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TAKUMI  of  AKIRUNO
Artisans in Akiruno



　
﹁
あ
き
る
野
の
匠
﹂
と
は
平
成
28
年
度
に
市
が
定
め
た
認

定
制
度
で
︑
こ
れ
ま
で
に
10
名
認
定
し
ま
し
た
︒

　
制
度
の
目
的
は
︑
匠
が
手
掛
け
る
魅
力
あ
る
商
品
及
び

そ
の
商
品
を
生
み
出
す
優
れ
た
匠
の
技
等
を
︑
あ
き
る
野

市
の
内
外
を
問
わ
ず
広
く
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
商
品

の
需
要
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
︑
匠
の
技
等
の
承
継
に
つ

な
げ
︑
も
っ
て
観
光
客
の
増
加
及
び
郷
土
愛
の
醸
成
に
資

す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
︒

認
定
の
条
件

①
先
代
か
ら
伝
わ
る
特
徴
的
な
製
法
︑
技
法
を
受
け
継
い

だ
商
品
の
製
造
・
販
売
を
し
て
い
る
人

②
あ
き
る
野
の
自
然
︑
歴
史
ま
た
は
文
化
を
生
か
し
た
工

芸
・
製
造
技
術
を
継
承
し
て
い
る
人

③
特
に
優
れ
た
匠
の
技
を
有
す
る
人

　
こ
の
冊
子
は
︑﹁
あ
き
る
野
の
匠
﹂
を
紹
介
す
る
も
の
で
︑

年
度
ご
と
に
ま
と
め
る
予
定
で
す
︒

あ
き
る
野
の
匠
と
は

※ロゴデザインについて：「匠」という文字の成り立ちである、手斧と差金または箱の組み合わせを元にして髙橋敏彦さんがデザインしました。
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し

み

ず

て

つ

お

清
水 

哲
雄

　

大
岳
山
を
望
む
あ
き
る
野
市

内
の
畑
で
小
麦
︑
ソ
バ
を
栽
培

し
︑
そ
の
粉
で
打
っ
た
う
ど
ん
︑

そ
ば
を
店
で
出
す
︒
初
後
亭
の

主
人
︑清
水
哲
雄
さ
ん
︵
1953
生
︶

は
地
域
に
伝
わ
る
う
ど
ん
の
打

ち
方
を
母
親
か
ら
受
け
継
ぎ
︑

客
に
食
べ
さ
せ
た
り
う
ど
ん
教

室
を
開
い
た
り
し
て
食
文
化
の

継
承
に
努
め
て
い
る
︒

　

店
の
看
板
メ
ニ
ュ
ー
﹁
引
き

ず
り
出
し
う
ど
ん
﹂
は
︑
か
つ

お
節
と
し
ょ
う
ゆ
を
入
れ
た
器

に
茹
で
た
う
ど
ん
を
取
り
︑
茹

で
汁
で
味
を
調
整
し
て
食
べ
る

料
理
︒
各
地
の
農
村
に
伝
わ
る

た
も
の
や
地
元
産
を
使
う
︒

　
﹁
店
を
始
め
て
十
年
以
上
に

な
る
が
︑
あ
き
る
野
か
ら
畑
を

な
く
し
た
く
な
い
︑
地
域
に
伝

わ
る
う
ど
ん
の
食
文
化
を
引
き

継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う

思
い
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
︒

今
後
も
ブ
レ
ず
に
他
人
任
せ
に

し
な
い
う
ど
ん
作
り
を
続
け
て

い
く
﹂
と
胸
を
張
る
︒

　

流
暢
な
五
日
市
弁
を
話
し
︑

五
日
市
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
人
︒

き
の
こ
採
り
の
名
人
で
も
あ
り
︑

そ
の
延
長
で
独
自
の
散
策
ル
ー

ト
を
い
く
つ
か
考
案
し
て
い
る
︒

郷
土
の
味
で
︑
清
水
さ
ん
も
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
親
し
ん
で
き

た
︒
地
粉
で
打
つ
う
ど
ん
は
素

朴
で
深
い
味
わ
い
が
あ
り
︑
シ

ン
プ
ル
な
味
付
け
の
引
き
ず
り

出
し
に
実
に
よ
く
合
う
と
い
う
︒

　
﹁
自
分
で
小
麦
を
育
て
て
う

ど
ん
を
打
つ
︒
昔
の
人
か
ら
見

た
ら
︑
別
に
す
ご
い
こ
と
を
し

て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
︒
で
も
︑

今
は
や
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
︒

そ
れ
で
い
い
の
か
﹂
と
清
水
さ

ん
は
︑
畑
仕
事
や
う
ど
ん
を

打
っ
て
食
べ
る
文
化
を
な
く
し

て
し
ま
っ
て
い
い
の

か
と
問
い
か
け
る
︒

　

そ
の
問
い
に
自
ら

答
え
る
か
た
ち
で
２

０
０
５
年
に
初
後
亭

を
開
業
し
た
︒
義
弟

で
専
業
農
家
の
山
崎

健
さ
ん
と
共
に
小
麦
︑

ソ
バ
を
栽
培
︒
付
け

合
わ
せ
の
野
菜
も
山

崎
さ
ん
の
畑
で
採
れ

うどん打ちの匠

自
家
栽
培
の
小
麦
で
う
ど
ん
打
つ

粉
の
計
量
か
ら
の
し
て
切
る
ま
で
の

﹁
う
ど
ん
教
室
﹂
も
実
施
中

Make Udon noodles from homegrown wheat

Tetsuo Shimizu  :  Artisan of Udon noodles



近
藤 

寛

　

う
ま
み
と
キ
レ
を
感
じ
さ
せ

る
豊
か
な
香
り
が
キ
ッ
コ
ー
ゴ

丸
大
豆
醤
油
の
い
ち
ば
ん
の
特

徴
だ
︒
開
け
た
て
を
熱
々
の
ご

は
ん
に
か
け
て
食
べ
る
と
︑
そ

の
お
い
し
さ
が
よ
く
わ
か
る
︒

先
代
の
お
気
に
入
り
の
食
べ
方

で
も
あ
る
︒

　

清
流
秋
川
が
近
く
を
流
れ
る

地
下
水
を
使
っ
て
麹
を
仕
込
み
︑

国
産
の
大
豆
と
小
麦
を
１
年
か

け
て
じ
っ
く
り
発
酵
・
熟
成
さ

せ
る
︒
１
０
０
年
以
上
使
い
続

け
る
木
桶
に
す
み
つ
い
た
微
生

物
の
働
き
で
豊
か
な
風
味
と
深

い
味
わ
い
が
生
ま
れ
︑
琥
珀
色

の
き
れ
い
な
醤
油
に
仕
上
が
る
︒

ゆ
の
消
費
量
は
年
々
減
っ
て
い

る
の
が
現
状
︒
し
ょ
う
ゆ
の
良

さ
を
再
発
見
し
て
も
ら
お
う
と

同
社
で
は
小
学
生
向
け
の
出
前

講
座
や
し
ょ
う
ゆ
に
関
連
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
開
催
︒

工
場
見
学
も
随
時
受
け
入
れ
︑

し
ょ
う
ゆ
の
魅
力
を
発
信
す
る

取
り
組
み
に
も
力
を
入
れ
る
︒

　

め
ん
つ
ゆ
︑
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

な
ど
し
ょ
う
ゆ
加
工
品
を
多
数

販
売
︒
新
商
品
に
︑
あ
き
る
野

市
の
友
好
都
市
大
島
町
の
と
う

が
ら
し
を
キ
ッ
コ
ー
ゴ
醤
油
に

漬
け
込
ん
だ
﹁
大
島
と
う
が
ら

し
醤
油
﹂
が
あ
る
︒
刺
身
に
つ

け
て
食
べ
る
と
美
味
︒

　

保
存
料
︑
着
色
料
を
使
用
せ

ず
じ
っ
く
り
仕
込
ん
だ
昔
な
が

ら
の
し
ょ
う
ゆ
は
︑
店
舗
販
売

の
ほ
か
食
の
安
全
・
安
心
を
求

め
る
生
協
や
都
内
数
カ
所
の
学

校
給
食
に
使
わ
れ
て
い
る
︒

　

創
業
明
治
41
︵
１
９
０
８
︶

年
︑
都
内
で
は
珍
し
い
醸
造
所

近
藤
醸
造
㈱
を
４
代
目
の
近
藤

寛
さ
ん
︵
1973
生
︶
が
引
き
継
ぐ
︒

入
社
20
年
目
の
節
目
の
年
に
︑

他
界
し
た
先
代
に
代
わ
っ
て
社

を
率
い
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
頼

り
の
存
在
を
失
っ
た
心
細
さ
を

感
じ
つ
つ
︑﹁
先
代

が
や
っ
て
き
た
こ
と

を
し
っ
か
り
引
き
継

い
で
い
き
た
い
﹂
と

老
舗
の
の
れ
ん
を
背

負
っ
て
い
く
覚
悟
だ
︒

　

健
康
ブ
ー
ム
や
和

食
の
世
界
遺
産
登
録

を
受
け
和
食
や
発
酵

食
品
を
見
直
す
動
き

も
あ
る
が
︑
し
ょ
う

しょうゆ造りの匠

国
産
の
大
豆
と
小
麦
で
１
年
発
酵
・
熟
成

昔
な
が
ら
の
し
ょ
う
ゆ
造
り
に
励
む

木桶を攪拌して発酵を促す

醤
油
の
材
料
を
見
せ
な
が
ら
作
り
方
を
説
明

こ
ん
ど
う

ひ
ろ
し

Make soy souce in traditional way, using domestic soybeans and wheat, fermenting and maturing for a year 

Hiroshi Kondo  :  Artisan of Soy souce 



森
屋 

一
穂

も
り
や

か
ず
ほ

　

柔
ら
か
く
て
さ
し
み
に
向
く

﹁
と
ろ
み
こ
ん
に
ゃ
く
﹂︑
歯
ご

た
え
が
あ
っ
て
き
ん
ぴ
ら
に
す

る
と
お
い
し
い
﹁
杉
灰
こ
ん

に
ゃ
く
﹂・
・
・
ざ
っ
と
30
種

は
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
㈲
池
谷
の

こ
ん
に
ゃ
く
は
実
に
種
類
が
豊

富
︒﹁
１
種
類
の
こ
ん
に
ゃ
く

を
い
ろ
い
ろ
に
調
理
す
る
こ
と

も
で
き
る
が
︑
そ
れ
で
は
つ
ま

ら
な
い
︒
料
理
に
合
わ
せ
て
こ

ん
に
ゃ
く
を
作
っ
て
い
っ
た
ら

こ
ん
な
に
種
類
が
増
え
ま
し

た
﹂
と
社
長
の
森
屋
一
穂
さ
ん

︵
1947
生
︶
は
言
う
︒

　

昭
和
34
︵
１
９
５
９
︶
年
に

先
代
が
興
し
た
会
社
に
入
っ
た

の
は
22
歳
の
時
︒
当
時
︑
こ
ん

﹁
バ
タ
練
り
﹂
製
法
で
手
作
り

す
る
︒
仕
上
が
り
の
色
や
固
さ

を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
攪
拌
す

る
羽
根
の
回
転
速
度
や
時
間
な

ど
を
調
整
す
る
︒
練
り
が
弱
い

と
柔
ら
か
く
な
り
︑
強
す
ぎ
る

と
分
離
し
て
固
ま
ら
な
い
︒
原

料
の
質
や
水
の
温
度
に
よ
っ
て

も
加
減
が
変
わ
る
︒

　

森
屋
さ
ん
は
作
業
す
る
先
代

の
横
で
﹁
い
ち
︑に
︑さ
ん
・・・
﹂

と
数
を
数
え
な
が
ら
練
り
加
減

を
体
で
覚
え
た
︒﹁
難
し
さ
は

今
で
も
日
々
感
じ
て
い
ま
す
が

難
し
さ
の
中
に
面
白
さ
が
あ

る
﹂
と
手
作
り
の
醍
醐
味
を
教

え
て
く
れ
た
︒

に
ゃ
く
は
八
百
屋
な
ど
の
店
先

で
︑
地
べ
た
に
置
い
た
水
桶
に

入
れ
て
売
ら
れ
て
い
た
︒﹁
ほ

か
の
商
品
は
棚
の
上
に
並
ん
で

い
る
の
に…

﹂︒
衝
撃
を
受
け

た
森
屋
さ
ん
は
こ
の
時
か
ら
︑

脇
役
の
扱
い
で
し
か
な
い
こ
ん

に
ゃ
く
を
主
役
に
し
よ
う
と
取

り
組
ん
で
き
た
︒
主
菜
も
副
菜

も
デ
ザ
ー
ト
も
︑
す
べ
て
の
料

理
を
こ
ん
に
ゃ
く
で
作
り
た
い

と
い
う
発
想
が
新
商
品
を
生
み

続
け
て
い
る
︒

　

自
社
畑
で
無
農
薬
栽
培
す
る

芋
を
含
め
︑
原
料
の

こ
ん
に
ゃ
く
芋
は
国

産
を
使
用
︒
こ
れ
に

水
︑
貝
カ
ル
シ
ウ
ム

な
ど
の
凝
固
剤
を
加

え
︑
手
で
練
り
︑
手

で
丸
め
る
手
作
り
こ

ん
に
ゃ
く
が
看
板
商

品
︒
こ
の
ほ
か
羽
根

付
き
の
攪
拌
機
で
原

料
を
練
り
合
わ
せ
る

こ
ん
に
ゃ
く
を
主
役
に

こんにゃく作りの匠

空気を多く含む手どりこんにゃく
は煮物にすると味がしみて美味

Feature Konjac as the leading foods

Kazuho Moriya  :  Artisan of Konjac



森 
博 

も
り

ひ
ろ
し

　

き
も
の
の
半
襟
な
ど
に
使
わ

れ
︑
江
戸
中
期
か
ら
大
正
に
か

け
て
秋
川
流
域
に
広
く
普
及
し

た
泥
染
め
の
絹
織
物
黒
八
丈
︑

別
名﹁
五
日
市
﹂︒
糸
工
房﹁
森
﹂

の
森
博
さ
ん
︵
1948
生
︶
は
︑
昭

和
初
期
に
い
っ
た
ん
途
絶
え
た

泥
染
め
の
手
法
を
独
学
で
復
活

さ
せ
︑
シ
ョ
ー
ル
や
バ
ッ
グ
な

ど
現
代
に
合
う
製
品
に
加
工
︑

普
及
に
努
め
て
い
る
︒

　

黒
八
丈
は
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
の
実

を
煮
出
し
て
染
料
に
し
︑
泥
に

含
ま
れ
る
鉄
分
で
媒
染
す
る
こ

と
か
ら
﹁
泥
染
め
﹂
と
呼
ば
れ

る
︒
繰
り
返
し
染
め
重
ね
る
う

ち
に
黒
に
深
み
が
増
し
︑
照
り

が
出
て
粋
な
風
合
い
の
﹁
ツ
ヤ

は
反
物
で
４
︑
５
反
︒
帯
を
作

れ
る
ま
で
進
歩
し
た
︒

　

数
年
前
に
ア
ト
リ
エ
を
新
設

し
︑
染
料
を
煮
出
す
ス
ペ
ー
ス

を
倍
増
︒
こ
れ
ま
で
外
で
し
て

い
た
作
業
が
雨
天
時
も
室
内
で

で
き
る
よ
う
に
な
り
︑
作
業
性

が
向
上
し
た
と
い
う
︒

　
﹁
か
つ
て
黒
八
丈
を
作
っ
て

も
︑
手
間
賃
が
合
わ
な
い
か
ら

途
絶
え
て
し
ま
っ
た
︒﹃
時
代

の
流
れ
﹄
と
ひ
と
く
く
り
に
し

て
無
く
し
て
し
ま
う
の
は
も
っ

た
い
な
い
︒
知
恵
を
し
ぼ
っ
て

時
代
に
合
う
よ
う
黒
八
丈
を
変

化
さ
せ
︑
次
の
世
代
に
つ
な
い

で
い
け
た
ら
﹂︒

消
し
の
黒
﹂
に
な
る
︒

　

森
さ
ん
は
30
年
ほ
ど
前
︑
偶

然
開
い
た
﹃
五
日
市
町
史
﹄
に

黒
八
丈
の
記
述
を
見
つ
け
︑
家

業
の
絹
糸
製
造
と
関
連
す
る
こ

と
か
ら
興
味
を
持
っ
た
︒

　

ヤ
シ
ャ
ブ
シ
の
実
︑
五
日
市

の
泥
︑
町
史
に
あ
っ
た
キ
ー

ワ
ー
ド
を
頼
り
に
︑
お
年
寄
り

か
ら
話
を
聞
く
な
ど
し
て
手
探

り
で
染
色
を
始
め
た
︒

　

ヤ
シ
ャ
ブ
シ
で
染
め
る
︑
五

日
市
の
泥
で
媒
染
す
る
︑
秋
川

の
水
に
さ
ら
す
︑
の
工
程
を
多

い
も
の
で
20
回
以
上

繰
り
返
す
︒
な
ん
ど

も
染
め
た
絹
糸
は
か

ら
み
や
す
く
︑
最
初

の
う
ち
は
扱
い
に
手

間
ど
っ
た
︒
生
産
性

は
上
が
ら
ず
︑
コ
ー

ス
タ
ー
の
よ
う
な
小

さ
な
製
品
し
か
作
れ

な
か
っ
た
︒
だ
が
︑

こ
こ
数
年
の
生
産
量

幻
の
絹
織
物
﹁
黒
八
丈
﹂
を
復
活

泥染めの匠

鉄分の多い土を媒染に使う

秋川の冷たい水に染めた糸をさらす

Revived “Kurohachijo” - the visionary silk fabrics

Hiroshi Mori  :  Artisan of Mudding



石
川 

勝

　

使
い
込
ん
で
薄
く
な
っ
た
布

団
が
︑
石
川
勝
さ
ん
︵
1973
生
︶

の
手
に
か
か
る
と
ふ
っ
く
ら
気

持
ち
の
い
い
布
団
に
生
ま
れ
変

わ
る
︒
大
正
10
︵
１
９
２
１
︶

年
創
業
︑
布
団
の
仕
立
て
・
打

ち
直
し
を
手
が
け
る
石
川
綿
店

の
３
代
目
︒
２
０
０
０
年
に
家

業
を
継
ぎ
︑
父
で
２
代
目
の
啓

次
さ
ん
︵
1943
生
︶
と
抱
え
の
職

人
か
ら
仕
事
を
仕
込
ま
れ
た
︒

　

同
店
は
綿
の
打
ち
直
し
か
ら

す
べ
て
の
工
程
を
自
社
で
こ
な

す
数
少
な
い
寝
具
店
︒
打
ち
直

し
の
注
文
を
受
け
た
ら
布
団
生

地
を
外
し
︑中
綿
を
﹁
製
綿
機
﹂

し
高
く
す
る
︒
こ
た
つ
布
団
は

板
の
乗
る
部
分
を
薄
く
︑
縁
の

部
分
に
厚
め
に
綿
を
入
れ
る
︒

布
団
を
引
っ
張
り
合
っ
た
際
︑

中
の
綿
が
ず
れ
な
い
よ
う
２
㍍

の
こ
た
つ
布
団
な
ら
１
０
０
箇

所
ほ
ど
糸
で
と
じ
て
固
定
す
る
︒

　

打
ち
直
し
布
団
の
受
け
取
り
︑

引
き
渡
し
は
対
面
で
︒
よ
み
が

え
っ
た
布
団
を
見
て
喜
ぶ
客
の

顔
が
や
り
が
い
に
な
っ
て
い
る
︒

軽
く
て
安
価
な
化
繊
布
団
が
普

及
す
る
中
︑
吸
湿
性
に
優
れ
︑

打
ち
直
し
て
繰
り
返
し
使
え
る

綿
布
団
の
良
さ
を
伝
え
て
い
き

た
い
︒

と
呼
ば
れ
る
機
械
に
入
れ
︑
ほ

ぐ
し
て
シ
ー
ト
状
の
綿
に
し
再

利
用
す
る
︒
布
団
は
１
枚
ず
つ

処
理
す
る
た
め
︑
他
の
人
の
綿

と
混
ざ
ら
な
い
の
が
い
い
と
同

店
を
選
ぶ
客
も
あ
る
︒

　

元
の
綿
に
目
減
り
し
た
分
の

綿
を
加
え
︑
手
作
業
で
シ
ー
ト

状
の
綿
を
並
べ
重
ね
て
布
団
を

仕
立
て
て
い
く
︒
か
け
布
団
な

ら
12
枚
︑
敷
布
団
に
は
20
枚
前

後
の
綿
を
使
う
︒
四
方
に
は
み

出
た
綿
の
処
理
が
難
し
く
︑
折

り
返
し
た
部
分
に
高
さ
を
合
わ

せ
て
綿
を
厚
く
し
す

ぎ
る
と
重
く
な
る
︒

用
途
に
合
わ
せ
︑
決

ま
っ
た
枚
数
で
使
い

心
地
の
い
い
布
団
に

仕
立
て
る
に
は
熟
練

の
技
が
い
る
︒

　

た
と
え
ば
敷
布
団

の
場
合
は
︑
体
重
が

か
か
っ
て
綿
が
減
り

や
す
い
中
央
部
を
少

布団作りの匠

綿
布
団
打
ち
直
し
て
心
地
よ
く

綿
が
集
ま
る
角
の
部
分
が
厚
く
な
ら

な
い
よ
う
に
手
で
ち
ぎ
っ
て
微
調
整

す
る

手
が
荒
れ
て
い
る
と
綿
に
ひ
っ
か
か

る
た
め
︑
常
に
ク
リ
ー
ム
を
塗
っ
て

手
入
れ
し
て
お
く

い
し
か
わ

ま
さ
る

Repair Futon to be fluffy and confortable

Masaru Ishikawa  :  Artisan of Futon



髙
橋 

敏
彦

た
か
は
し

と
し
ひ
こ

　

あ
き
る
野
市
を
Ｐ
Ｒ
す
る
観

光
ポ
ス
タ
ー
や
︑
公
共
施
設
や

店
舗
名
の
毛
筆
書
な
ど
統
一
デ

ザ
イ
ン
で
数
多
く
手
が
け
て
い

る
の
が
髙
橋
敏
彦
さ
ん︵
1942
生
︶︒

力
強
く
︑
味
の
あ
る
筆
文
字
と

墨
絵
で
構
成
す
る
独
特
の
デ
ザ

イ
ン
は
︑
ひ
と
目
で
髙
橋
さ
ん

の
も
の
と
わ
か
る
︒
五
日
市
の

素
朴
な
風
景
に
溶
け
込
み
︑
ま

ち
の
雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
る
︒

　

生
活
・
デ
ザ
イ
ン
の
拠
点
を
︑

都
会
の
ま
ん
な
か
代
々
木
か
ら
︑

自
然
豊
か
な
あ
き
る
野
市
内
の

山
あ
い
の
集
落
に
移
し
て
40
年

以
上
に
な
る
︒
他
県
で
の
観
光

ポ
ス
タ
ー
の
仕
事
が
五
日
市
町

を
引
き
つ
け
る
魅
力
が
あ
る
﹂

と
︑
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
書
体

を
学
び
続
け
て
き
た
︒

　
﹁
見
る
人
に
何
か
を
感
じ
て

も
ら
え
る
書
を
書
き
︑
絵
を
描

く
に
は
︑
こ
の
地
の
伝
統
や
文

化
を
意
識
し
ま
す
︒
常
に
日
本

的
な
も
の
を
斬
新
で
モ
ダ
ン
に

表
現
を
し
た
い
と
考
え
︑
印
象

に
残
る
情
報
と
し
て
発
信
出
来

た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
︒
山
と

渓
谷
の
素
晴
ら
し
い
地
に
住
ま

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
お
か
げ
で

描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂︒

　

創
作
意
欲
を
刺
激
す
る
土
地

と
の
出
会
い
に
感
謝
し
︑
感
性

を
磨
き
︑
感
性
で
書
く
ス
タ
イ

ル
を
続
け
て
い
く
︒

の
目
に
と
ま
り
︑
依
頼
さ
れ
て

１
９
８
４
年
か
ら
秋
川
渓
谷
の

観
光
ポ
ス
タ
ー
を
描
い
て
い
る
︒

ス
タ
ー
ト
か
ら
全
国
で
入
選
を

続
け
︑
86
年
に
は
金
賞
を
︑
そ

の
後
も
銀
賞
︑
入
選
を
獲
得
︒

あ
き
る
野
映
画
祭
や
ヨ
ル
イ
チ

な
ど
市
の
催
し
を
企
画
し
印
刷

物
の
デ
ザ
イ
ン
も
手
が
け
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

　

時
に
稚
拙
に
も
見
え
る
独
特

の
字
体
は
中
国
・
北
魏
︵
３
８

６
～
５
３
４
︶
の
時
代
の
石
工

を
意
識
し
た
も
の
︒
実
際
に
使

う
の
は
紙
と
筆
だ
が
︑

石
に
ノ
ミ
で
彫
る
よ

う
な
気
持
ち
で
一
文

字
一
文
字
を
刻
ん
で

い
く
︒
祈
り
︑
願
い
︑

伝
え
た
い
思
い
を
文

字
に
託
し
て
︒﹁
北

魏
の
石
工
が
一
生
懸

命
彫
っ
た
文
字
は
決

し
て
整
っ
て
は
な
い

け
れ
ど
︑
ど
こ
か
人

デザインの匠

思
い
乗
せ
彫
る
よ
う
に
書
く

I write as I inscribe one’s heart 

Toshihiko Takahashi  :  Artisan of Design
 



岸 

忠
史

　

寿
美
屋
で
は
厳
選
し
た
小
麦
︑

秋
川
の
水
︑
に
が
り
を
多
く
含

む
塩
を
原
料
に
︑
コ
シ
が
強
く

て
食
べ
応
え
の
あ
る
乾
麺
を
製

造
し
て
い
る
︒
現
場
で
生
地
の

固
さ
を
左
右
す
る
加
水
率
を
調

整
し
た
り
︑
乾
燥
具
合
を
確
認

し
た
り
し
て
製
造
の
指
揮
を
執

る
の
が
４
代
目
の
岸
忠
史
社
長

︵
1961
生
︶
だ
︒

　

岸
さ
ん
が
常
に
気
に
し
て
い

る
の
が
気
温
と
湿
度
︒
気
温
の

高
い
日
は
生
地
が
だ
れ
や
す
く
︑

湿
度
の
低
い
日
は
乾
燥
し
や
す

い
︒
特
に
気
温
・
湿
度
の
変
動

が
大
き
い
季
節
の
変
わ
り
目
は

注
意
し
て
︑
そ
の
日
の
気
候
に

合
わ
せ
て
食
塩
水
の
量
を
微
妙

　

生
ま
れ
育
っ
た
五
日
市
と
い

う
町
へ
の
愛
着
を
商
品
名
や
用

い
る
素
材
で
表
現
す
る
︒
商
標

登
録
を
と
っ
た
生
麺
の
﹁
五
日

市
う
ど
ん
﹂︑
あ
き
る
野
特
産

の
の
ら
ぼ
う
菜
を
使
っ
た
﹁
の

ら
ぼ
う
う
ど
ん
﹂
な
ど
だ
︒

　

焼
き
そ
ば
は
︑
せ
い
ろ
で
蒸

し
て
も
ち
も
ち
に
︑
小
麦
本
来

の
味
を
生
か
し
て
生
麺
に
し
て

い
る
︒
よ
り
お
い
し
く
︑
安
心

し
て
食
べ
て
も
ら
う
た
め
の
手

間
と
努
力
は
惜
し
ま
な
い
︒
先

代
か
ら
受
け
継
い
だ
実
直
な
麺

製
造
を
今
後
も
続
け
て
い
き
た

い
︒

に
調
整
す
る
︒

　

麺
製
造
１
５
０
年
の
同
社
が
︑

炭
問
屋
を
営
む
傍
ら
最
初
に
手

が
け
た
商
品
が﹁
寒
そ
う
め
ん
﹂︒

う
ど
ん
︑
そ
ば
な
ど
１
年
を
通

し
て
製
造
す
る
乾
麺
と
違
い
︑

﹁
寒
そ
う
め
ん
﹂
だ
け
は
創
業

当
初
か
ら
湿
度
の
低
い
１
︑
２

月
に
期
間
を
し
ぼ
っ
て
製
造
し

て
い
る
︒
暖
房
や
扇
風
機
が
な

く
自
然
乾
燥
に
頼
っ
て
い
た
時

代
の
な
ご
り
だ
が
︑
実
際
こ
の

時
期
に
作
る
乾
麺
は
よ
く
乾
い

て
お
い
し
い
と
い
う
︒

　
﹁
寒
そ
う
め
ん
﹂

は
一
般
的
な
そ
う
め

ん
よ
り
一
回
り
太
く

食
べ
応
え
が
あ
る
︒

乾
燥
後
︑
蔵
で
半
年

寝
か
せ
て
か
ら
売
り

場
に
出
す
の
が
特
徴
︒

半
年
の
間
に
糊
化
が

進
み
︑
茹
で
の
び
し

な
い
コ
シ
の
強
い
麺

に
な
る
︒

コ
シ
の
強
い
乾
麺
を
つ
く
る

乾麺作りの匠
き
し

た
だ
し

Make firm dried noodles

Tadashi Kishi   :  Artisan of Dried noodles



小
机 

篤

　

モ
ミ
︑
カ
ヤ
︑
ヒ
ノ
キ
︙　

そ
れ
ぞ
れ
の
木
目
や
ク
セ
を
生

か
し
た
シ
ン
プ
ル
で
使
い
勝
手

の
よ
さ
そ
う
な
タ
モ
網
︵
魚
を

す
く
う
網
︶
が
ず
ら
り
︒
林
業

家
の
小
机
篤
さ
ん
︵
1948
生
︶
が

山
か
ら
材
料
を
調
達
︒
幹
か
ら

ナ
タ
で
柄
を
削
り
出
し
︑
小
刀

で
枝
の
皮
を
む
き
︑
蒸
気
を
か

け
て
曲
げ
つ
な
い
で
︑
輪
に
し

網
を
取
り
付
け
て
作
る
︒
ぴ
っ

た
り
接
合
し
た
枝
の
継
ぎ
目
や

美
し
い
柄
の
仕
上
げ
具
合
に
繊

細
な
仕
事
ぶ
り
が
表
れ
て
い
る
︒

　

小
学
生
時
代
︑
川
で
の
サ
カ

ナ
と
り
に
始
ま
り
渓
流
︑
ア
ユ

と
生
活
の
一
部
の
よ
う
に
釣
り

を
続
け
て
き
た
小
机
さ
ん
︒
最

か
ら
で
︑
真
剣
に
鍛
冶
屋
に
な

ろ
う
と
思
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
︒

小
刀
の
﹁
肥
後
守
﹂
を
ポ
ケ
ッ

ト
に
入
れ
て
常
に
持
ち
歩
き
︑

弓
矢
な
ど
遊
び
道
具
を
作
る
の

に
使
っ
て
い
た
︒
小
学
校
の
家

庭
科
の
授
業
で
︑
ク
ラ
ス
で
た

だ
一
人
リ
ン
ゴ
の
皮
を
ナ
イ
フ

で
き
れ
い
に
む
き
︑﹁
５
﹂
を

も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
︒
い
ま

だ
に
小
刀
で
鉛
筆
を
削
ら
な
い

と
落
ち
着
か
な
い
と
も
︒
タ
モ

網
作
り
の
名
人
は
︑
そ
れ
以
前

に
刃
物
研
ぎ
の
名
人
で
あ
っ
た
︒

　

暮
ら
し
を
楽
し
む
術
を
知
っ

て
い
る
人
で
︑
金
継
ぎ
や
洋
菓

子
作
り
も
か
な
り
の
腕
前
︒

初
の
う
ち
は
市
販
の
道
具
を

使
っ
て
い
た
が
︑﹁
買
っ
た
も

の
で
は
つ
ま
ら
な
い
︒
裏
山
に

行
け
ば
材
料
は
豊
富
に
あ
る
﹂

と
自
然
な
流
れ
で
タ
モ
網
を
手

作
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　

市
販
品
を
見
て
研
究
し
︑
え

さ
箱
や
通
い
筒
も
自
分
で
作
る
︒

仲
間
に
求
め
ら
れ
れ
ば
教
え
も

す
る
︒
道
具
作
り
は
釣
り
の
楽

し
み
の
ひ
と
つ
と
い
う
︒

　

何
を
す
る
に
も
﹁
道
具
の
使

い
勝
手
が
悪
い
と
面
白
く
な

い
﹂
が
持
論
︒
釣
り
の
道
具
を

手
作
り
す
る
の
も
使

い
勝
手
を
追
求
し
て

の
こ
と
︒
木
工
に
は

切
れ
味
の
い
い
刃
物

が
欠
か
せ
な
い
︒
出

入
り
の
大
工
の
棟
梁

に
研
ぎ
方
を
学
び
︑

用
途
に
合
わ
せ
て
自

在
に
刃
を
つ
け
る
︒

　

も
っ
と
も
刃
物
好

き
は
子
ど
も
の
こ
ろ

木加工の匠

刃
物
研
ぎ
の
名
人　

タ
モ
網
を
手
作
り

小刀で器用に木の皮をむく

こ
づ
く
え

あ
つ
し

The expert at grinding edged tools handcrafts landing nets 

Atsushi Kozukue  :  Artisan of Woodworking



Create freely, going beyond the framework

友
永 

詔
三

　

１
９
７
９
年
か
ら
82
年
ま
で

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
た
連
続
人

形
劇
﹁
プ
リ
ン
プ
リ
ン
物
語
﹂

の
人
形
美
術
・
制
作
を
担
当
し

た
友
永
詔
三
さ
ん
︵
1944
生
︶︒

ア
ト
リ
エ
と
自
宅
を
併
設
す
る

﹁
深
沢
小
さ
な
美
術
館
﹂
に
は
︑

プ
リ
ン
プ
リ
ン
の
ユ
ニ
ー
ク
な

人
形
の
そ
ば
に
︑
手
足
が
す
ら

り
と
長
く
し
な
や
か
な
体
つ
き

を
し
た
少
女
の
木
彫
が
並
ぶ
︒

入
口
で
は
︑
と
ん
が
り
頭
に
白

ひ
げ
の
Ｚ
ｉ
Ｚ
ｉ
が
お
出
迎
え
︒

雰
囲
気
は
ま
っ
た
く
違
う
が
︑

ど
れ
も
友
永
さ
ん
の
作
品
だ
︒

　

人
形
制
作
や
木
彫
に
と
ど
ま

ら
ず
木
版
画
や
ブ
ロ
ン
ズ
な
ど

　

25
歳
で
帰
国
し
︑
本
格
的
に

作
家
活
動
を
始
め
た
︒
都
内
の

画
廊
で
個
展
を
開
く
と
︑
見
に

来
た
美
術
関
係
の
人
が
次
の
仕

事
や
個
展
の
機
会
を
与
え
て
く

れ
︑
そ
の
積
み
重
ね
で
こ
れ
ま

で
来
た
と
い
う
︒

　

39
歳
の
と
き
︑
広
く
て
静
か

な
ア
ト
リ
エ
を
求
め
て
あ
き
る

野
市
深
沢
へ
︒
山
に
抱
か
れ
︑

川
の
流
れ
る
風
景
が
︑
生
ま
れ

育
っ
た
高
知
・
四
万
十
の
雰
囲

気
と
似
て
い
た
こ
と
が
決
め
手

と
な
っ
た
︒﹁
色
使
い
も
形
も
︑

自
然
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い

る
﹂
と
︑
自
ら
の
も
の
づ
く
り

の
原
点
は
自
然
の
中
に
あ
る
と

い
う
︒

も
手
が
け
︑
さ
ら
に
は
自
宅
や

ア
ト
リ
エ
も
手
作
り
す
る
︒

ジ
ャ
ン
ル
に
こ
だ
わ
ら
ず
︑
作

り
た
い
も
の
を
形
に
す
る
造
形

作
家
だ
︒

　

都
内
の
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校

を
卒
業
後
︑
舞
台
美
術
の
会
社

に
入
社
し
た
︒
23
歳
で
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
人
形
劇
団
の
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン
に
合
格
し
た
た
め

退
社
︒
単
身
渡
豪
し
現
地
で
人

形
製
作
の
経
験
を
積
ん
だ
︒

　

若
い
友
永
さ
ん
に
と
っ
て
海

外
の
も
の
づ
く
り
は
実
に
新
鮮

だ
っ
た
︒﹁
日
本
で

は
技
術
に
お
金
を
払

う
が
︑
外
国
は
ア
イ

デ
ア
に
お
金
を
出
す
︒

﹃
も
の
を
つ
く
る
人

は
枠
に
は
ま
っ
ち
ゃ

い
け
な
い
﹄
と
言
わ

れ
た
﹂︒
海
外
で
の

経
験
が
︑
人
ま
ね
で

な
い
自
由
な
作
風
の

土
台
と
な
っ
た
︒

木彫美術の匠

枠
に
は
ま
ら
ず
自
由
に
創
作

様々な刃物を駆使して製作する

と
も
な
が

あ
き
み
つ

ジ
ー
　
　
ジ
ー

Akimitsu Tomonaga  :  Artisan of Wood carving art 



I don’t make anything with no story

石
川 

和
助

　
﹁
お
茶
ぞ
っ
ぺ
の
中
島
屋
﹂

の
石
川
和
助
社
長
︵
1937
生
︶
は
︑

﹁
物
語
の
な
い
も
の
は
作
ら
な

い
﹂︒
お
こ
じ
ゅ
う
︑
し
ょ
っ

ぺ
い
餅
︑
ち
っ
と
ん
餅
な
ど
菓

子
の
名
に
西
多
摩
地
域
の
方
言

を
取
り
入
れ
︑
地
域
の
食
材
を

積
極
的
に
使
っ
て
和
菓
子
を
作

る
︒

　

そ
も
そ
も
店
名
の
﹁
お
茶

ぞ
っ
ぺ
﹂
が
︑
お
茶
の
供
を
意

味
す
る
西
多
摩
弁
だ
︒
地
域
の

言
葉
や
素
材
に
こ
だ
わ
る
こ
と

で
︑
お
菓
子
を
囲
む
団
ら
ん
の

場
に
ふ
る
さ
と
を
届
け
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
あ
る
︒

を
提
供
す
る
の
に
長
年
の
勘
が

生
か
さ
れ
る
と
い
う
︒

　

仕
入
れ
た
餡
を
使
う
店
も
多

い
が
︑
同
店
の
餡
は
白
餡
以
外

は
手
作
り
︒
北
海
道
産
の
小
豆

を
銅
鍋
で
じ
っ
く
り
煮
詰
め
︑

照
り
の
あ
る
き
れ
い
な
餡
に
仕

上
げ
る
︒
亀
甲
早
最
中
の
塩
の

き
い
た
餡
な
ど
は
︑
一
度
食
べ

る
と
ま
た
食
べ
た
く
な
る
味
だ
︒

　

自
身
も
大
の
甘
い
物
好
き
︒

﹁
最
近
は
︑
砂
糖
は
体
に
悪
い

な
ん
て
言
う
人
も
い
る
け
ど
︑

私
は
砂
糖
と
小
豆
を
体
に
入
れ

る
と
活
力
が
出
る
﹂
と
笑
う
︒

和
菓
子
に
元
気
を
も
ら
い
︑
和

菓
子
で
元
気
を
届
け
る
︒

　

高
校
時
代
か
ら
家
業
の
飴
屋

を
手
伝
い
始
め
︑
途
中
で
和
菓

子
に
切
り
替
わ
っ
た
︒
そ
の
道

60
年
︒
独
学
で
技
術
を
身
に
付

け
︑
酒
饅
頭
や
亀
甲
早
最
中
な

ど
の
ヒ
ッ
ト
商
品
を
生
み
出
し

た
︒
ま
ゆ
玉
︑
ぼ
た
も
ち
︑
さ

く
ら
餅
な
ど
伝
統
的
な
季
節
の

菓
子
に
加
え
︑
郷
土
の
Ｐ
Ｒ
に

つ
な
が
る
名
前
を
思
い
つ
く
た

び
に
新
商
品
を
発
売
す
る
ア
イ

デ
ア
マ
ン
︒
た
だ
︑本
人
は﹁
増

え
す
ぎ
て
困
っ
て
ま
す
﹂
と
苦

笑
す
る
︒

　

数
あ
る
菓
子
の
中

で
も
︑
３
月
～
11
月

の
期
間
限
定
で
販
売

す
る
酒
饅
頭
は
自
信

作
︒
自
家
製
の
つ
ぶ

し
餡
を
米
こ
う
じ
で

発
酵
さ
せ
た
生
地
で

包
み
︑
蒸
か
す
︒
そ

の
日
の
気
候
に
よ
っ

て
発
酵
具
合
が
違
う

た
め
︑
安
定
し
た
味

和菓子造りの匠

物
語
の
な
い
も
の
は
作
ら
な
い

照りのあるきれいな自家製の餡

い
し
か
わ

わ
す
け

Wasuke Ishikawa  :  Artisan of Japanese confectionery



糸工房「森」森 

博
　

黒
八
丈
の
帯
や

シ
ョ
ー
ル
︑
ベ
ス
ト
︑

巾
着
な
ど
を
作
製
︒

毎
年
11
月
末
の
作
品

展
で
展
示
・
販
売
し

て
い
る
︒
作
品
展
の

期
間
以
外
で
も
事
前

に
連
絡
す
れ
ば

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
の
見

学
が
で
き
る
︒

糸工房「森」：伊奈 1129
☎ 042-596-0250
午前８時～午後６時、不定休

池谷 森
屋 

一
穂

有限会社 池谷：乙津 170
☎ 042-596-0542
午前 10 時～午後 4 時 30 分、不定休

　

手
で
練
り
︑
手
で

丸
め
た
昔
な
が
ら
の

こ
ん
に
ゃ
く
︒
生
の

こ
ん
に
ゃ
く
芋
だ
け

で
作
る
も
の
と
︑
生

芋
に
芋
粉
を
混
ぜ
て

作
る
も
の
が
あ
る
が
︑

ど
ち
ら
も
気
泡
が
多

く
︑
煮
物
に
す
る
と

味
が
し
み
て
美
味
し

い
︒

森
屋
一
穂
の
手
ど
り
こ
ん
に
ゃ
く

近藤醸造 近
藤 

寛

近藤醸造 株式会社：山田 733-1
☎ 042-595-1212
午前 9 時～午後７時、年中無休

　

国
産
の
大
豆
と
小

麦
を
使
い
︑
１
年
か

け
て
じ
っ
く
り
発
酵
・

熟
成
さ
せ
る
︒
豊
か

な
香
り
と
深
い
味
わ

い
が
特
徴
の
︑
一
番

人
気
の
商
品
︒
創
業

者
の
名
前
を
と
っ
た

﹁
五
郎
兵
衛
醤
油
﹂︑

め
ん
つ
ゆ
︑
ゆ
ず
ぽ

ん
酢
な
ど
も
人
気
︒

キ
ッ
コ
ー
ゴ
丸
大
豆
醤
油

初後亭 清
水 

哲
雄

初後亭：三内 233
☎ 042-596-0541
午前 11 時～午後４時 30 分、木・金曜は定休

　

茹
で
う
ど
ん
を
か

つ
お
節
と
し
ょ
う
ゆ
︑

茹
で
汁
で
味
わ
う
地

元
な
ら
で
は
の
味
︒

地
粉
の
風
味
を
熱
い

う
ち
に
ど
う
ぞ
︒
と

ろ
ろ
︑
納
豆
︑
大
根

お
ろ
し
な
ど
の
﹁
ま

し
﹂
を
好
み
で
加
え

て
楽
し
ん
で
︒

引
き
ず
り
出
し
う
ど
ん



小机林業 小
机 

篤

小机林業：三内 490
☎ 090-1558-1058

　

林
業
家
と
し
て
山

作
業
に
携
わ
り
︑
木

の
ク
セ
や
樹
種
に
よ

る
違
い
を
見
分
け
る

目
を
養
っ
て
き
た
︒

木
の
特
性
と
刃
物
研

ぎ
の
腕
を
生
か
し
︑

タ
モ
網
や
え
さ
箱
を

手
作
り
︒
販
売
は
し

な
い
が
︑
希
望
者
に

は
作
り
方
を
教
え
る
︒

寿美屋 岸 

忠
史

株式会社 寿美屋：五日市 64
☎ 042-596-0018
午前 9 時～午後６時 30 分、不定休

　

空
気
の
乾
燥
す
る

冬
場
に
仕
込
み
︑
半

年
間
︑
蔵
で
寝
か
せ

て
か
ら
売
り
場
に
出

す
︒
茹
で
の
び
せ
ず

コ
シ
が
強
い
の
が
特

徴
︒
そ
ば
︑
う
ど
ん

な
ど
他
の
乾
麺
の
種

類
も
豊
富
︒

寒
そ
う
め
ん

髙橋敏彦視覚デザイン研究室 髙
橋 

敏
彦

髙橋敏彦視覚デザイン研究室：乙津 1312
☎ 042-596-4335

　

店
舗
設
計
デ
ザ
イ

ン
か
ら
商
品
ロ
ゴ
や

パ
ッ
ケ
ー
ジ
︑
ポ
ス

タ
ー
︑
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
な
ど
︒
平
面
か
ら

立
体
的
な
デ
ザ
イ
ン

や
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
︒

　

視
覚
効
果
を
大
切

に
し
た
総
合
的
な
デ

ザ
イ
ン
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
も
行
う
︒

石川綿店 石
川 

勝

石川綿店：山田 894
☎ 0120-0260-85( フリーダイヤル )
午前 9 時～午後６時、日曜日は定休

　

も
め
ん
１
０
０
％

に
こ
だ
わ
り
︑
綿
の

厚
さ
︑
寸
法
︑
生
地

の
柄
な
ど
お
客
の
希

望
に
合
わ
せ
布
団
を

仕
立
て
る
︒
布
団
の

打
ち
直
し
は
随
時
対

応
︒
年
数
回
の
セ
ー

ル
時
に
は
通
常
の
１

～
２
割
安
く
な
る
︒



お茶ぞっぺの中島屋 石
川 

和
助

中島屋：二宮 1261
☎ 042-558-0277
午前 8 時 30 分～午後 7 時、木曜日定休

　

自
家
製
の
つ
ぶ
し

餡
を
米
こ
う
じ
で
発

酵
さ
せ
た
生
地
で
包

み
︑
蒸
か
す
昔
な
が

ら
の
製
法
で
作
る
看

板
商
品
︒
発
酵
に
適

し
た
３
月
～
11
月
の

限
定
販
売
︒お
こ
じ
ゅ

う
︑
ち
っ
と
ん
餅
な

ど
名
前
に
方
言
を
用

い
た
菓
子
も
人
気
︒

酒
饅
頭

深沢小さな美術館 友
永 

詔
三

深沢小さな美術館：深沢 492
☎ 042-595-0336　（12 月から 3 月までは閉館）
午前 10 時～午後 5 時、水・木曜日定休

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
人
形

劇
﹁
プ
リ
ン
プ
リ
ン

物
語
﹂
の
人
形
美
術
・

制
作
を
担
当
︒
独
特

の
雰
囲
気
を
放
つ
少

女
像
や
愛
嬌
た
っ
ぷ

り
の
Ｚ
ｉ
Ｚ
ｉ
な
ど

を
自
由
に
創
作
す
る

造
形
作
家
︒
い
ず
れ

も
深
沢
小
さ
な
美
術

館
に
展
示
さ
れ
て
い

る
︒





首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

日の出 I.C.

あきる野 I.C.

JR 立川駅

JR 拝島駅

◎あきる野市役所
JR熊川駅JR 秋川駅

JR 武蔵引田駅

JR 武蔵増戸駅

JR 東秋留駅

あ
き
る
野
の

匠
マ
ッ
プ

糸工房「森」：伊奈 1129
☎ 042-596-0250
8:00 ～ 18:00、不定休

近藤醸造 株式会社：山田 733-1
☎ 042-595-1212
9:00 ～ 19:00、年中無休

お茶ぞっぺの中島屋：二宮 1261
☎ 042-558-0277
8:30 ～ 19:00、木曜定休

石川綿店：山田 894
☎ 0120-0260-85( フリーダイヤル )
9：00 ～ 18:00、日曜日は定休

近
藤 

寛
森 

博
石
川 

勝



大岳山

日の出山

麻生山

勝峰山

馬頭刈山 高明山

城山

臼杵山

刈寄山

市道山

JR 武蔵五日市駅
髙
橋
敏
彦 森

屋
一
穂

岸
忠
史

清
水
哲
雄

小
机 

篤

友
永 
詔
三

深沢小さな美術館：深沢 492
☎ 042-595-0336
10:00 ～ 17：00
水・木曜は定休
12 ～ 3 月は閉館

髙橋敏彦視覚デザイン研究室：乙津 1312
☎ 042-596-4335
◎小さなギャラリー（茶房むべ）
11:00 ～ 18:00

小机林業：三内 490
☎ 090-1558-1058
◎小机邸喫茶室 安居
金～月、11:00 ～夕方

初後亭：三内 233
☎ 042-596-0541
11:00 ～ 16:30
木・金曜は定休

有限会社 池谷：乙津 170
☎ 042-596-0542
10:00 ～ 16:30、不定休

株式会社 寿美屋：五日市 64
☎ 042-596-0018
9:00 ～ 18:30、不定休



問合せ
あきる野市　環境経済部　観光まちづくり推進課
〒190-0164　東京都あきる野市五日市 411 番地
TEL：042-595-1135


