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ア
イ
ル
ソ
ン
の
広
大
な
景
色

Ｇｒｅｅｎ  ｐｒｏｐ「サスティナビル」で展示販売を
行ったサイクラーズのデザイナーたち（左から
三谷さん、東條さん、島田さん）

「
道
の
駅
し
ゃ
り
」
に
あ
る
ス
ト
リ
ー
ト
ピ
ア
ノ
。
知
床
の
シ

ン
ボ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
知
床
ト
コ
さ
ん
」
が
描
か
れ
て
い
る

音の波が、語ることは   （6）
12 月、森の音

海を歌い、考える　深海合唱団　牧野 くみ

“
知
床
の
岬
に

は
ま
な
す
の
咲
く
こ
ろ

思
い
出
し
て
お
く
れ

俺
た
ち
の
事
を

飲
ん
で
騒
い
で

丘
に
の
ぼ
れ
ば

は
る
か
ク
ナ
シ
リ
に

白び
ゃ
く
や夜
は
明
け
る
〟

（
１
９
７
０
年
加
藤
登
紀

子
「
知
床
旅
情
」
作
詞
作

曲
・
森
繁
久
彌 

よ
り
引

用
）

　　

知
床
の
朝
は
早

い
。
帰
省
す
る
と
空

が
明
る
く
な
る
の
が

早
い
た
め
、
東
京
で

生
活
し
て
い
る
時
よ

り
も
早
く
目
が
覚
め

る
。

　

北
海
道
の
東
端
に

あ
る
知
床
は
、
２
０

０
５
年
に
世
界
遺
産

登
録
を
受
け
た
。
日

本
で
初
め
て
の
海
洋

を
含
む
遺
産
登
録
で

あ
る
。
北
半
球
に
お

い
て
流
氷
が
到
達
す

る
南
限
で
あ
る
こ

と
、
豊
か
な
生
態
系

が
あ
り
、
希
少
な
動

植
物
が
現
存
し
て
い

る
こ
と
な
ど
が
そ
の

登
録
理
由
だ
。

　

私
の
出
身
地
で
あ

る
知
床
半
島
の
オ

ホ
ー
ツ
ク
側
・
斜し

ゃ
り里

町
で
は
、「
し
れ
と

こ
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
運

動
」
と
い
う
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
い
る
。１
９
７
７
年
、

斜
里
町
は
乱
開
発
の
危
機
に

面
し
て
い
た
知
床
国
立
公
園

内
の
開
拓
跡
地
を
保
全
す
る

た
め
、
土
地
買
い
取
り
の
た

め
の
寄
付
を
全
国
へ
募
っ
た

こ
と
が
発
端
だ
。

　

１
９
８
７
年
、
林
野
庁
に

よ
る
知
床
の
伐
採
計
画
が

あ
っ
た
が
、
斜
里
町
内
外
か

ら
大
き
な
反
対
の
声
が
上

が
っ
た
。
後
に
林
野
庁
は
当

初
の
予
定
を
変
更
し
、
伐
採

予
定
地
を
含
め
た
知
床
の
国

有
林
を
「
森
林
生
態
系
保
護

地
域
」
と
し
て
指
定
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
意
思
を
持
っ
て

上
げ
た
声
が
国
の
判
断
に
影

響
を
与
え
た
こ
と
は
、
イ
ン

パ
ク
ト
が
大
き
か
っ
た
だ
ろ

う
。

　

そ
の
後
寄
付
金
が

集
ま
り
、
１
９
９
７

年
に
は
土
地
の
大
部

分
を
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
以
降
は

土
地
を
守
る
だ
け
で

は
な
く
、
未
来
に
向

け
て
自
然
を
再
生
さ

せ
る
・
育
て
る
取
り

組
み
を
行
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
一
連
の

取
り
組
み
が
「
し
れ

と
こ
１
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル
運
動
」
で

あ
る
。

　
「
し
れ
と
こ
で
夢

を
買
い
ま
せ
ん
か
」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
に
惹
か
れ
て

寄
付
を
し
た
方
も
い

る
だ
ろ
う
。
私
も
さ

さ
や
か
な
が
ら
家
族

と
一
緒
に
寄
付
を
し

て
い
る
。
大
き
な
自

然
を
、
小
さ
な
一
人
ひ
と
り

が
身
近
に
感
じ
、
ア
ク
シ
ョ

ン
を
起
こ
し
声
を
上
げ
た
こ

と
に
よ
り
、
目
標
が
実
現
し

た
。
時
代
は
下
り
、
白
夜
は

幾
度
明
け
た
だ
ろ
う
か
。
先

人
た
ち
が
守
っ
た
夢
を
、
今

度
は
私
た
ち
が
育
て
る
番

だ
。

故郷の「しれとこ１００平方メートル運動」に思う
先人たちが守った夢を、今度は私たちが育てる番

　

ク
リ
ス
マ
ス
に
大
晦
日
、
お
正
月
。

年
末
は
慌
た
だ
し
く
浮
き
足
立
つ
も
の

で
す
が
、
同
時
に
増
え
て
く
る
の
が
強

盗
や
窃
盗
で
す
。
最
近
は
闇
バ
イ
ト
が

社
会
問
題
化
し
て
お
り
、そ
の
原
因
は
、

貧
困
と
教
養
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
と
い
う
わ
け
で
、
今
月
は
江
戸
の

貧
困
と
教
育
の
お
話
で
す
。

　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

江
戸
時
代
の
庶
民
と
下
級
武
士
達
は

概
ね
貧
乏
だ
っ
た
。
と
な
れ
ば
無
法
地

帯
だ
っ
た
の
か
と
思
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
案
外
と
そ
う
で
も
な
い
。
犯
罪
に

対
し
て
べ
ら
ぼ
う
に
刑
が
重
か
っ
た
の

だ
。

　

強
盗
殺
人
は
現
在
と
同
じ
く
死
罪
確

定
だ
し
、「
十
両
盗
め
ば
首
が
飛
ぶ
」

で
あ
っ
た
。
現
金
で
は
な
く
物
品
だ
と

し
て
も
、
十
両
相
当
と
判
断
さ
れ
れ
ば

死
罪
だ
。
十
両
以
下
の
場
合
は
入
墨
で

あ
る
が
、
３
回
目
で
死
罪
と
な
っ
た
。

放
火
は
市
中
引
き
回
し
の
上
に
火
あ
ぶ

り
の
刑
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
刑
罰
は
犯
罪
の
抑
止
力
と

な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、

そ
も
そ
も
貧
乏
で
明
日
を
も
知
れ
ぬ
身

と
な
れ
ば
、
背
に
腹
は
か
え
ら
れ
ぬ
と

い
う
理
屈
で
実
行
す
る
者
も
出
る
。
そ

こ
で
幕
府
は
就
労
の
支
援
を
積
極
的
に

行
っ
た
。

　

徳
川
家
康
が
江
戸
に
幕
府
を
開
府
し

た
と
き
、
窃
盗
団
が
盗
み
や
強
盗
を
繰

り
返
し
て
い
た
。
家
康
は
「
泥
棒
の
こ

と
は
泥
棒
が
よ
く
知
っ
て
い
る
だ
ろ

う
」
と
、
窃
盗
団
の
親
分
・
鳶
沢
甚
内

に
泥
棒
検
挙
の
協
力
を
命
じ
た
。
す
る

と
甚
内
は
「
協
力
す
る
の
は
や
ぶ
さ
か

で
は
な
い
が
、
貧
乏
で
あ
る
以
上
窃
盗

は
な
く
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
れ
を

聞
い
た
家
康
は
甚
内
に
古
着
の
専
売
権

を
与
え
た
。
甚
内
は
子
分
と
集
め
た
古

着
で
古
着
商
を
始
め
、
他
の
泥
棒
達
も

次
々
と
古
着
商
に
転
向
。
泥
棒
よ
り
も

リ
ス
ク
が
低
く
稼
げ
た
の
だ
。
古
着
商

の
町
は
甚
内
の
名
を
取
り
「
鳶
沢
町
」

と
い
っ
た
。
現
在
は
繊
維
問
屋
街
と
な

り
、「
富
沢
町
」
と
し
て
名
が
残
る
。

　

商
売
や
就
労
に
は
読
み
書
き
そ
ろ
ば

ん
が
必
須
だ
。
こ
れ
が
で
き
な
い
と
、

働
く
こ
と
は
お
ろ
か
、
搾
取
さ
れ
る
側

に
も
な
っ
て
し
ま
う
。
犯
罪
が
蔓
延
す

る
国
に
経
済
や
文
化
の
発
展
は
な
い
。

そ
こ
で
幕
府
は
学
問
も
身
分
を
問
わ
ず

奨
励
し
た
。
武
家
の
子
ど
も
達
は
幼
い

頃
か
ら
儒
学
を
学
ぶ
。
庶
民
の
子
ら
は

町
の
寺
子
屋
に
通
い
、
習
字
に
素
読
、

算
術
、
道
徳
も
学
ん
だ
。
職
人
の
子
も

奉
公
の
子
も
、
ど
ん
な
に
家
の
仕
事
が

忙
し
く
て
も
勉
強
優
先
で
、落
語
の「
藪

入
り
」
で
は
、
読
み
書
き
も
礼
儀
も
身

に
つ
け
て
戻
っ
て
き
た
子
に
親
が
感
激

す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

　

吉
原
で
働
く
遊
女
た
ち
も
、
そ
れ
な

り
の
店
と
も
な
れ
ば
教
養
は
必
須
だ
っ

た
。
大
名
や
大
店
の
主
人
を
相
手
に
す

る
の
だ
か
ら
、
政
治
経
済
の
知
識
は
必

須
。歌
も
詠
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で「
源

氏
物
語
」
や
「
古
今
和
歌
集
」
は
必
修

科
目
だ
っ
た
。

　

明
治
維
新
後
、
任
侠
の
清
水
次
郎
長

は
東
征
総
督
府
よ
り
道
中
探
索
方
を
命

じ
ら
れ
、
山
岡
鉄
舟
ら
と
知
己
と
な
っ

て
か
ら
は
博
徒
か
ら
足
を
洗
い
、
そ
の

後
は
富
士
の
裾
野
の
開
墾
に
従
事
す
る

な
ど
明
治
政
府
の
施
策
に
協
力
し
た
。

「
学
問
が
な
く
て
は
自
分
の
よ
う
に
道

を
外
し
て
し
ま
う
」
と
、
私
塾
の
英
語

教
育
を
熱
心
に
後
援
し
、
自
ら
も
学
ん

だ
と
い
う
。

　

来
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
蔦
屋
重
三
郎

を
主
人
公
と
し
た「
べ
ら
ぼ
う
」だ
。「
光

る
君
へ
」に
続
く
、文
学
や
書
物
が
テ
ー

マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
読
書
は
誰

で
も
始
め
ら
れ
る
学
び
の
方
法
。
図
書

館
も
町
の
本
屋
さ
ん
も
存
続
が
危
ぶ
ま

れ
て
い
る
が
、
ど
う
か
教
育
の
場
が
等

し
く
与
え
ら
れ
る
世
で
あ
り
ま
す
よ
う

に
。

た
。
個
人
を
打
ち
出
し
な
が
ら
も
、
全
体

の
空
間
と
し
て
は
ま
と
ま
り
が
あ
る
、
と

い
う
形
に
仕
上
が
っ
た
」と
三
谷
さ
ん
。

周
辺
か
ら
の
注
目
も
大
き
か
っ
た
よ
う

で
、
両
社
は
今
後
も
コ
ラ
ボ
イ
ベ
ン
ト

な
ど
を
企
画
し
て
い
き
た
い
考
え
だ
。

江戸の防犯対策は「教育」と「就労」

江戸に学ぶSDGs
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サ
イ
ク
ラ
ー
ズ
で
は
廃
棄
予
定
の
家
具

を
、
デ
ザ
イ
ン
の
力
に
よ
り
モ
ノ
の
価
値

を
蘇
ら
せ
る
「
Ｒ
ｅ
：
Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｅ
（
リ
メ

イ
ク
）
家
具
」
ブ
ラ
ン
ド
ｅ
ｎ
ｌ
ｏ
ｏ
ｐ

（
エ
ン
ル
ー
プ
）
の
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

ｅ
ｎ
ｌ
ｏ
ｏ
ｐ
は
現
在
、
美
術
大
学
出
身

の
デ
ザ
イ
ナ
ー
３
人
に
よ
り
運
営
し
て
お

り
、
今
年
２
月
に
商
標
登
録
完
了
し
た
こ

と
を
受
け
、“
新
品
よ
り
も
、ず
っ
と
い
い
〟

を
テ
ー
マ
に
、
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
新
た
に

始
動
し
た
。
廃
棄
と
な
り
め
ぐ
っ
て
き
た

家
具
を
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
一
人
ひ
と
り
が
デ

ザ
イ
ン
し
、
新
た
な
価
値
を
与
え
る
こ
と

に
よ
り
、
暮
ら
し
に
寄
り
添
っ
た
、
大
量

生
産
型
の
家
具
と
は
ま
た
一
味
違
う
ユ

ニ
ー
ク
な
Ｒ
ｅ
：
Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｅ
家
具
へ
と
生

ま
れ
変
わ
ら
せ
る
。

　

一
方
、
会
場
と
な
っ
た
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ

ル
は
Ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ 

ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
が
東
京
支

店
と
し
て
４
月
、
港
区
田
町
に
新
た
に
設

け
た
拠
点
で
、
同
社
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る

「
持
続
可
能
な
未
来
の
た
め
に
」
を
体
現

す
る
建
物
と
な
っ
て
い
る
。
築
19
年
の
３

階
建
て
ビ
ル
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
、
内

外
装
に
は
古
材
等
を
活
用
。
同
社
が
取
り

組
ん
で
き
た
廃
棄
物
の
適
正
処
理
・
リ
サ

イ
ク
ル
を
通
じ
た
環
境
保
全
の
仕
組
み
や

サ
ー
ビ
ス
を
体
感
で
き
る
つ
く
り
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
１
階
部
分
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
開
放
、
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
実
践
す
る
た
め
の
発
信
基

地
と
し
て
行
く
考
え
で
、
今
回
は
そ
の
第

「サスティナビル」で「ｅｎｌｏｏｐ」イベント開催
サイクラーズが

Ｇｒｅｅｎ ｐｒｏｐとコラボ リメイク家具の展示即売会実施

環
型
社
会
」
を
目
指
す
両
社
の
想
い
が
一

致
し
て
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
と
な
っ
た
。

　

作
品
を
制
作
し
た
サ
イ
ク
ラ
ー
ズ
・
デ

ザ
イ
ナ
ー
で
入
社
３
年
目
の
三
谷
薫
子
さ

ん
は
今
回
の
会
場
に
つ
い
て
、「
昔
の
蔵

戸
を
扉
の
一
部
と
し
て
使
っ
て
い
た
り
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
古
材
を
使
っ
て
い
た
り

と
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
、
ぜ
ひ
こ
こ
に

作
品
を
置
か
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ

た
」
と
話
す
。
２
年
目
の
島
田
ち
ひ
ろ
さ

ん
は
「
こ
れ
ま
で
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
一
角

や
商
業
施
設
な
ど
で
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て

来
た
が
、
今
回
の
会
場
は
コ
ン
セ
プ
ト
や

想
い
が
一
緒
で
、
空
間
全
部
が
一
致
す
る

と
感
じ
た
」
と
す
る
。
１
年
目
の
東
條
鈴

菜
さ
ん
は
、「
古
材
を
使
っ
て
雰
囲
気
の

あ
る
建
物
だ
っ
た
の
で
、
自
分
の
作
品
も

木
の
雰
囲
気
を
活
か
す
こ
と
な
ど
を
心
が

け
た
」
と
し
て
い
る
。

　

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
の
特
徴
に
つ
い
て
、

「
こ
れ
ま
で
は
作
品
の
数
で
場
所
を
決
め

る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
今
回
は
ま
ず
会

場
を
見
て
そ
れ
に
合
う
家
具
を
作
っ
て

い
っ
た
。
ま
た
、
新
た
な
試
み
と
し
て
作

品
ご
と
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
名
前
を
明
記
し

１
号
と
な
っ
た
。

　

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
サ
ス
テ
ィ
ナ

ビ
ル
が
田
町
に
あ
る
古
材
等
を
利
活
用
し

た
ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
木
材
や
グ
リ
ー
ン

に
囲
ま
れ
た
オ
フ
ィ
ス
街
の
オ
ア
シ
ス
を

連
想
さ
せ
る
た
め
、“
ｏ
ａ
ｓ
ｉ
ｓ
〟
を

テ
ー
マ
と
し
、
日
々
の
忙
し
さ
を
忘
れ
、

リ
メ
イ
ク
家
具
が
も
た
ら
す
く
つ
ろ
ぎ
と

ト
キ
メ
キ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
空
間

と
な
っ
た
。
ま
た
、
10
月
31
日
に
は
端
材

を
使
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
さ

れ
た
。 

　

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
に
至
っ
た
経
緯

に
つ
い
て
、
サ
イ
ク
ラ
ー
ズ
の
山
田
晃
一

取
締
役
は
、「
も
と
も
と
廃
棄
物
関
連
事
業

で
取
引
が
あ
り
、
当
社
の
営
業
か
ら
ｅ
ｎ

ｌ
ｏ
ｏ
ｐ
の
展
開
の
中
で
も
一
緒
に
で
き

な
い
か
と
い
う
声
が
あ
り
、
サ
ス
テ
ィ
ナ

ビ
ル
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
聞
い
て
ぜ
ひ
や
り

た
い
と
い
う
こ
と
で
お
願
い
し
、
実
現
し

た
」
と
話
す
。
ま
た
、
Ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ 

ｐ
ｒ

ｏ
ｐ
の
森
松
知
昭
取
締
役
は
、「
東
京
支
店

の
一
階
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
と
し

て
開
放
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
た
中

で
お
話
を
い
た
だ
き
、
実
際
の
活
動
を
見

て
感
銘
を
受
け
、
ぜ
ひ
使
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
た
」
と
す
る
。「
持
続
可
能
な
資
源
循

　

サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
追
求
す
る
サ
イ
ク
ラ
ー
ズ
（
東
京
都
大
田
区
）

と
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
会
社
で
リ
ユ
ー
ス
品
の
流
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
「
Ｒ
ｅ
Ｓ

Ａ
Ｃ
Ｏ
」
を
手
掛
け
る
ト
ラ
イ
シ
ク
ル
（
東
京
都
品
川
区
）
は
、
10
月
28
日
～
11

月
１
日
の
５
日
間
、
循
環
を
テ
ー
マ
と
し
た
リ
メ
イ
ク
家
具
の
展
示
販
売
会
「
Ｒ

ｏ
ｏ
ｍ 

ｅ
ｎ
ｌ
ｏ
ｏ
ｐ 

―
ｏ
ａ
ｓ
ｉ
ｓ
―
」
を
開
催
し
た
。
今
回
会
場
と
な
っ

た
の
は
、
企
業
の
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
提
供

す
る
Ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ 

ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
（
福
岡
市
）
の
東
京
支
店
で
、
内
外
装
に
古
材
等

を
活
用
し
た
「
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ 

Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｐ 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ａ 

Ｂ
Ｕ
Ｉ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ

Ｇ
」（
東
京
都
港
区
、
通
称
・
サ
ス
テ
ィ
ビ
ル
）。「
持
続
可
能
な
循
環
型
社
会
」

を
目
指
す
２
社
の
、
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
コ
ラ
ボ
が
実
現
し
た
。

歌川花里「文学万代の宝　始の巻」
／ TOKYO アーカイブ。幕末頃の寺
子屋の様子。いたずらに夢中で賑や
かな授業風景だが、実際は結構厳し
い指導だったらしい

島田さんの作品

東條さんの作品三谷さんの作品


