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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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名店アルバムAtou
 B

uts
ud

an

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


