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い
ま
で
は
珍
し
い
木
造
三
階
家
。
お
父
さ
ま
の
治

雄
さ
ん
が
、
そ
の
姿
に
ひ
と
目
惚
れ
し
て
買
い

取
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

治
雄
さ
ん 

■ 

散
歩
の
途
中
で
偶
然
、
出
会
っ
た
ん

で
す
。
誰
も
が
立
ち
止
ま
っ
て
こ
の
家
を
見
上
げ

る
よ
う
に
、私
も｢

お
お
っ
！｣

と
思
い
ま
し
て
ね
。

当
時
は
上
野
の
寄
席｢

鈴
本｣

の
裏
で
、カ
ウ
ン
タ
ー

だ
け
の
小
さ
な
串
揚
げ
屋
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
35

歳
で
脱
サ
ラ
し
て
始
め
た
ん
で
す
が
、
住
ま
い
は
東

十
条
で
、
夜
の
遅
い
商
売
柄
、
通
勤
に
は
苦
労
し
ま

し
た
。
家
族
は
家
内
と
長
男
長
女
、
私
の
両
親
と

い
う
6
人
家
族
。
母
が
病
気
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

店
の
近
く
に
住
ま
い
が
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
ん

で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
三
階
家
を
見
た
と
き
に｢

こ

こ
な
ら
6
人
が
ゆ
う
に
住
め
る｣

と
ひ
ら
め
い
た
。

上
野
か
ら
も
歩
け
る
し
、
東
大
病
院
も
近
い
。
こ

れ
は
、
も
っ
て
こ
い
の
物
件
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。

長
男
の
徹
さ
ん
は
当
時
、
小
学
生
。
古
い
三
階
家

を
見
て
ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
？

徹
さ
ん 

■ 

初
め
て
見
た
と
き
に
は
、
け
っ
こ
う
嬉

し
か
っ
た
で
す
よ
。｢

父
ち
ゃ
ん
、
こ
の
お
城
み

た
い
な
家
に
住
む
の
か
!?｣

っ
て（
笑
）。
古
い
木

造
家
屋
と
い
う
よ
り
、
三
階
建
て
が
格
好
良
か
っ

誰
も
が
足
を
止
め
る
貫
禄
あ
る
た
た
ず
ま
い

三階家から始まった
人とすまいの歴史

は
ん
亭
創
業
者 

高
須
治
雄

二
代
目 

高
須
徹   

  第 2 回 

「重ねる」

巻頭インタビュー  

ka･sa･ne･ru

右・高須治雄
左・高須徹　

根
津｢

は
ん
亭｣　
　

 

時
代
を
つ
な
ぐ
物
語

家
族
の
思
い
出
を
た
ど
る
と

そ
こ
に
は｢

す
ま
い｣

の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

時
代
に
応
じ
た
建
物
。

暮
ら
し
に
即
し
た
し
つ
ら
え
。

人
や
町
と
呼
吸
を
し
な
が
ら
、

時
と
世
代
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。

今
回
は
、
東
京
・
根
津
の
木
造
三
階
家
で

串
揚
げ
屋
を
営
む
高
須
さ
ん
親
子
の

す
ま
い
を
め
ぐ
る
思
い
出
と

そ
れ
を
次
代
に
継
ぐ
物
語
で
す
。
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大
正
時
代
の
建
物
を
住
め
る
よ
う
に
す
る
に
は
、

ご
苦
労
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

治
雄
さ
ん 

■ 

調
べ
た
と
こ
ろ
建
て
た
の
は
大
正
6

年
ご
ろ
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
私
も
建
築
的
な
こ

と
は
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
当
時
、
上
野
の
店
に

出
入
り
し
て
い
た
芸
大
の
建
築
科
の
学
生
さ
ん
に

相
談
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
あ
の
建
物
は
芸
大

生
の
間
で
も
有
名
だ
、
そ
こ
に
住
む
と
は
面
白
い

と
熱
心
に
調
べ
て
く
れ
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ

と
の
災
害
じ
ゃ
ビ
ク
と
も
し
な
い
建
物
だ
か
ら
心

三
階
家
に
集
ま
っ
た
、
人
び
と
の
熱
い
思
い

「はん亭」の1階に今も残る高須家の“大テーブル”

た
ん
で
す
。
た
だ
、
今
に
な
っ
て
思
え
ば
当
時
の

見
た
目
は
本
当
に
酷
く
て
、
外
に
は
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
な
ま
こ
板
が
ぐ
る
り
と
張
り
巡
ら
し
て
あ
っ

た
。
友
だ
ち
に
は｢

お
ま
え
、あ
の
お
化
け
屋
敷
に

住
ん
で
ん
の
か｣

と
言
わ
れ
た
ほ
ど
で
す
。
だ
か
ら
、

あ
の
時
オ
ヤ
ジ
が
買
い
取
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ

の
建
物
は
残
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

治
雄
さ
ん 

■ 

当
時
、
こ
の
家
は
運
送
会
社
の
季
節

労
働
者
の
寮
だ
っ
た
ん
で
す
。
外
見
は
見
る
も
無

惨
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
貫
禄
が
あ
っ
て
頑
丈
そ

う
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
何
と
か
売
っ
て
く
れ
な
い

か
と
交
渉
を
始
め
ま
し
た
。
だ
け
ど
再
三
交
渉
す

る
も
い
い
返
事
は
な
い
。
や
っ
ぱ
り
ダ
メ
か
と
諦

め
か
け
た
と
こ
ろ
に｢

あ
の
話
は
本
気
で
す
か｣

と
、

あ
っ
ち
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。
正
直
、
高

か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
心
配
し
て
い
た
ん
で
す

が
、
ど
う
や
ら
運
送
会
社
は
建
物
の
骨
董
的
価
値
は

ま
っ
た
く
考
え
て
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、

思
わ
ぬ
好
条
件
で
買
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ

で
、
東
十
条
の
家
を
手
放
し
て
、
こ
ち
ら
に
住
む

と
決
め
た
の
で
す
。

配
な
い
と
お
墨
付
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
工
さ
ん
も
、
学
生
た
ち
が
日
本
画
家
の
前
田
青
邨

の
ア
ト
リ
エ
を
建
て
た
棟
梁
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

お
金
も
な
い
し
、
そ
ん
な
立
派
な
方
は
困
る
と
言
っ

た
ん
で
す
が
、
と
に
か
く
見
て
も
ら
え
と
連
れ
て

き
た
。
す
る
と
、
棟
梁
は
着
て
き
た
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

を
脱
ぐ
な
り
天
井
裏
に
潜
り
込
み
、
真
っ
黒
に
な
っ

て
出
て
く
る
と｢

こ
れ
は
金
食
い
虫
だ
、
手
に
負

え
な
い
ね｣

っ
て
言
っ
た
ん
で
す
。
が
っ
か
り
し

ま
し
た
が
、
ど
う
せ
直
す
な
ら
、
こ
う
い
う
男
気

の
あ
る
人
に
頼
ま
な
き
ゃ
と
、
改
め
て
菓
子
折
を

持
参
し
何
と
か
し
て
く
れ
と
頭
を
下
げ
ま
し
た
。

手
直
し
の
図
面
を
ひ
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
浦
一也

さ
ん
。
当
時
は
芸
大
生
で
し
た
が
、
い
ま
や
、
京
都

迎
賓
館
な
ん
か
も
手
が
け
る
大
先
生
で
す
。
快
適
に

は
し
た
い
が
お
金
は
な
い
と
い
う
私
に
、｢

こ
こ
は

目
立
た
な
い
か
ら
代
用
品
で
仕
上
げ
よ
う｣

な
ど
と

気
遣
っ
て
く
だ
さ
る
ん
で
す
が
、
棟
梁
は｢

そ
れ

な
ら
、俺
が
材
料
を
出
す｣

と
譲
ら
な
い
。
み
な
さ
ん

涙
が
出
る
ほ
ど
い
い
仕
事
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

当
時
、
6
人
家
族
は
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
ら

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

徹
さ
ん 

■ 

3
階
は
子
ど
も
部
屋
と
祖
父
母
の
6
畳

間
。
2
階
の
奥
に
両
親
の
寝
室
。
そ
の
手
前
が
居

間
で
し
た
。
1
階
に
は
10
人
掛
け
の
大
テ
ー
ブ
ル

が
ド
ー
ン
と
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
で
も
昔
の
ま
ま

で
す
。

治
雄
さ
ん 

■ 

上
野
の
店
で
、
5
、
6
人
で
テ
ー
ブ

ル
を
囲
め
る
空
間
が
欲
し
い
と
言
わ
れ
て
い
た
ん

で
す
。
だ
か
ら
、
1
階
の
三
和
土
に
大
テ
ー
ブ
ル

を
置
い
て
、
た
ま
に
お
客
さ
ま
を
お
連
れ
で
き
れ

ば
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
改
装
が
進
む
に
連
れ

て
雑
誌
の
記
事
な
ん
か
で
世
間
の
注
目
を
浴
び
る

よ
う
に
な
り
ま
し
て
ね
。
で
き
た
と
た
ん
に
、
お

客
さ
ま
が
続
々
来
る
よ
う
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
高

度
成
長
期
の
い
い
時
代
で
ね
。

徹
さ
ん 

■ 

だ
か
ら
銭
湯
に
行
く
と
き
も
、こ
そ
こ
そ

お
客
さ
ま
の
間
を
縫
っ
て
出
か
け
ま
し
た
。
帰
っ
て

き
て
戸
を
あ
け
る
と｢

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
っ｣

っ
て

声
か
け
ら
れ
て
、
す
い
ま
せ
ん
っ
て
言
い
な
が
ら

3
階
ま
で
上
が
る
ん
で
す
。
朝
ご
飯
は
大
テ
ー
ブ

ル
を
囲
ん
で
食
べ
ま
し
た
。
当
時
は
3
階
に
行
く

階
段
の
上
が
り
口
に
小
さ
な
流
し
が
あ
っ
て
、
そ

こ
で
水
を
汲
ん
で
階
段
の
雑
巾
が
け
を
す
る
の
が

僕
の
日
課
で
し
た
。
今
で
も
、
そ
の
流
し
の
空
間

だ
け
は
残
っ
て
い
て
、
僕
に
と
っ
て
は
当
時
の
暮

ら
し
の
証
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
場
所
で
す
ね
。

そ
の
後
、
祖
父
母
が
相
次
い
で
亡
く
な
り
、
こ
こ

に
住
む
意
味
も
な
く
な
っ
て
、
近
所
に
間
借
り
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
結
局
、
僕
が
こ
こ
に
住

ん
だ
の
は
4
年
く
ら
い
の
間
で
す
ね
。

治
雄
さ
ん 

■ 

私
に
と
っ
て
は
朝
起
き
て
仕
込
み
に

入
っ
て
夜
寝
る
ま
で
、
こ
の
三
階
家
が
人
生
す
べ
て

で
し
た
。
下
町
に
住
む
の
も
初
め
て
で
、
ご
近
所
の

人
に
は
本
当
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
両
親
が
死
ん
だ

と
き
も
新
参
者
の
私
ら
の
た
め
に
、
見
ず
知
ら
ず
の

町
内
会
の
方
が
す
べ
て
仕
切
っ
て
く
れ
ま
し
て
ね
。

今
後
は
私
が
恩
返
し
を
し
な
く
ち
ゃ
と
、
こ
の
店
を

続
け
て
き
た
わ
け
で
す
。
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【建物と歴史】
1910（明治 43）年ごろ　
　　  爪皮屋を商う｢三田商店｣の三田平吉が、
　　  不忍通りに面した店とその裏の蔵を建てる。
1917（大正 6）年　
　　  ｢三田商店｣の住居として小路側の三階家を建てる。
1955 （昭和30）年ごろ　
　　  三田商店の住居、店、蔵が、ばらばらに人手に渡る。
1970（昭和 45）年ごろ　
　　  上野で高須治雄が串揚げ屋 ｢くし一｣を始める。
1978（昭和 53）年ごろ　
　　  根津の三階家を治雄が買い取り
　　  住居兼店舗に。屋号を ｢はん亭｣ とする。
1990（昭和 60）年代　
　　  三階家の隣の蔵付き家屋を入手。
　　  店舗として改築。
2000（平成 12）年　
　　  不忍通りの拡幅工事に際して
　　  通りに面した店を入手・改築して
　　  現在の｢はん亭｣となる。

昭和 9年　　 東京に生まれる
昭和30年代   日大芸術学部在学中よりテレビの現場でアルバイト。
　　　　　　民放開業時に広告代理店にてテレビＣＭの制作に従事。
昭和 45年　  息子の誕生を機に、上野広小路にて串揚げ屋「くし一」を開業。
昭和 53年　  根津の古い木造三階家にて串揚げ屋「はん亭」を開業。
昭和 63年      神田須田町にて「神田はん亭」を開業。
平成 19年      丸の内〈新丸ビル〉竣工と同時に「はん亭 新丸ビル店」を開業。
　　　　　　 同時に「神田はん亭」を閉店。
平成 27年　  息子 徹を有限会社はん亭 代表取締役社長とし会長職となり
　　　　　　現在に至る。

不
忍
通
り
に
面
し
た
明
治
時
代
の
建
物
は
、
ど
ん

な
経
緯
で
手
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
す
か
？

治
雄
さ
ん 

■ 

最
初
は
ね
、
隣
の
方
が
引
っ
越
す
の

で
借
り
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
か
ら
、
借
家
住
ま
い

の
家
族
に
住
ま
わ
せ
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
改
め
て
中
を
見
た
ら
迷
路
み
た
い
な
構
造
で
、

よ
く
見
た
ら
蔵
も
あ
る
。
蔵
の
ま
わ
り
に
床
を
張
っ

て
住
ま
い
と
し
て
使
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
こ
れ

は
面
白
い
と
い
う
ん
で
、
三
階
家
と
隣
を
つ
な
ぎ
、

蔵
の
横
は
吹
き
抜
け
に
し
て
テ
ー
ブ
ル
を
並
べ
、
食

事
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
ん
で
す
。

徹
さ
ん 

■ 

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
近
所
で
叔
母
が

や
っ
て
い
た
あ
ん
み
つ
屋
が
地
上
げ
で
立
ち
退
き

に
な
る
と
い
う
の
で
、
蔵
の
家
と
不
忍
通
り
に
面

し
た
漆
屋
さ
ん
と
の
間
に
小
さ
な
喫
茶
兼
待
合
を

作
っ
た
。
さ
ら
に
2
0
0
0
年
に
は
道
路
拡
張
の

話
が
動
き
出
し
て
漆
屋
さ
ん
が
出
て
行
か
れ
た
の

で
、
そ
の
建
物
も
私
た
ち
が
引
き
取
っ
た
ん
で
す
。

治
雄
さ
ん 

■ 

道
路
を
拡
幅
し
な
き
ゃ
な
ん
な
い
か

ら
、
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
す
る
分
の
建
物
を
羊
羹
の
よ
う

に
ス
パ
ン
と
切
り
取
っ

て
、
そ
こ
に
ガ
ラ
ス
を

入
れ
て
鉄
の
矢
来
を
施

し
断
面
が
通
り
側
か
ら

見
え
る
よ
う
に
し
た
。

浦
さ
ん
が
建
物
の
境
目

を
メ
モ
リ
ア
ル
と
し
て
残
そ
う
と
考
え
て
く
れ
た
ん

で
す
よ
。

明
治
の
蔵
と
町
家
が
大
正
の
三
階
家
と
一
緒
に

な
っ
て
1
つ
の
店
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

治
雄
さ
ん 

■ 

そ
も
そ
も
ね
、
3
つ
の
建
物
は
ど
れ

も
明
治
・
大
正
時
代
に
繁
盛
し
た｢

三
田
商
店｣

っ
て

下
駄
の
爪
皮
屋
さ
ん
の
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
大

通
り
に
面
し
た
町
家
は
そ
の
店
で
、
裏
手
に
商
品

を
入
れ
る
蔵
を
建
て
た
。
大
正
に
入
る
と
蔵
の
横

に
屋
根
を
つ
け
て
皮
草
履
を
作
る
ミ
シ
ン
場
に
し

た
ら
し
い
。
そ
の
後
、
裏
通
り
に
面
し
た
三
階
家

を
住
ま
い
と
し
て
増
築
し
た
ん
だ
そ
う
で
す
。

徹
さ
ん 

■ 

つ
ま
り
、
こ
の
建
物
は
大
通
り
側
か
ら

順
に
建
て
ら
れ
て
、
一
度
は
別
々
の
持
ち
主
に
渡
っ

た
。
そ
う
と
は
知
ら
ず
、
私
た
ち
は
裏
通
り
側
か

ら
順
に
手
に
入
れ
、
今
の
形
に
な
っ
た
と
い
う
わ

け
で
す
。

幸
せ
な
建
物
で
す
ね
。
た
だ
、
古
い
物
を
残
し
て

い
く
に
は
ご
苦
労
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

治
雄
さ
ん 

■ 

ま
あ
、
幸
せ
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
よ
。
人
間
な
ら
百
歳
を
と
っ
く
に
超
え
て
い

る
の
に
、
切
っ
た
り
張
っ
た
り
延
命
措
置
を
施
さ

れ
て
。
早
く
休
ま
せ
て
く
れ
っ
て
思
っ
て
る
か
も

し
れ
な
い
（
笑
）。

取材・文：山崎玲子／撮影：川島保彦（※は除く）

東京都文京区根津にある串揚げ屋。不忍通りから一本東側の小路までの古い日本家屋
を活かした店舗と、からりと揚げたオリジナルの串揚げが名物。小路側角地の瓦葺、総
檜造の大正生まれの木造３階建は根津地区のランドマークでもあり、1999 年には文化
庁有形文化財に登録 ( 建造物 ) された。

PROFILE 根津 ｢はん亭｣

高須治雄（たかすはるお）

高須 徹（たかすとおる）

昭和 45年　東京に生まれる。
平成 4年 　  國學院大學文学部卒業。
　　　　　  警視庁に勤務。
平成 7年　　家業を継ぐため退職。
　　　　　  築地中央卸売市場仲卸〈浜長〉に就職。
平成 8年　　辻調理師専門学校に入校。
平成 9年　　 「はん亭」に入社、現在に至る。

N
EZU

 ‘H
AN

TEI’

平
成
に
蘇
っ
た
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
す
ま
い

徹
さ
ん 

■ 

僕
も
店
を
継
ぐ
つ
も
り
は
な
か
っ
た
ん

で
す
。
オ
ヤ
ジ
も
構
わ
な
い
と
言
っ
て
く
れ
た
の

で
、
大
学
を
出
て
し
ば
ら
く
は
警
察
官
を
や
っ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
父
が
病
気
で
入
院
し
た

こ
と
も
あ
っ
て
継
ぐ
こ
と
に
決
め
た
ん
で
す
。
何

か
の
ご
縁
で
オ
ヤ
ジ
が
こ
の
建
物
を
手
に
入
れ
た

わ
け
だ
し
、
こ
の
建
物
が
あ
っ
て
私
た
ち
も
生
活

で
き
る
ん
で
す
か
ら
ね
。

根
津
と
い
う
町
も
、
下
町
と
言
わ
れ
な
が
ら
ど
ん

ど
ん
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
国
の
有
形
文
化

財
と
言
っ
て
も
補
助
が
出
る
わ
け
で
も
な
い
。
建

物
を
残
し
た
く
て
も
残
せ
な
い
ん
で
す
。

で
も
、
お
客
さ
ま
、
と
く
に
若
い
方
が
、
店
の
急
な

階
段
を
上
っ
た
り
し
て｢

懐
か
し
い｣

っ
て
い
う
ん

で
す
。
そ
ん
な
時
代
を
知
っ
て
る
は
ず
が
な
い
の
に

ね
。
や
は
り
、
日
本
人
に
は
木
造
の
建
物
に
惹
か
れ

る
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
あ
る
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

し
た
声
を
聞
く
と
、
や
っ
ぱ
り
残
し
て
い
か
な
き
ゃ

な
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す
よ
。

鉄の矢来を配した大通り側の壁面

取
材
を
終
え
て
・
・
・

根
津
界
隈
で
、
ひ
と
き
わ
視
線
を
集
め
る｢

は
ん
亭｣

。
宵
闇
に
灯

り
が
と
も
り
三
階
家
が
浮
か
び
上
が
る
と
、
街
は
往
時
の
面
影
を
蘇

ら
せ
ま
す
。
そ
の
風
情
か
ら
店
も
料
理
も
下
町
風
か
と
思
い
き
や
、

洗
練
さ
れ
た
し
つ
ら
え
と
串
揚
げ
に
び
っ
く
り
。
一
代
目
の
洒
落

た
出
で
立
ち
を
見
て
納
得
し
ま
し
た
。
二
代
目
の
笑
顔
と
き
れ
い

な
お
辞
儀
は
、
気
取
ら
ず
く
つ
ろ
げ
る
雰
囲
気
と
つ
な
が
り
ま
す
。

住
ま
う
人
と
建
物
の
幸
せ
な
空
気
を
ご
馳
走
に
な
り
ま
し
た
。

三田商店

現在の「はん亭」図面

蔵を活かした吹き抜けの空間
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｢日本木工機械展／ウッドエコテック」は西暦の奇数年の秋に名古屋で開催され、2017 年で 43 回目。
2017 展のテーマは、《木っとつながるテクノロジー　木っとみつかるエコロジー》。
川上から川下までの各産業に向けた製材機械、合板機械、木工機械などの木材加工機械をはじめ
刃物、乾燥機器、プラスチック加工機、エコ機器、環境機器、林業機械などの内外の最新製品が
多数展示される国内の業界最大の展示会。大学・研究機関・団体による展示をはじめ、セミナー・
シンポジウム・講演会などの催事も開催、木材産業全般に向けて最新情報が発信されます。

｢ウッドワンダーランド 2017」も別館
で併催。テーマは、木育、建築物の
中大規模構造化、建築材料の木質化、
近未来の住宅を掲げ、子供からシニ
アまで、見て、作って、体験して、遊
べる新しい展示会を開催。
展示内容は、木製品は勿論、本当に
乗って動く木製自動車、ギター、ディ
ジュリドゥ、ＤＩＹやゴム鉄砲作り教
室等があり、木で遊べる子供向けお
もちゃコーナー、木製遊具、大迷路、
将棋指導、ドローン体験他。詳細は
HP をご参照ください。

日本木工機械展／ウッドエコテック 2017 ／ウッドワンダーランド 2017

主催：一般社団法人 日本木工機械工業会
場所：ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）　〒 455-0848  名古屋市港区金城ふ頭 2 丁目 2 番地

会期：2017 年 10月27日（金）～ 10月30日（月）9：00 ～ 17：00　※但し、最終日は時間を短縮することがあります。

入場無料
お問い合わせ：日本木工機械展／ウッド エコテック 2017 実行委員会
　　　　　　  電話（052）261-7511　FAX（052）261-7512　　
　　　　　　  E-mail： mokkiten@j-w-m-a.jp　URL： http://j-w-m-a.jp/mokkiten2017/

日本木工機械展 2015 会場写真

日本木工機械展／ウッドエコテック2017ポスターウッドワンダーランド 2017 ポスター

special event 特別催事情報

日本木工機械展／ウッドエコテック 2017

ウッドワンダーランド
2017
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2
0
1
2
年
、
自
分
を
癒
し
に
出
か
け
る
場
所
、
東

京
都
多
摩
地
区
「
御
岳
山
」。
多
摩
川
を
望
め
る
大

自
然
の
中
で
、香
り
豊
か
な「
ゆ
ず
の
木
」と
出
逢
っ

た
こ
と
か
ら
全
て
は
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
ゆ
ず
は
「
澤
井
ゆ
ず
」
と
呼
ば
れ
、
江
戸
時
代

の
参
勤
交
代
で
お
殿
様
に
献
上
さ
れ
て
い
た
高
貴
な

香
り
が
自
慢
の
ゆ
ず
。
樹
齢
1
0
0
年
を
越
え
て

い
る
古
木
で
も
し
っ
か
り
と
実
を
つ
け
、
そ
の
香
り

は
天
下
一
品
。
な
ん
と
樹
齢
2
0
0
年
を
越
え
て

い
る
古
木
も
あ
り
、
実
も
毎
年
な
り
ま
す
。

東京多摩国際プロジェクト

木
を

楽
し
も
う
02

公式サイト　http://www.tokyo-tama.jp
公式通販サイト　http://www.tokyo-tama.jp/shop/

東京多摩国際プロジェクト
E-mail：info@tokyo-tama.jp  
Tel. 042-558-8505  Fax.03-6205-8928

東京事業所：東京都千代田区有楽町 1-6-8  
　　　　　　松井ビル 1 階 ビビ 21ドットコム
多摩営業所：東京都あきる野市小川 633
多摩事業部：東京都青梅市御岳本町 321 森の演出家

ゆ
ず
の
木
と
の
出
逢
い

し
て
い
る
団
体
で
、
平
等
な
雇
用
、
障
が
い
者
の
経

済
的
な
自
立
を
目
指
し
て
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

障
が
い
を
持
た
れ
た
方
々
の
協
力
の
も
と
、
協
同
作

業
で
9
6
0
キ
ロ
の
ゆ
ず
の
甘
露
煮
加
工
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
「
東
京
多
摩
ゆ
ず
最
中
」
と

「
東
京
多
摩
ゆ
ず
わ
ら
び
餅
」
が
出
来
上
が
り
ま
し

た
。
そ
の
和
菓
子
は
、
多
摩
に
住
む
方
々
、
農
家
さ

ん
、
障
が
い
者
の
皆
さ
ん
の
夢
と
想
い
が
詰
ま
っ
た

大
切
な
作
品
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、「
こ
の
お
菓
子
で
、
も
っ
と
多
く
の
人

を
幸
せ
に
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
、「
東
京
多
摩

国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

翌
年
2
0
1
3
年
は
ゆ
ず
の
豊
作
年
。
収
穫
量
は

一
気
に
4.
2
ト
ン
に
増
え
ま
し
た
。
4.
2
ト
ン

の
ゆ
ず
の
加
工
は
全
て
手
作
業
で
行
わ
れ
、
果
て
し

な
い
作
業
に
諦
め
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
み
ん
な

の
強
い
想
い
で
な
ん
と
か
乗
り
き
り
、４
万
個
を
越

え
る
お
菓
子
を
つ
く
り
、
完
売
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。 

現
在
に
至
る
ま
で
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
・
問
題

に
直
面
し
、
そ
の
都
度
、
解
決
策
を
み
つ
け
、「
東

京
多
摩
国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
仕
組
み
が
構
築
さ

れ
ま
し
た
。
2
0
1
5
年
度
は
、
更
に
あ
き
る
野
市

の
「
盆
堀
ゆ
ず
」
農
家
さ
ん
も
加
わ
り
、
ゆ
ず
の
購

入
量
は
過
去
最
高
の
5.
4
ト
ン
に
増
え
ま
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
賛
同
し
て
く
だ
さ
っ
た
企
業
の

協
力
の
も
と
「
東
京
多
摩
ゆ
ず
和
菓
子
」
だ
け
で
は

な
く
、「
東
京
多
摩
ゆ
ず
ポ
ン
酢
」「
東
京
多
摩
ゆ
ず

サ
イ
ダ
ー
」「
東
京
多
摩
ゆ
ず
シ
ロ
ッ
プ
」「
東
京
多

摩
ゆ
ず
ホ
ッ
ト
ペ
ー
ス
ト
」
等
の
ゆ
ず
商
品
が
誕
生

し
て
い
ま
す
。

東
京
多
摩
国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
、

平
仮
名
の
「
ゆ
」
を
モ
チ
ー
フ
に
、
私
自
ら
が
筆
で

描
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　「
ゆ
ず
」
の
「
ゆ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　「
夢
」
の
「
ゆ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　「
友
情
」
の
「
ゆ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　「
勇
気
」
の
「
ゆ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
夢
」
を
持
っ
て
い
る
と
人
生
は
楽
し
く
な
る
。

「
友
情
」
が
、
喜
び
、
楽
し
み
を
倍
増
さ
せ
る
。

「
夢
」
と
「
友
情
」
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
な
る
「
勇
気
」

が
わ
い
て
く
る
。

「
ゆ
ず
」
が
、
み
ん
な
を
繋
い
で
く
れ
ま
し
た
。

人
は
森
か
ら
恵
み
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
一

つ
が
「
ゆ
ず
の
木
」。

森
の
恵
み
を
生
か
し
、人
々
の
暮
ら
し
に
繁
栄
さ
せ
、

そ
し
て
そ
の
恵
み
を
ま
た
森
に
返
す
。

こ
の
循
環
が
大
切
に
思
わ
れ
ま
す
。

東
京
多
摩
国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

創
業
者  

古
関
あ
さ
珠

（
ビ
ビ
２
１
ド
ッ
ト
コ
ム 

代
表
、

和
菓
子
店 

銀
座
か
ず
や 

経
営
）

農家さんと「銀座かずや」古関一哉

古関あさ珠

東京多摩プロジェクトロゴマーク

東京多摩ゆず最中

東京多摩ゆずわらび餅

そ
の
ゆ
ず
の
木
が
危
機
を
迎
え
て
い
た
の
で
す
。
近

年
の
不
景
気
の
影
響
で
、「
澤
井
ゆ
ず
」
の
買
い
手

が
安
定
せ
ず
、
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
切

な
「
ゆ
ず
」
を
破
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
が
続
い

て
い
ま
し
た
。
ゆ
ず
の
木
に
は
、
靴
底
を
突
き
抜
け

る
ほ
ど
の
鋭
い
ト
ゲ
が
あ
り
、収
穫
作
業
も
一
苦
労
。

原
木
は
高
さ
が
3
ｍ
以
上
も
あ
り
、
１
本
の
木
を
剪

定
を
す
る
の
に
丸
一
日
か
か
り
ま
す
。
故
に
売
り
先

が
な
い
ゆ
ず
は
、
触
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く

し
か
な
い
の
で
す
。
手
入
れ
を
し
な
い
ゆ
ず
の
木
は

傷
み
、
徐
々
に
よ
い
実
を
つ
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

そ
こ
で
、
和
菓
子
屋
を
営
ん
で
い
る
私
は
、
多
摩
の

ゆ
ず
農
家
さ
ん
と
手
を
取
り
合
い「
ゆ
ず
の
和
菓
子
」

づ
く
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
初
め
に
試
作
を
し
た
の

が「
ゆ
ず
最
中
」。
農
家
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
試
食
会
を
行
い
ま

し
た
。「
ゆ
ず
最
中
」を
ひ
と
く
ち
食
べ
た
腰
の
曲

が
っ
た
小
さ
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が「
お
い
し
い
！
」

と
満
面
の
笑
顔
に
な
っ
た
時
は
、
心
か
ら
嬉
し
く
な

り
ま
し
た
。
ゆ
ず
農
家
の
長
老
の
新
井
藤
作
さ
ん
が

立
ち
上
が
り
、
誇
ら
し
げ
に「
澤
井
ゆ
ず
」
の
歴
史

を
語
っ
た
姿
に
は
感
動
し
心
に
響
き
ま
し
た
。
私
は

そ
の
年
に
収
穫
さ
れ
た
全
て
の
「
澤
井
ゆ
ず
」
を
購

入
す
る
こ
と
を
、
そ
の
場
で
即
決
し
ま
し
た
。

初
年
度
に
購
入
し
た
ゆ
ず
の
量
は
9
6
0
キ
ロ
。

ど
の
よ
う
に
こ
の
ゆ
ず
を
加
工
し
、
お
菓
子
を
作
れ

ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
立
ち
上
が
っ
て
く

だ
さ
っ
た
の
が
、「
N
P
O
法
人
多
摩
草
む
ら
の
会
」

の
理
事
長
・
風
間
美
代
子
氏
。
同
会
は
、
う
つ
病
な

ど
の
心
の
病
、
精
神
障
が
い
を
持
っ
た
方
々
を
支
援 せ

ん

て
い



PLY　VOL.2　2017 AUTUMN  11PLY　VOL.2　2017 AUTUMN  12

Wood & Plywood MUSEUM

Event
schedule

Seminar 
information

イベント情報

セミナー情報

2017 年 10.27 → 30

10.29

11.25

11.2

12.2

11.4 → 22

11.11 → 12

12.16

ワンコイン工作（博物館）

10.21

11.18

日本木工機械展 / ウッドワンダーランド（ポートメッセ名古屋）

第153回木質構造研究会

「2016 年熊本地震により被害を受けた現代住宅の設計・仕様」
日時：2017 年 10 月 18 日 ( 水 )　15:00 ～ 18:00　
場所：東京大学セイホクギャラリー

木質構造研究会技術発表会

日時：2017 年 12 月 7－８日　
場所：東京大学弥生講堂一条ホール

お問い合わせ：木質構造研究会　http://www.jtes.org

第 9 回「木と合板」写真コンテスト結果発表

「クリスマスツリーを作ろう」

合板の日記念式典（新木場タワー）

「まつぼっくりツリーを作ろう」

第 9 回「木と合板」写真コンテスト入賞作品展示（新木場タワー）

江東湾岸まつり（豊洲公園）

「木のぽち袋を作ろう」

「ビー玉コロコロを作ろう」

「木のシロフォンを作ろう」

木材・合板博物館情報

木材・合板博物館は 2007 年 10月にオープンし、2015 年からは公益財団法人 PHOENIX の活動の中心に位置付
けられています。木材や合板の展示を中心に、セミナー開催等を通して「木を知り、木を使い、木を活かし、森
と生きる」について考える機会を提供しています。
この度、当博物館では個人会員を中心とした「木材・合板博物館　友の会」の会員を募り、広く交流の場を設け
て参りたいと思います。木材および合板等の業界関係者につきましてはプレミアム会員としてのご登録をお願いい
たします。一般会員、学生会員の種別もございますので、木材の魅力や、森と木と環境問題にご興味がある方の
積極的な参加をお待ちしています。年会費は下記の通りです。

プレミアム会員様向けにはセミナー、イベントのご案内をいたします。一般会員、学生会員の皆様には、当館情
報誌「PLY( プライ）」を季刊でお送りし、さらに、特典として当館 MUSEUM SHOP の商品の割引販売を行います。

（一部除外品あり）
木材・合板博物館 友の会の入会申込書は木材・合板博物館ホームページ（http://woodmuseum.jp/）よりダウ
ンロードしていただくか、電話（03-3521-6600）にて申込書希望のご連絡をお願いします。

■ プレミアム会員　年額 10,000 円　　■ 一般会員　年額 5,000 円　　■ 学生会員　年額 2,000 円

木材・合板博物館は公益財団法人 PHOENIX によって運営されていますが、当財団では育英事業として、高校生
を対象にした奨学事業と、木材等の研究を行なっている大学院生への研究助成を行っています。
今年度は高校生２名、大学院生３名に対し助成を決定しました。研究助成の内容については当博物館のホームペー
ジをご覧ください。

木工教室「ジグソーパズルを作ろう」

木工教室「コリントゲームを作ろう」

夏休み合板・ＬＶＬ工場見学＆工作体験

博物館 夏期ワークショップ風景　

REPORT

木材・合板博物館　友の会のお知らせ

奨学事業・研究助成

※文部科学省による平成２９年度「子ども夢基金」の助成を受けています。
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B C

編集後記

ムクロジ科カエデ属の広葉樹で多くは落葉性であるが常緑性のものもある。世界中では約 160 ～ 200
種、日本でも 20 数種が存在する。手のひらの形をした葉が連想されるが、ごく普通の葉の形のものや
1 枚の葉が 3 枚の小葉に分かれたものなどもある。江戸時代から多くの園芸品種が造られ、今でも秋に
はさまざまないろどりのカエデを楽しむことができる。また、ヴァイオリン杢が有名なシカモアカエデ
など木材や樹皮も多用途に利用されている。

𠮷田繁
安藤直人（編集長）、山口和美（副編集長）、
PLY 編集委員会
丸山佐知子

【発行者】　

【編集】

【デザイン】

PLY 木の誌上展覧会（裏表紙）
PLY 秋号をお届けします。10 月8日は木の日と言われ
ていますが、十と八を組み合わせると木という字になる
ことに由来しています。しかし、1日だけではピンポイ
ントなので 10 月が木の月間とされ、各地でイベントも
開催されます。10 月は「じゅう」という音から住月間と
も言われています。
秋は食欲の秋ですが、PLY を片手に木のこと、木造住
宅のことに思いを巡らせていただければ幸いです。（＆）

第 2 回 ■  光学顕微鏡写真「カエデ」

第 2 号 2017 autumn

【発行日】　

【発行】

2017 年 10月10日
公益財団法人 PHOENIX 木材・合板博物館
〒 136-8405
 東京都江東区新木場 1-7-22　新木場タワー 3F・4F
　TEL 03-3521-6600 / FAX 03-3521-6602
 E-mail info@woodmuseum.jp

合板の日の由来
平成２４年１１月２日に特定非営利活動法人木材・合板博物館及び日本合板工業組合連合会、
日本合板商業組合の共同提唱により、明治４０年に、故浅野吉次郎氏が、我が国で初めて、
ロータリーレースを開発し合板が製造された日である１１月３日を合板の日と制定した。（H）

合板
情報
02

mini

■定価：540円（消費税込）

【開館時間】  10:00 ～ 17:00（最終入館時間 16:30）

【入  館  料】  無料
【休  館  日】  月曜日、火曜日、祝日、年末年始
※幼児および小学生の入館には、保護者のつきそいが必要です。
※都合により開館日・時間を変更する場合がございます。

所在地：東京都江東区新木場 1-7-22　
　　　　新木場タワー 3F・4F
TEL 03-3521-6600／FAX 03-3521-6602

公益財団法人 PHOENIX 木材・合板博物館のご案内

http://www.woodmuseum.jp/

facebook HP
このビルの
3F・4Fです！

【アクセス】 1

2

｢新木場駅｣ 下車 徒歩７分
●東京メトロ有楽町線 ● JR 京葉線 ●東京りんかい高速鉄道

「東陽町駅」下車　　　　　
　　　　都営バス [ ②のりば ] 木 11 甲

｢新木場 一丁目｣バス停下車 徒歩１分

●東京メトロ東西線 

INFORMAT ION

木材の切削加工に関する分野の用語はも
とより、関係の研究者が扱ってきた当該
分野に関連する木質材料・機械・建築・
計測・生産・安全などの一般的な用語も
収集し、4,700 超の用語とその定義を収
録。50 頁の英語索引も充実。

海青社 
TEL 077-577-2677  FAX 077-577-2688

『木材加工用語辞典』
日本木材学会機械加工研究会編
3,456 円（税込）

A

日本の伝統的木工芸における木材の利用
法を、職人への聞き取りを元に技法・文
化・美学的観点から考察。ドイツ人東洋
美術史・民族植物学研究者による著書の
待望の日本語訳版。日・英・独・仏４カ
国語の樹種名一覧表と木工芸用語集付。

海青社 
TEL 077-577-2677  FAX 077-577-2688

『日本の木と伝統木工芸』
メヒティル・メルツ著 / 林裕美子訳
3,456 円（税込）

本書は、日本と世界各国で使われている
大工道具、木工用手工具を使用目的ごと
に対比させ紹介したものである。さらに
その使い方や製造法にも触れている。最
終章では伝統的な木材工芸品の製作工程
で使用する道具や技法を紹介。

海青社 
TEL 077-577-2677  FAX 077-577-2688

『図説 世界の木工具事典 第 2 版』
世界の木工具研究会編
2,900 円（税込）

D

世界最高の木を素材とする建築作品の新
奇な、深い洞察に満ちた、意表をつく考
察を提供する一冊。取り上げられるの
は過去 1000 年間の 170 の建造物。ベス
トセラー作家であり自然科学者であるリ
チャード・マビーによるエッセイは、木と
建築の密接な関係の洞察へと誘う。

エーアンドエーブックス　
TEL 03-3868-9560

『WOOD』
Edited by Richard Mabey
PHAIDON
5,980 円（本体）

E

無形文化財にも指定されている日本唯一
の江戸糸あやつり人形劇団の結城座の公
演。結城座初の LIVE 映像を駆使した人形
芝居。人形は操作盤（手板）・首 ･ 手足は
桐の木、腿は竹、胴は朴の木を使用。頭
は張り抜きに紙を数枚重ね、原型を作成。

公演：11月 30日～ 12月3日
場所：座･高円寺 2
結城座 TEL 042-322-9750

 結城座公演
『雀去冬来（チュエ チュイ ドン ライ
 すずめ　さりて　ふゆ　きたる）』

F

伊豆大仁にある江戸時代の木造民家で、
国の登録有形文化財「知半庵」では、文
化交差をテーマとするイベント「知半
アートプロジェクト」を 2007 年から実
施。今回は、東日本大震災の非日常の「モ
ノの記憶」と日常に潜む「イシの記憶」
の写真展を屋内外で展開。
http://chihan-art.com

会期：11月3日～12月2日の木・金・土・日、
　　 および 11月20日～22日
　  info@chihan-art.com　 

『六田知弘写真展 記憶のかけら』

問

木材・合板博物館　副館長　平川泰彦



PLY（ぷらい）
PLYとは重ねるという意味があり、

WOODを加えると

PLYWOOD（合板）を

意味している。
歳月や経験を重ねることの重要性と、
木材が年輪を重ねて
成長する姿も重ね合わせている。

PLY 木の誌上展覧会　光学顕微鏡写真「カエデ」

写真提供：国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所


