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”飛
騨
“
と
言
え
ば
木
工
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま

す
が
、
飛
騨
産
業
は
そ
の
中
で
も
老
舗
の
家
具

メ
ー
カ
ー
だ
そ
う
で
す
ね
。

　

西
洋
家
具
と
し
て
は
二
番
目
の
歴
史
と
な
り
ま

す
ね
。
飛
騨
地
方
は
飛
鳥
・
奈
良
の
時
代
に
は
毎
年

百
人
近
く
の
匠
を
都
へ
送
り
、
寺
社
仏
閣
の
建
設
に

携
わ
っ
て
き
た
土
地
柄
で
す
か
ら
、
木
と
い
う
素
材
、

昔
か
ら
の
木
工
技
術
を
良
く
知
る
職
人
が
多
い
。
だ

か
ら
飛
騨
の
家
具
は
非
常
に
作
り
が
し
っ
か
り
し

て
い
る
ん
で
す
。
う
ち
の
家
具
も
10
年
間
は
修
理

無
料
の「
10
年
保
証
」を
つ
け
る
ほ
ど
丈
夫
で
す
。　

　

飛
騨
で
西
洋
家
具
を
作
り
始
め
た
の
は
大
正
時

代
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
西
洋
家
具
だ
と
言
っ

て
曲
げ
木
の
技
術
を
紹
介
し
た
人
が
い
て
、
そ
れ

を
使
っ
て
椅
子
を
作
り
始
め
た
の
が
飛
騨
産
業
で

す
。
以
来
、
飛
騨
の
家
具
産
業
は
豊
富
な
森
林
資

源
を
活
か
し
、
と
く
に
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
、
机
な
ど

の
脚
物
家
具
で
成
長
し
て
き
ま
し
た
。
飛
騨
産
業

も
政
府
か
ら
輸
出
貢
献
企
業
と
し
て
表
彰
さ
れ
た

ほ
ど
で
、
高
山
で
は
数
少
な
い 

”大
企
業
“で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
高
度
成
長
期
を
過
ぎ
て
日
本
の

家
具
出
荷
額
は
急
激
に
減
り
、
1
9
9
0
年
に
は
約

3
兆
3
9
0
0
億
円
あ
っ
た
出
荷
額
が
2
0
1
0
年

に
は
1
兆
3
6
6
0
億
円
ま
で
に
減
っ
た
。
滝
の

飛
騨
の
老
舗
の
最
期
を
看
取
る
？

伝統家具の常識を変え、
技と素材を活かす

代
表
取
締
役
社
長 

岡
田
贊
三

  第 3 回 

「重ねる」

巻頭インタビュー  

ka･sa･ne･ru
飛
驒
産
業
株
式
会
社　

木
は
樹
種
に
よ
っ
て
顔
が
違
い
ま
す
。

木
肌
の
色
、
木
目
の
模
様
、
木
の
香
り
。

節
や
枝
の
様
子
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

そ
ん
な
個
性
を
活
か
し
た

ユ
ニ
ー
ク
な
家
具
で
評
判
な
の
が

岐
阜
県
高
山
市
の
飛
騨
産
業
で
す
。

代
々
引
き
継
が
れ
て
き
た

地
域
の
素
材
と
技
術
を
活
か
し

地
場
産
業
を
盛
り
上
げ
る
。

山
も
地
域
も
人
も
元
気
に
な
る
話
で
す
。
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よ
う
な
急
流
を
流
れ
落
ち
、
飛
騨
産
業
も
経
営
難

に
陥
っ
た
ん
で
す
。

ご
自
身
の
事
業
経
営
か
ら
一
転
、
飛
騨
産
業
の
社

長
に
就
か
れ
た
経
緯
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

私
は
高
山
生
ま
れ
高
山
育
ち
で
す
が
、
31
歳
で

地
域
密
着
型
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
を
立
ち
上
げ
、  

”ユ
ア
・
カ
ン
パ
ニ
ー
“を
理
念
に
社
会
の
公
器
と
な

る
べ
く
頑
張
っ
て
き
ま
し
た
。
飛
騨
産
業
と
は
祖

父
が
創
業
メ
ン
バ
ー
の
1
人
だ
っ
た
と
い
う
ご
縁

で
社
外
監
査
役
を
し
て
い
た
ん
で
す
よ
。
し
か
し
、

私
が
就
任
す
る
前
の
経
営
状
況
は
大
変
厳
し
く
、
さ

ら
に
社
長
が
病
気
で
退
任
さ
れ
た
。
私
は
長
年
勤
め

た
会
社
の
役
員
を
辞
め
、
老
後
を
楽
し
も
う
と
思
っ

て
い
た
矢
先
で
し
た
が
、
尊
敬
す
る
地
元
の
先
輩
方

か
ら
「
好
き
な
よ
う
に
し
て
良
い
か
ら
飛
騨
産
業

を
看
取
っ
て
く
れ
」
と
ま
で
言
わ
れ
、
そ
れ
な
ら

命
が
け
で
や
っ
て
み
よ
う
と
腹
を
く
く
り
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
2
0
0
0
年
、
私
が
57
歳
の
時
で
す
。

　
改
め
て
会
社
の
数
字
を
見
る
と
、
と
に
か
く
身
震

い
す
る
よ
う
な
在
庫
の
山
が
あ
り
ま
し
た
。
昔
か
ら

の
慣
習
で
見
込
み
生
産
を
続
け
て
い
た
ん
で
す
ね
。

そ
こ
で
、
ま
ず
在
庫
の
山
や
遊
休
資
産
を
処
分
し

て
、
生
産
体
制
も
受
注
生
産
へ
と
転
換
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
代
理
店
経
由
の
販
売
を
や
め

て
、
小
売
店
に
直
取
引
、
現
金
買
取
、
仕
入
れ
価

格
の
見
直
し
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
門
前
払
い
を

さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
無
茶
な
お
願
い
で
し
た
が
、

2
回
、
3
回
と
頭
を
下
げ
る
う
ち
に
、「
飛
騨
産
業

の
家
具
が
な
い
と
売
場
も
つ
く
れ
な
い
し
、
し
ょ

う
が
な
い
な
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け
た
。
先
人
が

築
い
て
き
た
技
術
と
商
品
力
、
そ
し
て
信
用
の
お

か
げ
だ
と
本
当
に
あ
り
が
た
く
思
い
ま
し
た
。

家
具
に
つ
い
て
も
ア
イ
デ
ア
を
出
さ
れ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。

　
私
は
家
具
に
つ
い
て
は
素
人
で
す
が
、
工
場
を
回

る
と
不
良
品
が
非
常
に
多
い
の
が
気
に
な
っ
た
ん

で
す
。
理
由
を
尋
ね
る
と「
節
が
あ
る
か
ら
」だ
と
。

節
の
あ
る
家
具
は
高
級
家
具
と
し
て
は
不
良
品
だ

と
言
う
ん
で
す
ね
。
私
は
も
と
よ
り
環
境
派
で
す

か
ら
「
節
が
あ
る
か
ら
廃
棄
だ
な
ん
て
自
然
に
対

す
る
冒
涜
だ
」
な
ど
と
屁
理
屈
を
つ
け
て
、
職
人
や

デ
ザ
イ
ナ
ー
に
何
と
か
し
ろ
と
言
っ
た
の
で
す
。
最

初
は
煙
た
が
ら
れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
節
が
主
役
の

家
具
を
作
ろ
う
と
い
う
話
に
な
り
、2
0
0
1
年
秋
の

展
示
会
で
「
森
の
こ
と
ば
」
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
発
表

し
ま
し
た
。

　
こ
れ
が
思
わ
ぬ
評
判
で
、
と
に
か
く
早
く
商
品

が
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
通
常
な
ら
展

示
会
の
翌
春
に
商
品
化
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
年
の
10

月
末
に
は
発
売
と
い
う
異
例
の
展
開
と
な
っ
た
ん
で

す
。
当
然
、
工
場
の
ス
タ
ッ
フ
に
は
苦
労
を
か
け
ま

し
た
。
節
は
板
の
端
に
く
る
と
欠
け
や
す
い
し
、
柾

目
の
節
は
形
が
不
規
則
で
、
さ
さ
く
れ
た
り
す
る
。

お
客
さ
ま
が
怪
我
を
し
な
い
よ
う
手
作
業
で
削
り
直

す
な
ど
、
今
ま
で
の
3
倍
も
4
倍
も
手
間
を
か
け
て

頑
張
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
お
か
げ
さ
ま
で
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
今
で
も
当
社

の
ト
ッ
プ
シ
ェ
ア
で
す
。
や
は
り
、
自
然
を
直
に
感

じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
素
人
の
方

は
天
板
の
美
し
い
木
目
が
突
板
か
印
刷
か
、
触
ら
ず

に
見
分
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
で
も
、
節
が
あ
っ
て

穴
ま
で
空
い
て
い
た
ら
、
こ
れ
は
ど
う
見
た
っ
て
無

垢
材
で
す
。
節
の
模
様
も
自
然
素
材
な
ら
で
は
の
良

さ
と
な
っ
た
。”節
が
な
い
“と
い
う
前
提
を
”
節

は
あ
る
“に
変
え
た
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
ね
。

伝
統
的
な
曲
げ
木
技
術
を
応
用
し
た
、
ス
ギ
の

家
具
も
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
ス
ギ
の
家
具
と
い

う
の
は
確
か
に
珍
し
い
で
す
ね
。

　

こ
れ
も
、
そ
も
そ
も
は
森
が
豊
か
な
飛
騨
高
山

で
、
な
ぜ
木
を
輸
入
す
る
の
か
と
い
う
私
の
疑
問
が

き
っ
か
け
で
す
。
聞
け
ば
、
家
具
材
と
な
る
広
葉
樹

は
戦
後
み
ん
な
伐
ら
れ
て
し
ま
っ
た
し
、
国
策
で
植

え
た
成
長
の
早
い
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
も
安
い
輸
入
材

に
押
さ
れ
て
手
入
れ
も
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い

る
と
。
な
ら
ば
、
そ
れ
を
家
具
に
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
に

で
き
れ
ば
、
間
伐
も
で
き
る
し
山
の
仕
事
も
復
活
す

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
思
っ
て
地
域
の
方
た
ち
と

研
究
を
始
め
ま
し
た
。

　
じ
つ
は
、
ス
ギ
は
家
具
材
と
し
て
は
軟
ら
か
す
ぎ

る
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
、
圧
縮

し
て
硬
化
さ
せ
れ
ば
使
え
る
だ
ろ
う
と
。
そ
こ
で
、

岐
阜
大
学
の
先
生
に
圧
縮
技
術
を
持
つ
企
業
を
紹

介
し
て
い
た
だ
き
試
作
を
始
め
た
ん
で
す
が
、
圧
縮

し
て
も
時
間
が
経
つ
と
天
板
に
割
れ
が
入
っ
た
り
、

濡
れ
る
と
盛
り
上
が
っ
た
り
す
る
。
も
っ
と
精
度
の

高
い
技
術
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と

考
え
た
と
き
に
、
圧
縮
し
た
材
を
固
定
す
る
の
は
曲

げ
木
を
固
定
す
る
技
術
と
同
じ
だ
と
言
わ
れ
た
ん

で
す
。
私
た
ち
の
90
年
に
渡
る
曲
げ
木
技
術
が
役
に

素
人
の
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
家
具

従来の常識を覆し、節を活かして看板商品となった「森のことば」シリーズ。

「kinoe」シリーズは、
廃材となっていた枝を
部材に活かした。
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飛驒産業株式会社代表取締役社長
一般社団法人日本家具産業振興会副理事長

1943年、岐阜県高山市生まれ。1968年、立命
館大学卒業。その後、（株）富士屋代表取締役
社長、（株）バロー代表取締役副社長などを務め、
2000年、飛驒産業（株）代表取締役社長に就任。
従来は廃棄されていた木の節を使った「森のこと
ば」シリーズや、家具には不向きとされていた国
産杉を圧縮加工して使用した「HIDA」シリーズ
など、業界の常識にとらわれないユニークな発
想でヒット作を生み出す。また、生産体制の大
幅な見直しや、国内外の有名デザイナーとのコラ
ボレーションによる家具を製作するなどの改革を
行った結果、社長就任から14年でそれまでの2
倍となる年間売上 50 億円を達成。近年は木工
職人の若手の育成などにも力を入れている。

飛驒産業株式会社　https://kitutuki.co.jp/

PROFILE

岡田贊三（おかださんぞう）

O
K
AD

A ,Sanzo

岡田贊三著
『よみがえる飛驒の匠』
幻冬舎　2017

立
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
技
術
を
完
成
さ
せ
る
ま

で
に
は
5
年
以
上
か
か
り
ま
し
た
。
無
垢
材
を
家

具
用
に
圧
縮
で
き
る
の
は
世
界
で
う
ち
だ
け
。
数

え
切
れ
な
い
テ
ス
ト
と
お
客
さ
ま
の
ク
レ
ー
ム
が

育
て
て
く
れ
た
技
術
で
す
。

ス
ギ
の
家
具
の
デ
ザ
イ
ン
は
エ
ン
ツ
ォ
・
マ
ー

リ
氏
、
発
表
は
ミ
ラ
ノ
・
サ
ロ
ー
ネ
。
一
気
に

海
外
に
打
っ
て
出
ら
れ
ま
し
た
。

　
苦
労
し
て
完
成
さ
せ
た
ス
ギ
の
家
具
で
す
か
ら
、

何
と
か
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
で
出

し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
へ
、
岐
阜
県
が
各
国
の

デ
ザ
イ
ナ
ー
を
招
い
て
地
場
産
業
の
指
導
を
す
る

事
業
が
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン

の
巨
匠
、
エ
ン
ツ
ォ
・
マ
ー
リ
氏
に
出
会
っ
た
ん

で
す
。
彼
は
う
ち
の
家
具
を「
西
洋
の
も
の
ま
ね
だ
」

と
ぼ
ろ
く
そ
に
言
い
ま
し
た
が
、一
方
で
「
北
斎
、

桂
離
宮
、
高
山
の
町
並
み
、
ど
れ
も
日
本
の
美
し
い

デ
ザ
イ
ン
だ
」
と
言
い
、
う
ち
の
職
人
に
「
日
本
の

美
を
た
く
さ
ん
見
て
勉
強
し
ろ
」と
叱
っ
て
く
れ
た
。

そ
の
熱
意
が
嬉
し
く
て
、
こ
の
人
に
デ
ザ
イ
ン
を
頼

み
た
い
と
、
事
業
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
画
に
手

を
上
げ
ま
し
た
。

　

マ
ー
リ
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
何
度
も
日
本
に
来
て

く
れ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
新
聞
に
「
わ
が
国
の
智
の

流
出
だ
！
」
と
ま
で
書
か
れ
ま
し
た
が
、「
俺
は
本

物
の
も
の
づ
く
り
を
飛
騨
高
山
で
見
つ
け
た
ん
だ
」

と
言
っ
て
く
れ
た
。
家
具
の
デ
ザ
イ
ン
も
1
点
で

十
分
な
の
に
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
な
ど
20
数
点
も
起

こ
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
世
界
的
な
家
具
の

見
本
市「
ミ
ラ
ノ・サ
ロ
ー
ネ
」で「
H
I
D
A
」シ
リ
ー

ズ
と
し
て
お
披
露
目
し
た
ん
で
す
。
彼
の
知
名
度

に
加
え
て
、
ス
ギ
の
テ
ー
ブ
ル
な
ん
て
欧
米
に
も
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
大
き
な
話
題
と
な
り
、
わ
が
社
の
代

表
的
な
シ
リ
ー
ズ
の
１
つ
に
加
わ
り
ま
し
た
。

今
後
の
飛
騨
産
業
、
そ
し
て
日
本
の
木
工
産
業

は
何
を
す
べ
き
だ
と
お
考
え
で
す
か
？

　

じ
つ
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
さ
れ
る

2
0
2
0
年
は
わ
が
社
の
創
業
1
0
0
周
年
な
ん
で

す
。
そ
れ
ま
で
に
、
次
の
1
0
0
年
に
向
か
う
新

た
な
ス
テ
ッ
プ
を
発
見
し
た
い
。
そ
の
１
つ
の
拠
点

と
し
て
、2
0
1
7
年
3
月
に
六
本
木
の「
東
京
ミ
ッ

ド
タ
ウ
ン
」に
イ
ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ
プ
を
オ
ー
プ
ン

し
ま
し
た
。
直
接
、
お
客
さ
ま
と
出
会
っ
て
わ
れ

わ
れ
も
刺
激
を
受
け
る
だ
ろ
う
し
、
ハ
イ
エ
ン
ド

の
方
や
海
外
の
方
に
も
選
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う

な
家
具
作
り
を
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
人
工
林
の
ス
ギ
の
活
用
は
今
後
も
大

き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
単
に
「
国
産
材
を
使

お
う
」
と
言
う
だ
け
で
は
な
く
、
ス
ギ
を
使
え
ば

環
境
も
改
善
し
心
も
癒
や
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と

を
ア
ピ
ー
ル
で
き
れ
ば
状
況
も
変
わ
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
じ
つ
は
、
私
た
ち
の
研
究
所
で

は
木
材
か
ら
抽
出
し
た
樹
液
も
研
究
し
て
い
ま
す
。

地
元
の
農
家
の
田
ん
ぼ
や
畑
に
ス
ギ
の
樹
液
を
散

布
し
た
と
こ
ろ
、
収
穫
量
が
増
え
た
り
米
の
食
味
が

増
し
た
と
い
う
成
果
も
出
て
い
ま
す
。
抗
菌
作
用
や

リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
も
高
い
の
で
、
さ
ら
に
研
究
を

進
め
て
い
ま
す
。
樹
液
は
葉
か
ら
も
採
れ
る
の
で

木
を
丸
ご
と
使
え
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

　

最
近
は
大
規
模
な
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
を
建
設

し
て
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
使
う
計
画
も
あ
る
よ
う
で

す
が
、
山
の
木
を
わ
ざ
わ
ざ
伐
採
し
て
チ
ッ
プ
に

す
る
よ
り
も
、
地
域
ご
と
に
小
さ
い
バ
イ
オ
マ
ス

発
電
所
を
つ
く
り
間
伐
材
や
端
材
の
二
次
利
用
を

進
め
る
方
が
い
い
。
地
域
の
資
源
で
つ
く
っ
た
電

力
を
地
域
で
消
費
す
れ
ば
も
っ
と
も
効
率
の
良
い

自
然
活
用
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

経
済
も
同
じ
で
、
各
地
の
地
場
産
業
が
し
っ
か

り
回
れ
ば
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
強
い
日
本
の
国
力

に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
も
、

地
域
の
人
と
技
術
と
素
材
を
活
か
し
て
仕
事
を
広

げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

飛
騨
高
山
か
ら
六
本
木
、
そ
し
て
世
界
へ

取
材
を
終
え
て
・
・
・

日
本
の
地
場
産
業
の
家
具
に
は
、
ず
っ
し
り
と
重
厚
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
、
取
材
で
う
か
が
っ
た
飛
騨
産
業
の

イ
ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ
プ
は
明
る
く
洗
練
さ
れ
、
い
い
意
味
で
イ
メ
ー

ジ
を
覆
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
美
し
い
ス
ギ
の
柾
目
を

活
か
し
た
家
具
は
し
っ
か
り
と
”J
A
P
A
N
“
を
主
張
し
て
い
ま

す
。
気
さ
く
に
お
話
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
岡
田
社
長
の
お
人
柄

が
、
気
張
ら
ず
柔
軟
な
も
の
づ
く
り
に
重
な
っ
て
見
え
ま
し
た
。

「HIDA」と同様、国産材のスギを活かした「SUGI」シリーズ。スギの柾目が美しい。
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オーストラリア原住民アボリジニの管楽器デジュリドゥの演奏（奏者：NATA 氏）

ステージでの将棋解説（プロ棋士による目隠し
将棋や小学生らの将棋トーナメントも行われた）

ウッドワンダーランド
ゲート（CLT）

オープニングセレモニー

会場内ステージ

東京大学農学生命研究科木質材
料学研究室の CLT によるゲート

（CLT 協会）

木製スーパーカー（佐田建美）
ナンバーを取得しており、
実際に公道を走行可能

カリモク家具ブースの木製遊具
（アーティスト：つちやあゆみ氏）

ヤイリギターによるギターと指１本で
演奏可能な一五一会の展示・演奏

2
0
1
7
年
10
月
27

−

30
日
の
４
日
間
、
ウ
ッ
ド
エ
コ
テ
ッ
ク

2
0
1
7(

日
本
木
工
機
械
展)

が
２
年
ぶ
り
に
ポ
ー
ト
メ
ッ

セ
な
ご
や
で
開
催
さ
れ
、
1
4
1
社
の
出
展
に
よ
り
丸
太
製

材
か
ら
N
C
加
工
な
ど
多
彩
な
新
鋭
機
が
音
を
上
げ
て
稼
働

し
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。
参
加
登
録
者
数

は
2
万
人
を
超
え
、
会
期
中
の
台
風
接
近
な
ど
に
も
め
げ
ず

盛
況
を
呈
し
た
。

別
館
全
体
を
使
っ
て
の
ウ
ッ
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
2
0
1
7
で

は
、
子
供
か
ら
大
人
ま
で
各
年
代
に
向
け
て
木
の
利
用
に
関

す
る
ア
ピ
ー
ル
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
お
も
ち
ゃ
、
ク
ラ
フ
ト
、

楽
器
、
将
棋
、
イ
ン
テ
リ
ア
、
木
造
建
築
、
自
動
車
、
ド
ロ
ー

ン
ま
で
様
々
な
展
示
や
C
L
T
で
作
ら
れ
た
ス
テ
ー
ジ
を
使
っ

た
セ
ミ
ナ
ー
、ミ
ニ
音
楽
会
な
ど
で
参
加
者
を
楽
し
ま
せ
た
。

な
お
、
木
材
・
合
板
博
物
館
も
ブ
ー
ス
を
出
展
し
、
多
く
の

来
場
者
と
交
流
を
行
っ
た
。

ウッドワンダーランド 2017
（ウッドエコテック 2017）

木
を

楽
し
も
う
03

主催：一般社団法人 日本木工機械工業会

Wood & Plywood MUSEUM

Event
schedule

Seminar 
information

イベント情報

セミナー情報

2017 年

2018 年

2017 年　  12.1 → 2018 年 1.25

2.17

ワンコイン工作（博物館）

12.16

1.20

博物館特設展示「（株）ウッドワン」

2018 年　1.18   　　　■（株）ウッドワン セミナー 15：00 ～  
　　　　　　　　　　　「持続可能な森林事業の現状と展望」 （博物館 4F シアタールーム）  

　　　   2.17 → 18　 ■ ウッドマスター【中級】各日 9：30 ～
　　　　　　　　　　  講習会「－樹種識別を学んでみよう－」（博物館 4F）

「木のロボットを作ろう」

「木のぽち袋を作ろう」

「木のシロフォンを作ろう」

※文部科学省による平成２９年度「子どもゆめ基金」の助成を受けています。

第５回「合板の日」の記念式典が１１月２日、新木場タワーで２５０名の
参加者を得て開催された。林野庁長官賞、並びに感謝状は大熊幹章
東京大学名誉教授（写真中央）に授与された。永年にわたる合板、
木質材料に関する研究、及び木材利用の環境貢献等に関する考察な
どのご功績に対し贈られたものである。当日の司会進行は、みどりの
女神 2017 の野中葵さんが務めた。

11 月 11 日都下のあきる野市、青梅市を訪れ、
色づき始めた紅葉とゆずの収穫体験などを行い、
秋の恵みに感謝するイベントを試験的に行いま
した。来年には当館賛助会員の皆様との交流会
として発展拡大する予定です。先のことですが、
木のこと、森のこと、里山の暮らしなどを知る
機会として設けていきたいと検討しています。

■ 10 月７、8 日に都立木場公園イベント広場において開催された「木と暮らしのふれあい展」
　（主催：東京都、東京都木材団体連合会）に出展しました。

■ 11 月 11、12 日に豊洲公園花木とモニュメント広場で開催された「江東湾岸まつり2017」
　（主催：一般社団法人江東区観光協会）に出展しました。

第５回「合板の日」記念式典

森の恵み感謝祭

参加イベント
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Wood & Plywood MUSEUM 木材・合板博物館情報

第 9回
「木と合板写真コンテスト」

入賞作品のご紹介
応募総数：274 作品　作品テーマ：「いやし」「木」「合板」　

募集期間：2017 年 7月1 日 ( 土 ) ～ 8 月31日 ( 木 )

今回の応募では年齢の若い方も増え、応募される方の年齢層
にひろがりができたことはとても素晴らしいことだと思いま
す。また、昨年以上にテーマに合わせて工夫された方も見受
けられ、全体的にレベルが上がってきたかと思います。
かつて、カメラを購入するのには家一軒分の費用がかかると
言われた時代がありました。そんな時代は、一枚の写真を撮
るのにも多額の費用がかかり、その仕上がりを待つのにも何
日もかかる。一枚にかける思い入れは、相当なものだったで
しょう。最近は誰もが撮影する時代。SNS で簡単に楽しみ
を共有することは一般的です。しかし、それらはどれも瞬間
でのこと。しっかりと考えがあって撮影しているわけではあ
りません。時代の流れが速い中、こうしたコンテストをきっ
かけに立ち止まって考えてみる。しっかりと見つめてみる。
ちょっと、立ち止まって見渡してみる。そんなコンテストに
なるといいなあと思います。

【課題の部】

【建材の部】

【特別賞】

【フォト575の部】

『大好木(だいすき)！戸越銀座駅！』牛田葵
戸越銀座駅の木造駅舎に触れて喜んでいる

女の子を撮りました。

リビング内の木育スペースが
時にステージと化すのでした！

今は懐かしい木造校舎。何か温もりを感じます。

屋上の露天風呂が改装されて檜の香りが漂います。

水戸市の吉田神社で撮影したこの球体からは、
日本人独特の木造の精神を感じられる。

下駄箱も木でてきていてぬくもりを感じます。その下駄箱の前で
友人にポーズをとってもらったらこういう風になりました。

花輪小学校で撮りました。

この「ハウス」は、小さな島にあるアート作品です。
心癒される空間で、時間もゆっくり過ぎていきます。

ペンキ塗り替え工事用の木枠が積み木のように見え、
温かい夕日のオレンジ色に照らされて、

左近川の川面にも映えていました。

古民家に入って、ふと上を見上げたとき、
ぬくもりを感じました。

木場の衆 どんどこ船で 夏を呼ぶ

雨あがり サルスベリ散る 木のホーム

満開の 桜の海に 橋光る

拾って良し 
眺めても良し 

大銀杏

少年が 
登る柱は 

ヒノキかな

真新しい木造駅舎に 60年前の塗装の列車が入って
きました、木造駅舎の色と合っていました。

旧天川村立西小学校の講堂再利用

『木場のどんどこ船』笠井忠

『ぬくもり』谷川美優

『奏』小原貴仁

『雨あがり』菅田航洋

『朝の光』土屋敏彦

『橋光る』山縣敏夫

『夕日に映えて』多和裕二

『日本人の精神』丹治勇介

『のんびりハウス』平野昌子

『銀杏拾い』長谷利宏

『木造駅舎とレトロ列車』渡邊史香

『感じる』桜木真希
光明寺に雨宿りをしに来た際、友人が靴下を脱いで

渡り廊下の木の感触を楽しんでいました。

木の間から差す太陽が、椅子や建物に暖かさを持たせてくれていることを
感じられるように撮影しました。

近畿地方最古の芝居小屋、しかし時代の流れで昭和39年に閉館、その後平成 20年に
大改修され歌舞伎他演劇を開始。舞台が無い時は見学ができる。この日は見学可能日で

仲間の一人が歌舞伎役者になりきってステージを独り占め。

「第９回 木と合板 写真コンテスト」選考結果

『なんだか、ほっこり』川崎愛実子

『最古の廻り舞台』佐伯範夫

『おちゃらけ下駄箱前』筒井陽加里

『雨にも負けぬ檜の香り』本郷順司

『登竜門』川又圭人

『台車遊び』神野洋一

『放課後の居場所』鏑木俊介

大　賞

最優秀賞

最優秀賞

理事長特別賞

伊東麻美、谷口修、葛谷歩加、割田大輝、星美紀
丹羽賢一、牧野美奈子、山内崇司、安田沙希、太田誠二

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

特別審査員賞

優秀賞

佳作

佳作

学生奨励賞

佳作

佳作

佳作

学生奨励賞

佳作

佳作

佳作

学生奨励賞

佳作

感じる

大好木（だいすき）！戸越銀座駅

最古の廻り舞台

なんだか、ほっこり

木場のどんどこ船

奏

ぬくもり

最古の廻り舞台

雨あがり

朝の光

夕日に映えて

日本人の精神

橋光る

のんびりハウス

木造駅舎とレトロ列車

おちゃらけ下駄箱前

銀杏拾い

雨にも負けぬ檜の香り

台車遊び

放課後の居場所

登竜門

桜木 真希

牛田 葵

佐伯 範夫

川崎 愛実子

笠井 忠

小原 貴仁

谷川 美優

佐伯 範夫

菅田 航洋

土屋 敏彦

多和 裕二

丹治 勇介

山縣 敏夫

平野 昌子

渡邊 史香

筒井 陽加里

長谷 利宏

本郷 順司

神野 洋一

鏑木 俊介

川又 圭人

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

氏名 ( 敬称略 )大　賞

氏名 ( 敬称略 )

氏名 ( 敬称略 )

氏名 ( 敬称略 )

氏名 ( 敬称略 )

氏名 ( 敬称略 )

課題の部

建材の部

特別賞

あともう一歩

フォト５・７・５の部

特別審査委員 
プロ巨樹カメラマン 吉田繁氏の総評

　 特別賞
[ 理事長特別賞 ]

　  最優秀賞／
特別審査委員賞

最優秀賞

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

佳作

佳作

佳作
佳作

佳作 佳作

佳作

佳作

佳作

大賞

学生奨励賞 学生奨励賞 学生奨励賞
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東京造形大学
〒192-0992  東京都八王子市宇津貫町 1556　TEL. 042-637-8111（代）　 
http://www.zokei.ac.jp/university/

持
続
可
能
な
社
会
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

東
京
造
形
大
学
は
、
デ
ザ
イ
ン
や
美
術
の
創
作
活
動
か
ら
社
会
と
深
く
結
び
つ
き
実
践
し
て

い
く
こ
と
を
建
学
の
精
神
と
し
て
、
1
9
6
6
年
に
設
立
し
た
美
術
大
学
で
す
。
こ
れ
ま
で

に
、
社
会
で
活
躍
す
る
多
く
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

大
学
で
の
学
び
は
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
室
内
建
築
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル

な
ど
の
専
攻
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
学
科
と
、絵
画
、彫
刻
の
専
攻
か
ら
な
る
美
術
学
科
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
専
門
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
同
時
に
、
全
て
の
専

攻
を
横
断
す
る
教
育
と
し
て
「
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
科
目
」
が
あ
り
、
社
会
で
発

生
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
、
解
決
方
法
な
ど
か
ら
視
野
を
広
げ
て
い
く
た
め
の
授
業
が

開
講
さ
れ
て
い
ま
す
。

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
科
目
は
、主
に
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
を
テ
ー
マ
と
し
て
、

東京造形大学 学長（サステナブルプロジェクト教授）

　山際康之  

木
材
と
建
築
（
自
然
）、
地
球
環
境
と
天
気
予
報
（
気
候
）、
生
産
と
リ
サ
イ
ク
ル
（
も
の
づ

く
り
）、
江
戸
の
文
化
（
歴
史
）、
自
治
体
の
環
境
活
動
（
地
域
）、
暮
ら
し
の
な
か
の

エ
コ（
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
）
と
い
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
あ
り
、
各
分
野
の
専
門
家
が
講
師

と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
木
材
と
建
築
を
主
体
と
し
た
授
業
「
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
デ
ザ
イ
ン
論
」
で
は
、木
材・

木
質
材
料
の
特
徴
、
国
内
外
の
木
造
建
築
の
潮
流
、
家
具
、
木
工
製
品
と
木
工
技
術
な
ど
の

専
門
性
を
習
得
し
ま
す
。
ま
た
、
社
会
の
し
く
み
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
つ
い
て
理
解
し
、

モ
ノ
か
ら
コ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
へ
転
換
し
た
発
想
力
を
養
い
ま
す
。

授
業
は
、
講
義
や
、
エ
コ
プ
ロ
ダ
ク
ツ
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

と
い
っ
た
課
題
に
よ
る
演
習
の
ほ
か
に
、
企
業
、
自
治
体
と
連
携
し
た
校
外
型
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
形
式
か
ら
実
践
的
に
社
会
に
還
元
す
る
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

昨
年
、大
学
は
創
立
50
年
を
迎
え
、今
年
は
第
二
の
開
学
期
と
な
る
1
年
目
と
し
て
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
デ
ザ
イ
ン
や
美
術
を
通
じ
て
、
新
し
い
循
環
型
社
会
の
あ
り
方

に
つ
い
て
最
新
の
教
育
、
研
究
成
果
を
発
信
し
続
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

01
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B C

編集後記

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） PLY３号（冬）をお届けします。季刊で編集に当たりますが、年
末が近づくと気ぜわしくなり、時計の針もクルクル早くなる気がし
ます。今年の日本列島では地震の後遺症、新たな水害対策に追
われています。被災された地域、方々の 1 日も早い復旧が実現で
きることを祈ります。災害の教訓を忘れず、より安全に安心して暮
らせる街づくりが求められています。住宅の性能表示制度には耐
震等級が設定されています。耐震等級１は、建築基準法で定め
られた最低の基準で、等級２、等級３とグレードが高められてい
ます。より安全性の高い住まいづくりやリフォームによる耐震補強
に関心を持って木材利用の可能性を広げたいものです。（＆）

第 3 回 ■  走査電子顕微鏡写真「クロマツ」 第 3 号 2017 winter

【発行日】　

【発行】

2017 年 12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

合板と一口に言っても種類は数多く、使用時はその性能を良く理解して選択する必要があります。
主なものは JAS( 日本農林規格 )で規定されていますが、普通合板、コンクリート型枠用合板、構造
用合板、化粧ばり構造用合板、天然木化粧合板、特殊加工化粧合板です。さらに、接着耐久性の区分、
ホルムアルデヒド放散量、防虫処理、複合フローリング等が規定され、JAS 以外では防腐・防蟻処
理合板、不燃処理合板、足場板用合板、成形加工（曲面）合板、強化成形（硬質化）合板、抗菌合板、
ランバーコア合板、ボードコア合板、ハニカム層やインシュレーションボードをコアにした特殊コ
ア合板（軽量合板）などが挙げられます。何れにしても慎重かつ確実な製品選びが大切です。（＆）

合板
情報
03

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（2017年12.27 →2018年1.4）
※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

ストラトキャスターの完全レストアガイド。
リペア= 修復から、楽器の持つ能力を
さらに引き出すレストア = 復活のための
書。基礎知識のみならず、工具・ジグに
ついてもわかりやすく解説され、類書では
珍しい塗装の方法までも詳述している。
修理・修復前後、約650の写真と図解を
“見ながら読みながら”作業できる1 冊。

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

『エレクトリック・ギター・レストア』
中野伸司著
3,500 円（本体） オールカラー

A

1993年に刊行された木を知るための入
門書。佐伯浩博士（京都大学名誉教授）
によって生活する人と森とのつながり
を鮮やかな口絵と詳細な解説で紹介。
住まいや家具など生活の中で接する木、
公園や近郊の身近な樹木から約 110 種
を選び、その科学的認識と特徴を明ら
かにしている。

『この木なんの木』
佐伯 浩 著
1,554 円（本体）

本書は、Plywood（合板）の歴史、18 世紀の家
具への使用から、19 世紀の工業製品出現を
経て、20 世紀のモダニスト、アルヴァー・ア
アルトやチャールズ＆レイ・イームズらによっ
て称賛された材料にいたる歴史をたどってい
る。著者クリストファー・ウィルクは、ヴィ
クトリア＆アルバート美術館の家具・テキス
タイル・ファッション部門の責任者である。

エーアンドエーブックス TEL 03-3868-9560

『Plywood: A Material Story』
Edited by Christopher Wilk
Thames & Hudson
6,500 円（本体）

D

木への思いや愛着を玩具として形にし発表している、日本在住の20人のおも
ちゃ作家による展覧会。 今日の木製玩具の状況を見るとともに、子どもたち
に木の大切さと、その魅力を伝え、明日へつながる玩具の新しい形を紹介。

会期：開催中～2018年 2月4日(日)　 10:00 ～ 16:00　( 入館は15:30まで )
休館日：木曜日、2017年12月26日（火）～ 2018年1月5日（金）
入館料：中学生以上 ■ 800 円、6ヶ月～小学生 ■ 500 円
東京おもちゃ美術館　東京都新宿区四谷 4-20 四谷ひろば内
TEL 03-5367-9601　FAX 03-5367-9602 http://goodtoy.org/ttm/

『木のおもちゃ20作家展』

木材・合板博物館　副館長　平川泰彦

クロマツは、アカマツ（赤松、雌松）に比べて樹皮が黒っぽいので
黒松、またアカマツに比べて葉が長くて太く枝ぶりが大きいなど
雄々しい印象から雄松とも呼ばれる。日本の天然分布は本州以西

（以南）。潮風に強く海岸林として多く造成され、東日本大震災で
は津波被害を軽減した効果も認められている。アカマツとの間に
交雑種がありアイグロマツとも呼ばれる。木材はアカマツと似た
材質でさまざまな用途に用いられるが、近年においてはマツノザ
イセンチュウによる枯損被害を受けて個体数が激減し、木材利用
は極めて少なくなり、抵抗性苗の造成が進められている。

めまつ

おまつ

門松について文献を少しのぞいてみると、「松は中国の神前思想
では永久不変・長寿・若さのシンボルとして考えられており、平
安貴族はこの中国的教養を日本に定着させ、正月の子の日に野山
から根つきの小松をそのまま植え、小松にこもる精気を人間に感
染させることで延命・長寿を祝った。門松は民間から起こったと
言われているが、新春に門松を立てて長寿を祈る風習はこのよ
うな歴史の流れの中でみやこで盛んにおこなわれるようになって
いった」（瀬田克哉著、「木の語る中世」より）と解説されている。

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



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　走査電子顕微鏡写真「クロマツ」

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


