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活
か
す
東
京
都
指
定
の
伝
統
工

芸
品
・
東
京
仏
壇
の
伝
統
を
継

承
し
な
が
ら
、現
代
の
生
活
ス

タ
イ
ル
に
も
マ
ッ
チ
す
る
新
し

い
お
仏
壇
を
提
案
・
製
作
し
て

い
る「
あ
と
う
仏
壇
製
作
所
」。

創
業
か
ら
九
〇
余
年
、人
々
の

心
を
動
か
す
製
品
を
生
み
続
け

て
い
る
。

　

創
業
者
阿
藤
要
氏
は
、大
正

時
代
の
初
め
に
上
野
の
仏
壇

職
人
に
弟
子
入
り
し
、厳
し
い

徒
弟
制
度
の
も
と
で
修
業
を

積
み
技
術
を
身
に
つ
け
、大
正

十
一
年（
一
九
二
二
）
に
は
独

立
を
果
た
す
。
要
氏
は
、大
店

の
下
請
け
と
し
て
厳
し
い
条

件
の
も
と
で
仕
事
を
し
て
い

た
仏
壇
職
人
た
ち
が
、そ
れ
ぞ

れ
の
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う

に
、組
合
組
織
の
構
築
に
尽
力

す
る
。
そ
し
て
そ
の
組
合
で

東
京
仏
壇
の
設
計
図
を
つ
く

　

台
東
区
は
古
く
か
ら
の
職
人

町
と
し
て
知
ら
れ
、今
も
多
く

の
伝
統
技
術
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
そ
の
台
東
区
に
あ
る
佐

竹
商
店
街
は
、東
京
で
最
も
歴

史
の
あ
る
商
店
街
で
あ
る
。
そ

こ
に
店
を
構
え
る「
あ
と
う
仏

壇
製
作
所
」
は
、お
仏
壇
の「
本

質
」
を
職
人
の
技
を
通
し
て
現

在
に
伝
え
て
い
る
。

　

か
つ
て
は
、
家
の
中
心
に

あ
っ
た
お
仏
壇
が
存
在
し
な
い

家
庭
も
増
え
て
い
る
今
。「
本

物
の
お
仏
壇
は
自
然
に
手
を
合

わ
せ
た
く
な
る
お
仏
壇
」
と
い

う
、先
代
の
思
い
を
胸
に
、三
代

に
わ
た
っ
て
日
本
の
文
化
を
広

め
て
い
る
。
華
美
な
装
飾
よ
り

も
厳
選
さ
れ
た
木
地
の
良
さ
を

り
上
げ
る
。
そ
れ
は
、東
京
仏

壇
と
い
う
江
戸
か
ら
の
歴
史

あ
る
伝
統
技
術
を
後
世
に
伝

え
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、職

人
が
技
術
を
身
に
つ
け
る
上

で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
と
な
っ
た
。

　

二
代
目
で
あ
る
阿
藤
忠
保
氏

は
平
成
四
年（
一
九
九
二
）
に

高
度
な
伝
統
技
術
で「
東
京
都

伝
統
工
芸
士
」
に
認
定
さ
れ
る
。

平
成
九
年（
一
九
九
七
）
に
は

東
京
都
功
労
者
と
し
て
知
事
に

よ
り
表
彰
を
受
け
て
い
る
。
創

業
者
の
意
志
を
受
け
継
い
だ
忠

保
氏
は
、黒
檀
や
紫
檀
な
ど
銘

木
を
使
い
伝
統
技
術
を
守
り
な

が
ら
も
東
京
人
好
み
の
シ
ン
プ

ル
で
モ
ダ
ン
な
仏
壇
製
作
を
行

う
。
生
活
ス
タ
イ
ル
が
激
し
く

変
化
す
る
時
代
の
中
で
、使
う

人
の
立
場
に
立
ち
、機
能
性
、使

い
や
す
さ
に
目
を
向
け
る
こ
と

も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
心
を
こ

め
て
作
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
作
品

は
全
国
伝
統
的
工
芸
品
展
等
で

数
々
の
受
賞
に
輝
い
て
い
る
。

　

三
代
目
広
行
氏
は「
ど
ん
な

に
時
代
が
変
わ
っ
て
も
お
客

様
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
心

の
通
っ
た
お
仏
壇
を
作
り
続

け
て
い
き
た
い
で
す
ね
」
と
語

る
。
百
人
い
れ
ば
百
通
り
の
お
仏

壇
が
あ
っ
て
然
り
と
言
う
広
行

氏
は
、お
客
様
の
生
活
ス
タ
イ
ル

や
故
人
へ
の
想
い
を
聞
き
、プ
ロ

の
目
か
ら
最
適
の
商
品
を
提
案
し

て
い
る
。
洋
間
に
置
い
て
も
違
和

感
の
な
い
デ
ザ
イ
ン
や
、椅
子
に

座
っ
て
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
お
仏
壇
な
ど
も
あ
る
。

「
仏
壇
」
そ
れ
は
、私
達
が
自
分

を
支
え
、守
っ
て
く
れ
た
故
人
や

先
祖
へ
の
感
謝
を
伝
え
る
場
所

で
あ
る
。
家
族
の
繋
が
り
、絆
の

大
切
さ
が
叫
ば
れ
て
い
る
今
、改

め
て
、そ
の
本
当
の
意
味
、大
切

な
心
を
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ

る
こ
と
を
、下
町
の
佐
竹
商
店
街

に
あ
る「
あ
と
う
仏
壇
製
作
所
」

は
伝
え
て
い
る
。

Sin c e  1922

江戸時代からの伝統的な技法
を用いて製作された、東京都
指定・伝統工芸品である東京
仏壇。最高の木地に細部にま
で彫刻が施されている

3

佐竹商店街にある
店舗。遠くは九州
など全国からオリ
ジナルのお仏壇を
求め、多くの人々
が訪ねている

7

日
本
の
伝
統
技
術
を

後
世
に
伝
え
る

時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
も

心
の
通
う
お
仏
壇
を

あとう仏壇製作所
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創業者である阿藤要
氏。職人の組合組織
である東京唐木仏壇
工業協同組合の設立
にも関わる

1

昭 和 58 年（1983）
に百貨店で開催され
た伝統工芸展で店頭
に立つ三代目の阿藤
広行氏。店頭で直
接お客様に本物の
良さを伝えている

4

東京都伝統工芸士に
認められた二代目、
阿藤忠保氏。確かな
技術で生み出された
仏壇作りで、数々の
受賞歴を誇る

2

洋室に置かれるこ
とが多くなったお
仏壇。その部屋に合
わせた色合いやデ
ザインで製作する。
新しいデザインの
物にも確かな職人
の技術が息づく

6

現在代表を務める
阿藤広行氏。様々
な思いや事情を持
つお客様一人一人
に合ったお仏壇を
提案してくれる

5
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本店ショールーム　
東京都台東区台東 3-27-11 佐竹商店街
TEL03-3835-8777

水曜定休　営業時間 10：00 〜 19：00 
都営大江戸線新御徒町駅・
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩 5 分 
http://www.atou.co.jp/

あとう仏壇製作所

小島店ショールーム
東京都台東区小島 2-6-3（駐車場あり）
TEL03-3851-4440

工芸品から家具調まで
暮らしにそっと寄り添う

現代のお仏壇

edogaku-selection

　

お
仏
壇
と
い
う
も
の
は
奥

が
深
い
。
日
本
人
は
古
く
か

ら
仏
壇
を
、
仏
様
や
故
人
を

祀
る
た
め
の
も
の
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
感
謝
の
心
や

礼
節
の
大
切
さ
、
そ
し
て
世

代
か
ら
世
代
へ
と
受
け
継
が

れ
る
家
族
の
絆
を
伝
え
る
も

の
と
し
て
、
大
切
に
し
て
き

た
。
そ
れ
は
核
家
族
化
が
進

み
、
生
活
様
式
が
変
化
し
つ

つ
あ
る
現
代
、
よ
り
一
層
見

直
さ
れ
つ
つ
あ
る
習
慣
だ
。

　

と
は
い
え
、
実
際
に
『
我
が

家
に
お
仏
壇
を
』
と
思
っ
た

時
、
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
、

な
か
な
か
判
断
が
つ
か
な
い

の
が
現
実
で
あ
る
。
度
々
買
い

換
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

こ
そ
、
信
頼
出
来
る
仏
壇
店
に

依
頼
し
た
い
も
の
。

　

昔
な
が
ら
の
下
町
の
風
情

を
今
な
お
残
す
台
東
区
の
佐

竹
商
店
街
で
、
三
代
に
渡
り

九
〇
年
以
上
仏
壇
店
を
営
ん

で
き
た
「
あ
と
う
仏
壇
製
作

所
」
は
、
そ
ん
な
時
、
安
心
し

て
相
談
出
来
る
、
温
か
な
下
町

の
老
舗
だ
。

　

三
代
目
の
阿
藤
広
行
さ
ん
が

大
切
に
し
て
き
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
伝
統
工
芸
士
で
も

あ
っ
た
先
代
・
忠
保
さ
ん
の

『
自
然
に
手
を
合
わ
せ
る
気
持

ち
に
な
れ
る
も
の
が
本
物
の
仏

壇
だ
よ
』
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な

言
葉
に
込
め
ら
れ
た
姿
勢
だ
。

「
設
置
さ
れ
る
家
の
間
取
り
や

生
活
の
ス
タ
イ
ル
、
ご
家
族

の
希
望
に
応
じ
て
、
色
ん
な

お
仏
壇
の
姿
が
あ
っ
て
良
い

と
思
う
ん
で
す
。
一
番
大
切

に
出
来
る
形
で
の
お
仏
壇
の

お
誂
え
を
お
手
伝
い
致
し
ま

す
。
ま
ず
は
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
」

　

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
は
、
伝

統
美
が
美
し
い
古
来
の
ス
タ

イ
ル
か
ら
、
現
代
の
都
市
型

生
活
に
も
馴
染
む
モ
ダ
ン
な

も
の
、
足
腰
が
不
自
由
な
方

に
も
手
入
れ
が
し
や
す
い
電

動
式
や
、
火
事
の
危
険
が
無

い
Ｌ
Ｅ
Ｄ
付
き
の
も
の
な
ど
、

多
種
多
様
な
お
仏
壇
が
並
ぶ
。

ず
っ
と
大
切
に
出
来
る
お
仏

壇
の
形
が
、
こ
こ
な
ら
き
っ

と
見
つ
か
る
は
ず
だ
。

優しい笑顔が印象的
な、あとう仏壇代
表の阿藤広行さん

本店ショールームに展示されているお仏壇。細部の美しさが際立つ
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仏壇 あとう
〈本店ショールーム〉
東京都台東区台東 3-27-11
☎ 03-3835-8777
〈小島店ショールーム〉
東京都台東区小島 2-6-3
☎ 03-3851-4440
http://www.atou.co.jp/

上／佐竹商店街に建つ「仏壇 あとう」と四代目稔さん　左下／現代に残る伝統工芸を紹介す
べく、「東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞」に出品した東京仏壇。外側は黒檀、内側にはケ
ヤキが使われ、扉部分の左右対称の木目もすべて自然のものだ　右下／伝統的な仏壇から家
具調のものまで、それぞれの生活スタイルに合わせた仏壇が並ぶ

「
良
い
仏
壇
は
、
自
然
と
手
を
合
わ
せ
た
く
な
る
も
の
」

唐か
ら

木き

と
呼
ば
れ
る
上
質
な
素
材
で
造
ら
れ
た
仏
壇
は
、
木
の
温
も
り
と
厳
か
な
空
気
を
ま
と
う

今
在
る
こ
と
へ
の
感
謝
を
表
す
、
そ
れ
ぞ
れ
の
東
京
仏
壇
を
。

ご
先
祖
様
へ
感
謝
の
気
持
ち
が
届
く
よ
う

素
材
を
生
か
し
、熟
練
の
技
を
施
し
た
東
京
仏
壇

仏壇 あとう
　

日
本
で
二
番
目
に
歴
史
の
古
い
佐
竹
商
店
街

に
、創
業
九
〇
年
を
超
え
る
老
舗「
仏
壇 

あ
と

う
」
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
扱
う
東
京
仏
壇
の
魅
力
は
、素
材
で
あ

る
木
の
良
さ
を
引
き
出
し
た
シ
ン
プ
ル
な
装
飾
。

そ
の
技
術
の
高
さ
と
希
少
性
か
ら
、東
京
都
の
伝

統
工
芸
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。
紫
檀
や
黒
檀

な
ど
、釘
も
打
て
な
い
ほ
ど
硬
く
上
質
な
木
材
を
、

何
年
も
か
け
て
自
然
乾
燥
さ
せ
た
の
ち
、数
ヵ
月

費
や
し
熟
練
の
技
で
仕
上
げ
て
い
く
。
ぴ
た
り

と
合
っ
た
木
目
か
ら
は
確
か
な
技
術
が
伝
わ
っ

て
く
る
。
仏
壇
は「
ご
先
祖
様
が
住
む
家
」
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、職
人
は
目
に
見
え
な
い
箇
所

で
あ
っ
て
も
一
切
手
を
抜
か
な
い
の
だ
と
い
う
。

「
ご
先
祖
様
へ
の
感
謝
を
表
す
こ
と
で
、家
族
と

の
つ
な
が
り
を
感
じ
ら
れ
る
の
が
仏
壇
の
良
さ

で
す
。
求
め
る
形
は
人
そ
れ
ぞ
れ
、百
人
い
れ
ば

百
通
り
の
形
が
あ
り
ま
す
。
お
客
さ
ま
と
十
分

に
対
話
し
て
、自
然
と
手
を
合
わ
せ
た
く
な
る
よ

う
な
仏
壇
を
選
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
」
そ
う
語

る
の
は
三
代
目
の
阿
藤
広
行
さ
ん
。
そ
の
想
い

は
四
代
目
稔
さ
ん
が
受
け
継
い
で
い
く
。



東 
京
仏
壇

流麗な彫刻と、微かに
紫の輝きを帯びる唐木
の風合い、細部に至る
まで、技と美意識を感
じさせる、まさに「逸品」

本店ショールーム
東京都台東区台東 3-27-11
TEL 03-3835-8777
小島店ショールーム
東京都台東区小島 2-6-3
TEL 03-3851-4440　
http://www.atou.co.jp/

お仏壇のこと、本当に知っていますか？
江戸の美意識がそっと漂う、これが「東京のお仏壇」
　日本全国、地方によって文化や習慣
が異なるように、仏壇の姿も地域に
よって少しずつ異なるのだというこ
とを、知っている方は意外と少ない
のではないだろうか。黒檀や紫檀な
どの高級な木材を用いた、いわゆる
唐木の仏壇は明治以降、各地で作ら
れているが、特に東京において作ら
れたものは、華美に飾ることを野暮
とする江戸の気風を反映し、錺金具
などの装飾をあえて用いない、渋好
みの美意識が反映されたものとなっ
ている。これを「東京仏壇」と呼び、
伝統工芸品にも指定されている。
　唐木の仏壇を創りだす技術を習得
するには、長い年月が必要であり、
近年は職人の数も減少傾向にあるが、
東京仏壇が持つ洗練された美しさを
愛する人は今も多い。
　台東区の歴史ある佐竹商店街で、

90 年以上に渡って仏壇店を営んでき
た「あとう仏壇製作所」の先代、阿
藤忠保さんも、東京仏壇に携わる優
れた伝統工芸士として腕を振るった
人だった。三代目の広行さんは『自
然に手を合わせる気持ちになれるも
のが、本物の仏壇だよ』という先代
の言葉を、今も大切にしている。
　あとう仏壇製作所を訪れる人々は、
お仏壇の新調やリフォームの相談は
もちろんのこと、日々の仏具を買い
求める方から、仏事のちょっとした
問い合わせに来る方まで様々。どん
な質問にも、気さくな笑顔で対応す
る阿藤さんの佇まいに、この店が長
年に渡って厚い信頼を寄せられてき
た理由を見る思いがする。
　実は「知らないことだらけ」かもし
れない仏壇のこと。安心して相談でき
る仏壇店があるのは良いものである。

佐竹商店街の中にある本店。修理や
リフォームの相談も受け付けている

先代・阿藤忠保さんによる、屋久杉
の仏壇。圧倒的な佇まい
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