て
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ど
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か
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と
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う
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う
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設
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れ

て
い
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。
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神
仏
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必
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て
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こ
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邪
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や
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に
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ま
ら
ず
、
つ
ね

に
正
し
い
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を
保
っ
て
生
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な
さ
い
、
と
い
う

教
え
な
の
で
あ
る
。

　
宗
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講
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や
儀
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と
礼
拝

「
心
の
間
」
と
呼
ぶ
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
か

ら
、
三
階
の
殿
堂
（
現
ホ
ー
ル
）
へ
と
階
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を

上
る
。

　中
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踏
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一
瞬
に
し
て
厳
か
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空
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に
つ
つ
ま
れ
る
。
か
つ
て
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信
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修

養
の
場
と
し
て
宗
教
的
な
講
話
や
儀
式
、
礼
拝

な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　天
井
を
支
え
る
木
製
の
柱
は
ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮

殿
の
円
柱
を
模
し
て
い
て
、
柱
上
部
に
は
日
本

建
築
の
「
斗と

き

栱ょ
う

」
に
似
た
組
物
が
載
っ
て
い
る
。

「
斗
栱
」
と
は
、
梁
や
桁
に
か
か
る
上
部
の
荷

重
を
、
集
中
し
て
柱
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伝
え
る
役
目
を
も
つ
。
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建
築
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造
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上
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が
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る
。
こ
こ

に
も
西
洋
と
東
洋
の
文
化
の
見
事
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合
が
感

じ
ら
れ
る
。
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の
は
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幾
何
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模
様
の
よ

う
な
八
角
形
を
描
く
天
井
の
木
組
み
で
あ
る
。

八
角
形
は
風
水
で
い
う
「
陰
と
陽
」
を
合
わ
せ

た
形
で
「
宇
宙
」
を
指
す
と
も
い
わ
れ
る
。

　ま
た
仏
教
で
も
「
八
」
は
特
別
な
数
字
で
あ

り
、
釈
迦
が
入
滅
し
た
後
、
周
辺
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王
た
ち
に

舎
利
が
八
つ
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分
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れ
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そ
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れ
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祀
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れ
た
と
い
う
。
仏
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教
え
が
八
方
へ
広
が

り
伝
わ
る
こ
と
を
表
す
数
字
な
の
だ
。

　文
献
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
八
角
形
の

天
井
の
意
匠
に
は
、
そ
ん
な
意
味
も
含
ま
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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ま
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地
理
曼
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界
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ど
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さ
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C
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。
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っ
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研

ギ
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ャ
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壮
麗
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建
築
美

究
や
修
養
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
し

て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　大
倉
自
身
も
こ
の
地
で
研
究
活
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や
修
養
会
、

坐
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会
な
ど
の
指
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を
積
極
的
に
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な
っ
た
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。
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植
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地
理
曼
荼
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っ
た
。
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倉
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た
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、「
地
理
曼
荼
羅
」
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日
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を
、
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倉
山
全
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し
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あ
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と
考

え
た
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で
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る
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て
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で
日
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を
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し
、
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倉
山
の
地
か
ら
世
界
を
良
く
し
よ

う
と
い
う
理
想
を
描
い
た
の
だ
。
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浜
市
大
倉
山
記
念
館
は
、
そ
の
理
想
を
い

ま
も
世
界
に
向
け
て
発
信
し
つ
づ
け
て
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る
。
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え
る
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と
し
て「
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倉
精
神
文
化
研
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所
」

を
設
立
し
た
。
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に
は
各
分
野
に
秀
で
た
研
究
者
を
集

め
て
学
術
研
究
を
進
め
る
と
と
も
に
、
精
神
文

化
に
関
す
る
国
内
外
の
書
籍
をし

蒐ゅ
う

集し
ゅ
うし

て
附
属

図
書
館
を
開
設
。
広
く
一
般
の
人
々
に
も
研
究

所
を
開
放
し
、
坐
禅
会
や
修
養
会
な
ど
も
開
催

し
た
。

　じ
つ
は
こ
の
建
物
全
体
が
大
倉
の
思
想
を
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
現
し
、
彼
が
理
想
と
す
る
人

間
像
を
形
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　建
物
の
中
央
館
と
殿
堂
（
現
ホ
ー
ル
）、
回
廊

（
現
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
が
「
心
」
に
見
立
て
ら
れ
、

そ
れ
を
囲
む
図
書
館
や
研
究
室
の
あ
る
東
館
・

西
館
が
「
知
性
」
を
表
現
し
て
い
る
。
頭
で
っ

か
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は
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現在の第5集会室。かつてはお客さまを迎える貴賓室・応接室として使われた 山形文様が彫刻され独特の風合いの凝灰岩「千歳石」を使った階段エントランスホールの上部にある粘土を素焼きにして作った獅子と鷲のテラコッタ像

アトム の 視 点

館内を歩いていたら、素敵な窓用金物を見つけまし
た。ひとつは集会室の「上げ下げ窓」の下部に設置
された「窓締り金物」で、オウムの

く

嘴
ちばし

のような形です。
似たようなもので「小窓締り」という金具がありま
すが、こちらは記念館の特注による金具だと思われ
ます。もうひとつは、階段の踊り場にある「外開き
窓」のサイド部分にある「カムラッチハンドル」です。
いずれも竣工当時のものではありませんが、できる
だけオリジナルに近いものを使いつづけているそ
うです。「東西文化の融合」をめざした設計者の細
部へのこだわりが感じられますね。

天井の木組みが印象的なホール。
現在はコンサートや講演会など
で使用されているが、かつては宗
教的な儀式や礼拝などが行なわ
れた殿堂（神殿）であった

I N F O R M A T I O N

の
設
計
者
は
、
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野
宇
平
治
。
東
京
駅
丸
の
内

駅
舎
を
設
計
し
た
近
代
建
築
の
父
、
辰
野
金
吾

の
弟
子
と
し
て
知
ら
れ
、
日
本
銀
行
の
増
改
築

を
は
じ
め
、
全
国
各
地
の
銀
行
な
ど
重
厚
で
格

調
高
い
建
築
を
数
多
く
手
が
け
た
。

　注
目
す
べ
き
は
、
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
に
レ
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ー

フ
さ
れ
た
東
洋
的
なは

八ち
り

稜ょ
う
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ょ
うと

鳳
凰
の
彫
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で

あ
る
。
建
物
を
「
プ
レ
・
ヘ
レ
ニ
ッ
ク
様
式
」

で
統
一
的
に
デ
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ン
す
る
と
と
も
に
「
東
西

文
化
の
融
合
」
を
掲
げ
た
大
倉
の
想
い
に
共
鳴

し
、
部
分
的
に
東
洋
の
意
匠
を
採
り
い
れ
た
独

特
の
様
式
美
を
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

理
想
と
す
る
人
間
像
の
形

　大
倉
は
社
会
に
貢
献
で
き
る
立
派
な
人
物
を

育
て
た
い
と
願
い
、
伝
統
文
化
を
学
び
、
心
を

東
西
文
化
融
合
の
様
式
美

　東
急
東
横
線
「
大
倉
山
」
駅
を
降
り
て
「
記

念
館
坂
」
と
い
う
名
の
坂
道
を
た
ど
る
。
息
が

切
れ
る
ほ
ど
の
急
坂
を
上
り
き
り
、
さ
ら
に
石

段
を
あ
が
る
と
、
壮
麗
な
館
が
姿
を
見
せ
る
。

ま
る
で
ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
の
よ
う
な
建
築
美
を

誇
る
佇
ま
い
だ
。

　エ
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ト
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ス
に
は
、
下
に
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か
っ
て
細
く

な
る
形
の
円
柱
が
な
ら
び
、
破
風
や
壁
面
に
は

円
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列
や
螺
旋
、
花
を
模
し
た
ロ
ゼ
ッ
ト
模
様

な
ど
が
配
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れ
て
い
る
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れ
ら
の
意
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は
、
古
代
ギ
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シ
ャ
文
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よ
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古
く
エ
ー
ゲ
海
で
栄
え
た
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レ
タ
・
ミ
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ネ
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明
の
建
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様
式
を
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た
も
の
。「
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様
式
」
と
呼
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て
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る
。

　実
業
家
・
大
倉
邦
彦
が
創
建
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た
こ
の
建
物

バ
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ン
ス
よ
く
備
え
た
人
間
を
育
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た
い
、
そ
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な
想
い
が
こ
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る
の
だ
。
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の
扉
を
開
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る
と
、
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ス
の
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黄
金
色
の
光
が
降
り
そ
そ
ぐ
。

　壁
や
階
段
は
石
川
県
小
松
産
の
凝
灰
岩
「
千

歳
石
」
で
、
独
特
の
風
合
い
が
重
厚
な
雰
囲
気

を
醸
し
だ
す
。

　吹
き
抜
け
に
な
っ
た
上
階
部
分
の
壁
面
に
は

テ
ラ
コ
ッ
タ
の
獅
子
と
鷲
の
像
が
八
体
ず
つ
計

十
六
体
。
獅
子
は
百
獣
の
王
、
鷲
も
鳥
類
の
王

と
し
て
「
神
の
化
身
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

が
異
な
る
方
向
を
向
い
て
い
て
、
見
上
げ
れ
ば

ど
れ
か
ひ
と
つ
と
目
が
合
う
よ
う
に
設
計
さ
れ

て
い
る
。

　人
間
の
行
な
い
は
神
仏
が
必
ず
見
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
邪
悪
や
欺
瞞
に
染
ま
ら
ず
、
つ
ね

に
正
し
い
心
を
保
っ
て
生
き
な
さ
い
、
と
い
う

教
え
な
の
で
あ
る
。

　
宗
教
講
話
や
儀
式
と
礼
拝

「
心
の
間
」
と
呼
ぶ
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
か

ら
、
三
階
の
殿
堂
（
現
ホ
ー
ル
）
へ
と
階
段
を

上
る
。

　中
に
足
を
踏
み
い
れ
れ
ば
一
瞬
に
し
て
厳
か

な
空
気
に
つ
つ
ま
れ
る
。
か
つ
て
は
信
仰
・
修

養
の
場
と
し
て
宗
教
的
な
講
話
や
儀
式
、
礼
拝

な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　天
井
を
支
え
る
木
製
の
柱
は
ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮

殿
の
円
柱
を
模
し
て
い
て
、
柱
上
部
に
は
日
本

建
築
の
「
斗と

き

栱ょ
う

」
に
似
た
組
物
が
載
っ
て
い
る
。

「
斗
栱
」
と
は
、
梁
や
桁
に
か
か
る
上
部
の
荷

重
を
、
集
中
し
て
柱
に
伝
え
る
役
目
を
も
つ
。

お
も
に
木
造
の
寺
社
建
築
に
見
ら
れ
、
構
造
と

装
飾
を
兼
ね
た
造
形
上
の
特
色
が
あ
る
。
こ
こ

に
も
西
洋
と
東
洋
の
文
化
の
見
事
な
融
合
が
感

じ
ら
れ
る
。

　さ
ら
に
目
を
引
く
の
は
、
幾
何
学
模
様
の
よ

う
な
八
角
形
を
描
く
天
井
の
木
組
み
で
あ
る
。

八
角
形
は
風
水
で
い
う
「
陰
と
陽
」
を
合
わ
せ

た
形
で
「
宇
宙
」
を
指
す
と
も
い
わ
れ
る
。

　ま
た
仏
教
で
も
「
八
」
は
特
別
な
数
字
で
あ

り
、
釈
迦
が
入
滅
し
た
後
、
周
辺
の
王
た
ち
に

舎
利
が
八
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で

祀
ら
れ
た
と
い
う
。
仏
の
教
え
が
八
方
へ
広
が

り
伝
わ
る
こ
と
を
表
す
数
字
な
の
だ
。

　文
献
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
八
角
形
の

天
井
の
意
匠
に
は
、
そ
ん
な
意
味
も
含
ま
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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　現
在
、
館
内
の
各
施
設
は
、
小
規
模
な
音
楽

会
を
は
じ
め
、
講
演
会
、
研
修
会
、
会
議
な
ど

に
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
映
画
や
テ
レ
ビ
、

C
M
の
ロ
ケ
地
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　か
つ
て
の
大
倉
山
は
静
か
な
田
園
地
帯
で
あ

っ
た
。
騒
が
し
い
都
会
を
離
れ
、
心
静
か
に
研
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究
や
修
養
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
し

て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　大
倉
自
身
も
こ
の
地
で
研
究
活
動
や
修
養
会
、

坐
禅
会
な
ど
の
指
導
を
積
極
的
に
行
な
っ
た
。

時
間
が
で
き
る
と
作
業
服
に
着
替
え
、
研
究
所

の
周
り
の
草
取
り
を
し
て
い
た
と
い
う
。

　じ
つ
は
竣
工
当
時
、
建
物
の
前
庭
の
一
角
に

日
本
列
島
の
形
に
芝
を
張
り
、
松
の
木
を
植
え
、

そ
の
周
り
に
砂
利
を
敷
き
つ
め
て
、「
地
理
曼
荼

羅
」
と
呼
ん
だ
庭
園
が
あ
っ
た
。

　大
倉
は
、
建
物
を
人
間
に
見
立
て
た
だ
け
で

な
く
、「
地
理
曼
荼
羅
」
で
日
本
を
、
大
倉
山
全

体
を
地
球
と
し
、
す
べ
て
が
一
体
で
あ
る
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
人
を
育
て
る
こ
と
で
日
本
を

良
く
し
、
大
倉
山
の
地
か
ら
世
界
を
良
く
し
よ

う
と
い
う
理
想
を
描
い
た
の
だ
。

　横
浜
市
大
倉
山
記
念
館
は
、
そ
の
理
想
を
い

ま
も
世
界
に
向
け
て
発
信
し
つ
づ
け
て
い
る
。

鍛
え
る
場
所
と
し
て「
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
」

を
設
立
し
た
。

　研
究
所
に
は
各
分
野
に
秀
で
た
研
究
者
を
集

め
て
学
術
研
究
を
進
め
る
と
と
も
に
、
精
神
文

化
に
関
す
る
国
内
外
の
書
籍
をし

蒐ゅ
う

集し
ゅ
うし

て
附
属

図
書
館
を
開
設
。
広
く
一
般
の
人
々
に
も
研
究

所
を
開
放
し
、
坐
禅
会
や
修
養
会
な
ど
も
開
催

し
た
。

　じ
つ
は
こ
の
建
物
全
体
が
大
倉
の
思
想
を
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
現
し
、
彼
が
理
想
と
す
る
人

間
像
を
形
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　建
物
の
中
央
館
と
殿
堂
（
現
ホ
ー
ル
）、
回
廊

（
現
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
が
「
心
」
に
見
立
て
ら
れ
、

そ
れ
を
囲
む
図
書
館
や
研
究
室
の
あ
る
東
館
・

西
館
が
「
知
性
」
を
表
現
し
て
い
る
。
頭
で
っ

か
ち
で
は
な
く
「
心
」
と
「
知
性
」
の
両
方
を
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で使用されているが、かつては宗
教的な儀式や礼拝などが行なわ
れた殿堂（神殿）であった

I N F O R M A T I O N

の
設
計
者
は
、
長
野
宇
平
治
。
東
京
駅
丸
の
内

駅
舎
を
設
計
し
た
近
代
建
築
の
父
、
辰
野
金
吾

の
弟
子
と
し
て
知
ら
れ
、
日
本
銀
行
の
増
改
築

を
は
じ
め
、
全
国
各
地
の
銀
行
な
ど
重
厚
で
格

調
高
い
建
築
を
数
多
く
手
が
け
た
。

　注
目
す
べ
き
は
、
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
に
レ
リ
ー

フ
さ
れ
た
東
洋
的
なは

八ち
り

稜ょ
う

鏡き
ょ
うと

鳳
凰
の
彫
刻
で

あ
る
。
建
物
を
「
プ
レ
・
ヘ
レ
ニ
ッ
ク
様
式
」

で
統
一
的
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
と
も
に
「
東
西

文
化
の
融
合
」
を
掲
げ
た
大
倉
の
想
い
に
共
鳴

し
、
部
分
的
に
東
洋
の
意
匠
を
採
り
い
れ
た
独

特
の
様
式
美
を
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

理
想
と
す
る
人
間
像
の
形

　大
倉
は
社
会
に
貢
献
で
き
る
立
派
な
人
物
を

育
て
た
い
と
願
い
、
伝
統
文
化
を
学
び
、
心
を

東
西
文
化
融
合
の
様
式
美
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東
横
線
「
大
倉
山
」
駅
を
降
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「
記

念
館
坂
」
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い
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名
の
坂
道
を
た
ど
る
。
息
が
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れ
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ど
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急
坂
を
上
り
き
り
、
さ
ら
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石

段
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あ
が
る
と
、
壮
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館
が
姿
を
見
せ
る
。

ま
る
で
ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
の
よ
う
な
建
築
美
を

誇
る
佇
ま
い
だ
。

　エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
は
、
下
に
向
か
っ
て
細
く

な
る
形
の
円
柱
が
な
ら
び
、
破
風
や
壁
面
に
は

円
盤
列
や
螺
旋
、
花
を
模
し
た
ロ
ゼ
ッ
ト
模
様

な
ど
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　こ
れ
ら
の
意
匠
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
明
よ

り
古
く
エ
ー
ゲ
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栄
え
た
ク
レ
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・
ミ
ケ
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ネ
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建
築
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。

　実
業
家
・
大
倉
邦
彦
が
創
建
し
た
こ
の
建
物

バ
ラ
ン
ス
よ
く
備
え
た
人
間
を
育
て
た
い
、
そ

ん
な
想
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　玄
関
の
扉
を
開
け
る
と
、
色
ガ
ラ
ス
の
窓
か

ら
黄
金
色
の
光
が
降
り
そ
そ
ぐ
。

　壁
や
階
段
は
石
川
県
小
松
産
の
凝
灰
岩
「
千

歳
石
」
で
、
独
特
の
風
合
い
が
重
厚
な
雰
囲
気

を
醸
し
だ
す
。

　吹
き
抜
け
に
な
っ
た
上
階
部
分
の
壁
面
に
は

テ
ラ
コ
ッ
タ
の
獅
子
と
鷲
の
像
が
八
体
ず
つ
計

十
六
体
。
獅
子
は
百
獣
の
王
、
鷲
も
鳥
類
の
王

と
し
て
「
神
の
化
身
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

が
異
な
る
方
向
を
向
い
て
い
て
、
見
上
げ
れ
ば

ど
れ
か
ひ
と
つ
と
目
が
合
う
よ
う
に
設
計
さ
れ

て
い
る
。

　人
間
の
行
な
い
は
神
仏
が
必
ず
見
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
邪
悪
や
欺
瞞
に
染
ま
ら
ず
、
つ
ね

に
正
し
い
心
を
保
っ
て
生
き
な
さ
い
、
と
い
う

教
え
な
の
で
あ
る
。

　
宗
教
講
話
や
儀
式
と
礼
拝

「
心
の
間
」
と
呼
ぶ
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
か

ら
、
三
階
の
殿
堂
（
現
ホ
ー
ル
）
へ
と
階
段
を

上
る
。

　中
に
足
を
踏
み
い
れ
れ
ば
一
瞬
に
し
て
厳
か

な
空
気
に
つ
つ
ま
れ
る
。
か
つ
て
は
信
仰
・
修

養
の
場
と
し
て
宗
教
的
な
講
話
や
儀
式
、
礼
拝

な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　天
井
を
支
え
る
木
製
の
柱
は
ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮

殿
の
円
柱
を
模
し
て
い
て
、
柱
上
部
に
は
日
本

建
築
の
「
斗と

き

栱ょ
う

」
に
似
た
組
物
が
載
っ
て
い
る
。

「
斗
栱
」
と
は
、
梁
や
桁
に
か
か
る
上
部
の
荷

重
を
、
集
中
し
て
柱
に
伝
え
る
役
目
を
も
つ
。

お
も
に
木
造
の
寺
社
建
築
に
見
ら
れ
、
構
造
と

装
飾
を
兼
ね
た
造
形
上
の
特
色
が
あ
る
。
こ
こ

に
も
西
洋
と
東
洋
の
文
化
の
見
事
な
融
合
が
感

じ
ら
れ
る
。

　さ
ら
に
目
を
引
く
の
は
、
幾
何
学
模
様
の
よ

う
な
八
角
形
を
描
く
天
井
の
木
組
み
で
あ
る
。

八
角
形
は
風
水
で
い
う
「
陰
と
陽
」
を
合
わ
せ

た
形
で
「
宇
宙
」
を
指
す
と
も
い
わ
れ
る
。

　ま
た
仏
教
で
も
「
八
」
は
特
別
な
数
字
で
あ

り
、
釈
迦
が
入
滅
し
た
後
、
周
辺
の
王
た
ち
に

舎
利
が
八
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で

祀
ら
れ
た
と
い
う
。
仏
の
教
え
が
八
方
へ
広
が

り
伝
わ
る
こ
と
を
表
す
数
字
な
の
だ
。

　文
献
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
八
角
形
の

天
井
の
意
匠
に
は
、
そ
ん
な
意
味
も
含
ま
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

ち

り

ま

ん

だ

ら

地
理
曼
荼
羅
の
庭
園
世
界

　現
在
、
館
内
の
各
施
設
は
、
小
規
模
な
音
楽

会
を
は
じ
め
、
講
演
会
、
研
修
会
、
会
議
な
ど

に
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
映
画
や
テ
レ
ビ
、

C
M
の
ロ
ケ
地
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　か
つ
て
の
大
倉
山
は
静
か
な
田
園
地
帯
で
あ

っ
た
。
騒
が
し
い
都
会
を
離
れ
、
心
静
か
に
研

　横浜市大倉山記念館

4所在地：神奈川県横浜市港北区大倉山2 –10 –1　
4TEL. 045 -544 -1881 

4開館時間：9：00～22：00
      ＊休館日はホームページ、またはお電話で

       お問い合わせください　
4料金：館内への入場は無料 

   ＊施設のご利用やイベントへのご参加については

    利用案内またはイベント情報をご確認ください

4交通：東急東横線「大倉山」駅より徒歩約7分 
   ＊詳しくは、下記ホームページをご覧ください

4ホームページ：http: //o-kurayama.com

究
や
修
養
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
し

て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　大
倉
自
身
も
こ
の
地
で
研
究
活
動
や
修
養
会
、

坐
禅
会
な
ど
の
指
導
を
積
極
的
に
行
な
っ
た
。

時
間
が
で
き
る
と
作
業
服
に
着
替
え
、
研
究
所

の
周
り
の
草
取
り
を
し
て
い
た
と
い
う
。

　じ
つ
は
竣
工
当
時
、
建
物
の
前
庭
の
一
角
に

日
本
列
島
の
形
に
芝
を
張
り
、
松
の
木
を
植
え
、

そ
の
周
り
に
砂
利
を
敷
き
つ
め
て
、「
地
理
曼
荼

羅
」
と
呼
ん
だ
庭
園
が
あ
っ
た
。

　大
倉
は
、
建
物
を
人
間
に
見
立
て
た
だ
け
で

な
く
、「
地
理
曼
荼
羅
」
で
日
本
を
、
大
倉
山
全

体
を
地
球
と
し
、
す
べ
て
が
一
体
で
あ
る
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
人
を
育
て
る
こ
と
で
日
本
を

良
く
し
、
大
倉
山
の
地
か
ら
世
界
を
良
く
し
よ

う
と
い
う
理
想
を
描
い
た
の
だ
。

　横
浜
市
大
倉
山
記
念
館
は
、
そ
の
理
想
を
い

ま
も
世
界
に
向
け
て
発
信
し
つ
づ
け
て
い
る
。

鍛
え
る
場
所
と
し
て「
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
」

を
設
立
し
た
。

　研
究
所
に
は
各
分
野
に
秀
で
た
研
究
者
を
集

め
て
学
術
研
究
を
進
め
る
と
と
も
に
、
精
神
文

化
に
関
す
る
国
内
外
の
書
籍
をし

蒐ゅ
う

集し
ゅ
うし

て
附
属

図
書
館
を
開
設
。
広
く
一
般
の
人
々
に
も
研
究

所
を
開
放
し
、
坐
禅
会
や
修
養
会
な
ど
も
開
催

し
た
。

　じ
つ
は
こ
の
建
物
全
体
が
大
倉
の
思
想
を
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
現
し
、
彼
が
理
想
と
す
る
人

間
像
を
形
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　建
物
の
中
央
館
と
殿
堂
（
現
ホ
ー
ル
）、
回
廊

（
現
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
が
「
心
」
に
見
立
て
ら
れ
、

そ
れ
を
囲
む
図
書
館
や
研
究
室
の
あ
る
東
館
・

西
館
が
「
知
性
」
を
表
現
し
て
い
る
。
頭
で
っ

か
ち
で
は
な
く
「
心
」
と
「
知
性
」
の
両
方
を
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資家情報」サイトをぜひご活
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3創業 
1903年（明治36年）
3設立 
1954年（昭和29年）
3代表者 
代表取締役社長　髙橋　良一

3資本金 
3億74万円（2019年6月期末）
3従業員数 
124名（2019年6月30日現在）
3本社所在地 
東京都台東区入谷1-27-4

アトムリビンテック株式会社　会社概要

1949年生まれ。1969年入社。
集配センター、研究室、営業管
理部、販売部等を経て、1980年、
代表取締役副社長。1984年、
代表取締役社長。

アトムリビンテック株式会社 

代表取締役社長  髙橋 良一

3年商 
105億8,900万円（2019年6月期）
3事業内容 
内装金物（住まいの金物）全般の
企画・開発・販売

アトムリビンテックって、どんな会社? 11

証券コード：3426

今年2020（令和2）年1月に「亜吐夢金物館」が

開館40周年を迎えました。そこで今回は、その40年の

歩みについて、髙橋良一社長にお伺いしました。

のトリセツトリセツ

What is ATOM?
5F

4F

3F

2F

Q 1

A  1980年（昭和55年）にオープンした目的は、家具金

物と建築金物とを問わず、生活に関わるすべての内装金物

の意匠や機能について、建築関係者やエンドユーザーの

「生の意見・要望」をいち早く捉え、製品開発に活用するこ

とでした。そして、金物に関する情報を広く提供する場と

して、作り手と使い手の「相互交流」を求めることが大きな

狙いでした。

Q 2

A

現在の地を選んだ特別な理由が
ありますか?

  いまのC Sタワーが立つこの辺りは、旧地名を「芝田

村町」といい、西洋家具発祥の地であり、かつては「芝家具」

で栄えた地域として知られていました。芝家具とは芝地区

で製造・販売されていた洋家具のこと。優れた技術と古い

伝統を誇る地場産業でした。その関係で、この地には金物

屋が多く集まり、「赤レンガ通り」は「金物通り」という別名

もあったほど。「亜吐夢金物館」ができた当時は、多くの金

物屋が営業をつづけていて、そのシンボル的存在たらんと

する思いもありました。

内装金物のパイオニア、アトムリビンテックが誇る金物ショールーム「亜吐夢金

物館」へようこそ。カタログ掲載品をはじめとする取り扱い商品およそ５万アイ

テムのなかからピックアップした商品を、定期的に入れ替えてご紹介しています。

ATOMブランドの新商品を中心に展示しています。目

線の高さで金物の仕組みを確認しながら操作していた

だけるよう、ミニチュア建具も多数ご用意。機能につい

てご理解を深めていただけましたら、各フロアに展示

された実物大の建具で、実際の使用感、操作感をご確

認ください。

非住宅金物、取手・ツマミなどの展示フロアです。高

齢者向け施設や、幼稚園、保育園などの園舎をイメー

ジした「非住宅エリア」では、実際の施設での使用例に

近い状態で商品をご覧いただけます。

折戸や引戸などのシステム金具の展示フロアです。バ

リエーション豊富なソフトクローズのラインナップに

ついても重量別に図解するなど、商品の特性を個々に

ご確認いただけます。

住宅の間取りをイメージした「LIVIN’ ZONE」では、「あ

れば便利」という発想から生まれた、まったく新しい

金物をご紹介（参考出品・試作品を含みます）。理想の

住空間をぜひ体感してください。

「亜吐夢金物館」を開館した狙いとは
何でしょう?

Q 3

A  当初は「亜吐夢金物館」というネーミングから、業界

団体の「博物館」かと勘違いして来館される方も少なくあ

りませんでした。その後は、館内のディスプレイや雰囲気、

工夫された商品の展示など、ユニークな「ショップ&ショ

ールーム」として建築業界やインテリア業界にも広く浸透

していきました。また一般の方々の姿も増えて、周辺の大

使館から大使夫人や、テレビでよく見かける芸能人や著名

人も買い物に来られるなど、幅広い層のお客さまにご利用

いただけるようになりました。

Q 4

A

今後の取り組みや展望について
お聞かせください。

  いまから13年前、2007年（平成19年）に、住まいの

金物・インテリアショールームを併設したオフィスビル「ア

トムCSタワー」がオープンしました。地下1階・地上8階

のフロアのうち、2階から5階を「亜吐夢金物館」として展

示やイベントを開催しています。今後も建築関係者やエン

ドユーザーのみならず、すべての方々に開かれた場として、

皆さま方のご要望、ご意見をいただきながら、それを反映

させた新たな商品開発を推進、発展させ、ご提供していき

たいと考えております。

開館当時のエピソードを
ご紹介ください。

ア  ト  ム

 主な展示品 新商品、鎌錠、調整丁番、戸当り など

 主な展示品 折戸金物・引戸金物

 主な展示品 スライド丁番、キッチン収納、耐震金物、
      取手・ツマミ、非住宅金物 など

    亜吐夢金物館 TEL 03-3437-3440

東京都港区新橋4-31-5 アトムCSタワー内2階～5階

OPEN 10：00～18：00（月～金）　CLOSE 土・日・祝日

見学や金物に関するご相談、商品展示の有無など
お気軽にお問い合わせください。

アトムC Sタワー 1階のスタッフに

「金物見学」の旨をお伝えください。

こちらで簡単なチェックインを済ませたら、

見学スタート!

お問い合わせ

1516
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旅スケッチ画家 ごとうゆき
1967年生まれ
兵庫県明石市出身、練馬区在住
安宿に泊まって日本のあちこちを
歩きまわり、日常生活の風景を
描くことが大好き

酉の市にて

台東区千束・浅草編

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

今回歩いたのは台東区千束と浅草近辺。
千束の鷲神社は通称「おとりさま」と
呼ばれ、11月の「酉の市」ではたくさんの
参拝者と熊手でとても賑やかになります。

　私
の
休
日
は
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
習
い
始
め
た
、

写
真
に
関
わ
る
こ
と
を
し
て
過
ご
す
こ
と
が
多
い
で
す
。

　ち
ょ
っ
と
し
た
習
い
事
の
つ
も
り
で
し
た
が
、
通
い
始

め
た
教
室
は
〝
写
真
表
現
〞
を
教
え
て
い
る
教
室
で
、
さ

な
が
ら
学
校
の
よ
う
に
、
授
業
の
た
び
に
結
構
な
量
の
課

題
（
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
の
時
代
に
1
日
で
36
枚
撮
り
1
本

分
を
撮
る
と
か
…
）
が
出
た
も
の
で
す
。
挫
折
し
そ
う
に

な
り
な
が
ら
も
通
い
続
け
る
う
ち
に
、
同
じ
苦
労
を
突
破

し
た
共
通
の
趣
味
の
友
人
が
た
く
さ
ん
で
き
ま
し
た
。

　友
人
た
ち
と
は
よ
く
集
ま
っ
て
、
写
真
に
関
わ
る
ま
じ

め
な
話
か
ら
く
だ
ら
な
い
話
ま
で
し
て
楽
し
く
過
ご
す
こ

と
も
多
い
の
で
す
が
、
最
終
的
に
は
お
酒
の
せ
い
で
話
し

た
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
輩
が
多
く
、
同
じ
話
を
何
度
も
聞

か
さ
れ
る
の
が
最
近
の
悩
み
で
す
…
。

　写
真
は
撮
る
楽
し
み
の
ほ
か
に
観
る
楽
し
み
も
あ
り
ま

す
。
写
真
を
観
る
と
し
た
ら
写
真
集
か
写
真
展
の
ど
ち
ら

か
に
な
る
の
で
す
が
、
私
は
気
軽
に
い
ろ
い
ろ
な
写
真
が

観
ら
れ
る
、
写
真
展
に
行
く
こ
と
が
多
い
で
す
。

　都
内
で
は
新
宿
か
銀
座
に
カ
メ
ラ
メ
ー
カ
ー
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
が
多
く
、
常
に
写
真
展
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
気
楽

に
入
り
や
す
い
の
で
お
す
す
め
で
す
。
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合

え
ば
、
ア
マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
が
持
ち
込
ん
だ
写
真
を

プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
が
批
評
す
る
「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
レ
ビ

ュ
ー
」
の
様
子
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
プ
ロ
カ

メ
ラ
マ
ン
が
ア
マ
チ
ュ
ア
の
作
品
を
辛
口
で
レ
ビ
ュ
ー
し

て
い
る
様
子
は
、
な
か
な
か
刺
激
的
で
す
…
。

　他
に
も
遠
出
を
し
た
り
、
海
を
渡
っ
た
り
、
川
に
流
さ

れ
て
み
た
り
と
写
真
を
き
っ
か
け
に
、
新
た
な
経
験
を
得

る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
友
人
た
ち
と
の
時
間

を
大
切
に
し
な
が
ら
、
多
く
の
刺
激
を
受
け
て
、
日
常
の

色
々
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
休
日
の
過
ご
し
方
を
続
け
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

読者の声
Vol.51

個人情報の取り扱いについて
読者プレゼントにご応募いただいた皆さまの個人情報は、プレゼント発送のほか、商品情報や弊社個展の招待状等の発送に利用させていただく場合がございます。
これらの発送停止をご希望される場合には、速やかに対応いたします。詳しくは弊社HPのプライバシーポリシーをご覧ください。

開発部営業設計グループ　佐々木 和江
アトム製品の設計・開発を担当

アトム社員がリレーでお届け
オフタイムの過ごし方

秋田・小坂町の康楽館の記事は読みごたえがありました。舞台
演出用の仕掛けの写真、迫力ありますね。木の組み方も面白い。
ここの子どもたちはこの芝居小屋で成人式をするのだと知って、
うらやましく思いました。一生忘れられないだろうな。
 〈大阪府 S・M様 女性〉

206号の誌面を読み、感動しました。若い左官職人、それも女
性が立派に技術を継承していることに驚きました。後継者のい
ない職業のなかに一筋の光が差し込んでいるように感じまし
た。機会があれば、作品を見に行こうと思っています。
 〈愛知県 Kenty様〉

1960～70年代に名建築家により建てられた多くの作品が取り
壊される頃になってきました。その頃の時代背景を振り返り、も
う一度作品を取り上げていただけたらと思います。
 〈愛知県 サンタ様〉

「不動明王」は、草津に行っても西の河原公園には行ったことが
なく、初めて知ったので、次回は本物を見てみたいと思いました。 
 〈埼玉県 Ｋ・Ｔ様 女性〉

仕事の息抜きにATOMNEWS読ませていただいています。特に
「オフタイムの過ごし方」のコラムは、趣味がない（続かない?）
私にとって、みんなどういう方法で息抜きしているのか知るこ
とができ、いつか私に合う趣味にも出合えそうで楽しみです。
しかし206号は、「人生に必要なのは忍耐と温泉」の見出しにひ
かれて、「オフタイムの過ごし方」よりも先に読んでしまいました。
 〈沖縄県 ます様〉
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アトムリビンテック「2020春の新作発表会」

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

4 /9（木）10（金）11（土）

4 /16（木）17（金）18（土）

アトム住まいの金物ギャラリー大阪　tel. 06（6821）7281

大阪会場

東京会場
アトムCSタワー　tel. 03（3437）3440

御堂筋線・南北線「江坂駅」南改札より徒歩 8分
大阪府吹田市
広芝町18-5

東京都港区
新橋4- 31-5

ご来場ご希望の方はHPより招待状をプリントアウトしてお持ちください。

www.atomlt.com

修業のように出された課題も、今見返すといい思い出です
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旅スケッチ画家 ごとうゆき
1967年生まれ
兵庫県明石市出身、練馬区在住
安宿に泊まって日本のあちこちを
歩きまわり、日常生活の風景を
描くことが大好き

酉の市にて

台東区千束・浅草編

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

今回歩いたのは台東区千束と浅草近辺。
千束の鷲神社は通称「おとりさま」と
呼ばれ、11月の「酉の市」ではたくさんの
参拝者と熊手でとても賑やかになります。
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人に寄り添い  住まいを飾る

www.atomlt.com/catalog/

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・C／Dセンター／〒733-0037 広島県広島市西区西観音町8-6
TEL.082-291-4235　　FAX.082-291-4880

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
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