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酒
蔵
と
し
て
は
3
0
0
年
の
歴
史
と
の
こ
と
。小
澤

家
は
社
長
で
何
代
目
に
な
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

公
式
な
襲
名
を
し
て
い
な
い
の
で
申
し
上
げ
る

資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
く
に
あ
る
「
雲
慶
院
」

は
、
う
ち
が
甲
斐
国
か
ら
逃
れ
て
こ
こ
に
来
て

後
、
滅
亡
し
た
武
田
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
作
っ

た
寺
だ
そ
う
で
す
。
そ
こ
の
ご
住
職
が
私
の
親
父

に
「
私
が
21
代
だ
か
ら
、
あ
な
た
も
21
代
で
い
い
で

し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
以
来
、
親
父
が
21
代

目
、
私
は
22
代
目
と
言
わ
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。
酒

蔵
と
し
て
は
、
う
ち
に
残
る
最
も
古
い
資
料
が
元
禄

15（
1
7
0
2
）年
の
も
の
な
の
で
、
そ
れ
を
も
っ
て

創
業
の
年
と
し
て
い
ま
す
が
、
東
京
で
は
最
も
古

い
酒
蔵
に
な
る
ら
し
い
。
武
田
の
残
党
の
血
筋
な

の
で
、
そ
れ
以
前
の
は
っ
き
り
と
し
た
資
料
は
残
っ

て
い
な
い
ん
で
す
よ
。

　

私
自
身
は
大
学
で
経
営
学
を
学
ん
で
、
卒
業
後

は
埼
玉
の
新
座
に
あ
っ
た
材
木
問
屋
に
し
ば
ら
く

勤
め
ま
し
た
。
奈
良
県
吉
野
の
い
ち
ば
ん
大
き
な

製
材
所
の
販
売
店
で
す
。
な
ぜ
か
っ
て
、
う
ち
の
よ
う

な
家
業
の
長
男
の
仕
事
は
商
売
よ
り
も
、
ま
ず
資
産
管

理
な
ん
で
す
よ
。
う
ち
の
資
産
と
言
っ
た
ら
山
林
で

す
か
ら
、”木
“を
知
ら
な
き
ゃ
管
理
が
で
き
な
い
。

酒
造
り
は
そ
れ
を
学
ん
で
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。

家
業
の
継
承
は
、
ま
ず
資
産
を
守
る
こ
と

関東の食と自然が育む
東京最古の地酒

取
締
役
社
長 

小
澤
順
一
郎

  第 5 回 

「重ねる」

巻頭インタビュー  

ka･sa･ne･ru
小
澤
酒
造
株
式
会
社　

あ
な
た
の
家
の
お
雑
煮
は
、ど
ん
な
味
で
す
か
？

家
で
は
当
た
り
前
の
お
雑
煮
が
、

じ
つ
は
、
ま
っ
た
く
当
た
り
前
で
は
な
い
。

そ
こ
に
、日
本
の
食
文
化
の
豊
か
さ
が
あ
り
ま
す
。

食
通
た
ち
が
、地
酒
の
豊
か
さ
を
発
見
し

海
外
に
お
け
る「
S
A
K
E
」ブ
ー
ム
も
あ
っ
て

い
ま
再
び
、日
本
酒
が
注
目
を
浴
び
て
い
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
文
化
を
飲
み
込
ん
で
き
た
東
京
の
山
里
で

3
0
0
年
に
わ
た
り
酒
を
造
り
続
け
て
き
た

小
澤
酒
造
に
、
そ
の
酒
の
源
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
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さ
ん
が
い
た
。
樽
は
産
地
か
ら
仕
入
れ
て
ま
し
た

が
、
蔵
で
使
う
桶
や
道
具
は
、
み
ん
な
木
製
で
し

た
か
ら
、
そ
の
整
備
を
し
て
い
た
ん
で
す
。
お
酒

の
仕
込
み
も
昔
は
杉
の
桶
で
し
た
。

最
近
は
ス
テ
ン
レ
ス
の
タ
ン
ク
が
多
い
そ
う
で
す

が
、小
澤
酒
造
で
は
、い
ま
で
も
木
桶
で
お
酒
を

造
っ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

　

う
ち
で
も
メ
イ
ン
で
は
ス
テ
ン
レ
ス
や
琺
瑯
の

タ
ン
ク
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
15
年
ほ
ど
前
に
杉
の

桶
を
新
造
し
ま
し
た
。
じ
つ
は
、
そ
の
当
時
、
長
野
の

蔵
元
に
入
っ
て「
木
桶
仕
込
み
保
存
会
」を
立
ち
上

げ
た
セ
ー
ラ・
マ
リ・
カ
ミ
ン
グ
ス
っ
て
い
う
ア
メ
リ

カ
人
女
性
が
い
て
、
彼
女
か
ら
木
桶
で
お
酒
を
造

ほ
う
ろ
う

元
々
は
、
酒
造
り
で
は
な
く
林
業
を
生
業
と
し
て

い
た
の
で
す
ね
。
現
在
も
山
林
の
仕
事
は
し
て
い

る
の
で
す
か
。

　

結
果
的
に
酒
造
り
が
看
板
に
な
っ
た
け
ど
、
最

初
は
二
次
的
な
も
の
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
山
は

2
0
0
ha
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
林
業
経
営

と
言
え
る
状
況
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
間
伐
主
体
の

次
に
つ
な
げ
る
た
め
の
管
理
の
仕
事
が
ほ
と
ん
ど

で
す
ね
。

　
た
だ
、
私
の
末
娘
が
植
物
好
き
で
、
勤
め
て
い
た

造
園
会
社
を
辞
め
て
林
業
を
や
る
と
言
い
出
し
た

ん
で
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
後
も
続
く
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。い
ま
、
う
ち
の
山
を
管
理
し
て
い
る
70

歳
近
い
山
の
神
さ
ま
に
弟
子
入
り
さ
せ
て
ね
（
笑
）。

G
P
S
を
使
っ
て
管
理
が
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、

実
際
の
作
業
は
人
に
任
せ
れ
ば
い
い
し
、
娘
に
は

杉
檜
に
限
ら
ず
好
き
な
山
づ
く
り
を
や
っ
て
い
い

と
言
っ
て
い
ま
す
。
最
近
は
観
光
林
業
の
よ
う
な

か
た
ち
で
運
営
さ
れ
て
い
る
山
も
あ
る
し
、
結
果

的
に
ど
ん
な
か
た
ち
で
実
を
結
び
地
域
貢
献
で
き

る
か
っ
て
い
う
こ
と
を
考
え
て
く
れ
れ
ば
と
思
い

ま
す
ね
。

山
林
と
酒
造
り
と
い
う
の
は
、
や
は
り
関
係
が
深

い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
樽
丸
」っ
て
言
葉
を
知
っ
て
ま
す
か
？　
樽
の

側
板
に
な
る
材
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
組
ん
で
樽
に

す
る
。
運
ぶ
と
き
に
竹
の
輪
っ
か
に
詰
め
込
ん
で
、

丸
く
ま
と
め
た
か
ら
樽
丸
っ
て
言
う
ん
で
す
。
昔
は
、

酒
や
醤
油
は
み
ん
な
樽
で
運
ん
だ
か
ら
、
そ
う
し
た

も
の
づ
く
り
も
大
き
な
産
業
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

奈
良
県
の
吉
野
な
ど
は
、

質
の
い
い
樽
丸
の
生
産
を
目

指
し
た
結
果
、
日
本
有
数
の

林
業
地
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

う
ち
で
も
私
が
子
ど
も

の
頃
は
会
社
の
中
に
桶
屋

木
桶
で
よ
み
が
え
る
”神
さ
ま
の
酒
造
り
“

杉の仕込み桶は直径約 1.8m の 6 尺桶が 2 つ。
年輪にそって割った側板を、内側が赤身（心材）、
外側が白太になるように組むとアルコールを通
さず良い仕込み桶となる。ちなみに、桶はふた
が外れる容器。樽はふたをはめ込んで密閉した
輸送用の容器を言う。

ろ
う
と
誘
わ
れ
て
気
に
は

留
め
て
い
た
ん
で
す
。
そ
ん

な
時
、
う
ち
の
裏
手
の
ケ
ヤ

キ
の
大
枝
が
台
風
で
道
路

に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
危
な

い
の
で
古
い
枝
や
木
を
伐

ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
の
中
に
樹
齢
3
0
0
年

ほ
ど
の
杉
の
木
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
で
桶
を
作
ろ

う
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、木
桶
で
酒
を

造
る
と
言
っ
た
ら
、
杜
氏

が
猛
反
対
し
た
。
確
か
に
、

ス
テ
ン
レ
ス
の
タ
ン
ク
な
ら
0.
1
℃
単
位
で
中
の

温
度
を
管
理
で
き
る
か
ら
、
自
分
が
イ
メ
ー
ジ
し

た
酒
が
造
れ
ま
す
が
、
杉
桶
は
材
料
を
入
れ
た
ら

後
は
桶
ま
か
せ
。
自
分
の
思
い
通
り
に
は
な
ら
な

い
ん
で
す
。
で
も
、そ
れ
が

”酒
造
り
は
神
さ
ま
の

世
界
“
で
あ
り
、
人
間
が
管
理
し
よ
う
な
ん
て
傲
慢

な
こ
と
だ
と
教
え
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、

「
ま
ず
く
な
っ
て
も
い
い
か
ら
造
っ
て
く
れ
」と
言
っ

た
ん
で
す
。

　
そ
れ
で
、
で
き
あ
が
っ
た
酒
を
飲
ん
だ
ら
じ
つ
に

旨
い
。
杜
氏
も「
こ
の
酒
に
は
酒
造
り
の

”い
ろ
は
“

が
あ
る
」っ
て
し
み
じ
み
と
言
う
ん
で
す
ね
。
そ
こ

で
、「
彩
は
」
と
い
う
名
前
で
世
に
出
す
こ
と
に
し
ま

し
た
。
造
る
た
び
に
味
は
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
い
ろ

い
ろ
な
発
見
の
あ
る
お
酒
で
す
。
酸
味
や
旨
み
が
濃

く
、
肉
に
も
負
け
な
い
、
ワ
イ
ン
で
言
え
ば
フ
ル
ボ

デ
ィ
の
赤
の
よ
う
な
重
厚
な
タ
イ
プ
の
お
酒
で
す
。

と
う
じ

い
ろ

酒
造
り
の
要
、
仕
込
み
水
も
山
か
ら
の
恵
み
で
す

ね
。
ど
う
い
う
水
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

　

う
ち
が
昔
か
ら
使
っ
て
き
た
水
は
蔵
の
北
側
の

山
か
ら
来
て
い
る
水
脈
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
昔
か

ら
石
灰
が
採
れ
た
ん
で
す
よ
。
青
梅
線
も
石
灰
を
運

ぶ
た
め
に
通
し
た
鉄
道
だ
し
、
江
戸
城
の
石
灰
も
青

梅
街
道
で
運
ん
だ
。
石
灰
が
採
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
ミ
ネ
ラ
ル
の
多
い
硬
水
の
地
と
い
う
こ
と
で

す
。
ミ
ネ
ラ
ル
が
多
い
と
酵
母
が
活
性
化
し
て
ブ
ド

ウ
糖
を
た
く
さ
ん
食
べ
る
か
ら
、
辛
口
の
酒
に
な

る
。
う
ち
の
酒
が
辛
口
な
の
は
、
そ
う
い
う
要
因
も

あ
る
ん
で
す
。
辛
口
と
言
え
ば
、
灘
の
宮
水
は
有
名

な
硬
水
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
京
都
の
伏
見
は
軟

水
だ
っ
た
か
ら
ソ
フ
ト
な
甘
口
に
な
っ
た
と
聞
き

ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
30
年
ほ
ど
前
に
多
摩
川
の
対
岸
の
山
の

水
を
引
く
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
良
質
な
軟
水
で

す
。
こ
れ
も
山
の
管
理
を
し
て
き
た
結
果
で
す
ね
。

こ
の
水
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
酒
造
り
の
幅
も

広
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。

蔵の奥には創業時から使う横井戸があり、ミネラル
豊富な硬水が絶え間なく湧き出ている
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取材・文：山崎玲子／撮影：川島保彦

小澤酒造株式会社　取締役社長
1954 年、東京都青梅市沢井に戦国時代から続
く小澤家の長男として生まれる。1977 年、成蹊
大学経済学部経営学科卒業後、材木問屋に約 2
年半勤め、その後、家業の１つであった製材会社
に勤務。同時期に本業である「小澤酒造」に入り、
酒造りと周辺の施設経営に携わる。1992 年に、
取締役社長に就任。

小澤酒造株式会社
東京都内に残る蔵元のなかでも最古と言われ、
元禄 15（1702）年、当時の古文書に酒造業を営ん
でいた記述から、それを創業の年とする。1960
年代より酒蔵見学を開始。「お客様との直接の
ふれあい」を掲げ、日本酒とともに仕込み水で
作った豆腐や食事を楽しむ施設などの運営や、
地元ゆかりの日本画家 川合玉堂の「玉堂美術館」
や「櫛かんざし美術館」など地域文化の振興に
も力を入れている。

http://www.sawanoi-sake.com/

PROFILE

小澤順一郎（おざわじゅんいちろう）

O
ZAW

A ,Junichiro

そ
う
し
て
造
ら
れ
る
小
澤
酒
造
の
お
酒
。社
長
は
、

ど
ん
な
お
酒
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

　
そ
も
そ
も
酒
と
い
う
の
は
嗜
好
品
で
す
か
ら
、
優

劣
を
測
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に
か
く

自
分
た
ち
の
酒
の
有
り
様
を
決
め
て
努
力
す
る
し

か
な
い
ん
で
す
よ
。

　

か
つ
て
、
日
本
酒
に
は
１
級
酒
、
２
級
酒
っ
て

い
う
格
の
違
い
が
あ
っ
た
。
味
の
良
し
悪
し
は
別

と
し
て
、
贈
答
用
に
は
１
級
酒
と
い
う
時
代
が
あ
っ

た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
級
別
制
度
の
廃
止
も
あ
っ

て
、
徐
々
に
酒
を
格
付
け
で
な
く
個
性
と
し
て
楽

し
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
花
火
の
よ
う

に
打
ち
上
が
っ
た
の
が
地
酒
ブ
ー
ム
で
す
。

　

当
然
う
ち
も
、
東
京
の
地
酒
、
奥
多
摩
の
酒
と

し
て
存
在
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

そ
の
時
、
一
番
人
気
だ
っ
た
の
が
淡
麗
辛
口
の
新
潟

の
酒
だ
っ
た
ん
で
す
。
関
東
の
酒
蔵
は
う
ち
も
含

め
て
ど
こ
も
越
後
杜
氏
で
す
か
ら
、
越
後
杜
氏
の

酒
の
味
に
は
馴
染
み
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
新
潟
の

地
酒
で
愉
し
む
、
食
文
化
が
育
て
た
個
性

取
材
を
終
え
て
・
・
・

「
澤
乃
井
」と
言
え
ば
東
京
の
地
酒
と
し
て
有
名
で
す
が
、
東
京
っ
子

に
は
奥
多
摩
の
行
楽
に
外
せ
な
い
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
も
あ
り
ま
す
。

新
緑
や
紅
葉
を
愛
で
つ
つ
食
事
や
日
本
酒
を
楽
し
む
遊
び
心
と
、

元
禄
か
ら
使
い
続
け
る
酒
蔵
で
寝
か
せ
た
古
酒
、
木
桶
造
り
の
酒
、

精
米
度
90
％
の
江
戸
時
代
を
再
現
し
た
酒
な
ど
、
伝
統
の
中
に
挑

戦
も
忘
れ
な
い
東
京
の
酒
造
り
を
誇
ら
し
く
思
い
ま
し
た
。
ふ
ん

わ
り
香
る
酒
蔵
で
、
貴
重
な
お
話
と
旨
い
お
酒
を
堪
能
し
た
春
の

１
日
で
し
た
。

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
じ
ゃ
、い
い
酒
に
は
な
ら
な
い
。

理
想
の
酒
は
、
造
り
手
の
心
の
中
に
あ
る
ん
で
す
。

そ
れ
を
目
指
し
て
造
れ
ば
、
苦
し
い
け
れ
ど
非
常

に
奥
の
深
い
も
の
が
で
き
る
は
ず
な
ん
で
す
。
そ

う
は
言
っ
て
も
、
良
い
酒
が
で
き
れ
ば
杜
氏
は
ニ
コ

ニ
コ
し
て
私
の
所
へ
持
っ
て
来
る
し
、
旨
け
れ
ば
私

も
嬉
し
い
。
そ
れ
が
理
想
の
酒
造
り
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
ね
。

酒蔵の周りにはオープンテラス、食事処や唎酒処、多摩川を望む遊歩道や
美術館などもあり、青梅有数の観光名所ともなっている。

30年ほど前に引いた軟水の仕込み水は
訪れた人ののども潤す。

東
京
の
食
文
化
、
東
京
の
お
酒
の
味
と
い
う
と
、

具
体
的
に
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
？

　

東
京
の
生
活
の
中
心
と
な
る
食
材
っ
て
何
だ
ろ

う
と
私
も
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
思
い
浮
か
ん
だ
の

が
「
ち
ょ
っ
と
、
お
醤
油
取
っ
て
」
っ
て
い
う
感

じ
。
江
戸
前
の
醤
油
に
砂
糖
を
少
し
入
れ
た
甘
辛

い
味
。
か
つ
丼
の
つ
ゆ
、
佃
煮
も
そ
う
。
あ
れ
が

関
東
の
味
の
基
本
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ん
で

す
。
そ
れ
に
は
、
新
潟
ほ
ど
淡
麗
で
は
な
く
、
辛

め
だ
け
ど
も
う
少
し
旨
み
が
あ
る
酒
が
合
う
。
い

わ
ゆ
る
東
京
国
税
局
管
内
の
東
京
、神
奈
川
、千
葉
、

山
梨
と
い
う
１
都
３
県
や
、
そ
の
近
隣
は
同
じ
醤

油
文
化
の
酒
で
し
ょ
う
ね
。
一
方
、
京
都
の
酒
は
、

料
理
が
相
手
で
す
。
京
料
理
の
出
汁
の
ほ
の
か
な
旨

み
が
口
中
に
広
が
っ
た
と
こ
ろ
に
、
柔
ら
か
な
甘
口

の
酒
が
つ
う
っ
と
入
っ
て
一
体
と
な
る
の
が
お
い

し
い
わ
け
。

　
基
本
的
に
酒
は
杜
氏
が
造
る
も
の
で
す
。
経
営
者

の
私
が
意
見
す
れ
ば
、
杜
氏
は
私
の
顔
を
見
て
造
る

だ
し

酒
と
は
違
う
。
も
っ
と

”味
“
が
あ
る
ん
で
す
。
じ

つ
は
、
新
潟
の
淡
麗
辛
口
の
酒
は
塩
と
相
性
が
い

い
ん
で
す
。
塩
を
舐
め
な
が
ら
飲
む
と
酒
が
甘
く

利
け
て
お
い
し
い
ん
で
す
よ
。
雪
国
で
は
塩
蔵
し

た
野
菜
や
、
焼
く
と
塩
を
吹
く
く
ら
い
辛
い
塩
鮭

と
飲
む
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、あ
あ
い
う
酒
に
な
る
。

や
っ
ぱ
り
食
文
化
な
ん
で
す
よ
。

　

た
と
え
ば
、
四
国
。
四
国
山
脈
を
境
に
太
平
洋

側
は
カ
ツ
オ
を
食
べ
る
。
に
ん
に
く
や
生
姜
を
入
れ

て
味
の
強
い
醤
油
と
食
べ
る
わ
け
。
そ
こ
の
酒
は
っ
て

言
う
と
、
新
潟
と
同
じ
淡
麗
辛
口
で
も

”鉈
“で
す
。

カ
ツ
オ
に
負
け
な
い
強
さ
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
に
対
し
て
新
潟
の
酒
は

”か
み
そ
り
“。
シ
ャ
ー

プ
さ
の
質
が
違
う
ん
で
す
。
一
方
、
四
国
で
も
瀬
戸

内
海
側
は
白
身
の
魚
を
食
べ
る
か
ら
、
酒
も
上
品
で

ほ
わ
ん
と
や
さ
し
い
味
に
な
る
。

　

地
域
ご
と
の
食
文
化
の
中
で
育
っ
た
個
性
が
、

地
酒
ブ
ー
ム
の
お
も
し
ろ
さ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

な
た
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東京大学五月祭 セルフビルド木質建築物

木
を

楽
し
も
う
05

東京大学  https://www.u-tokyo.ac.jp
本郷キャンパス 
〒 113-8654 文京区本郷 7-3-1　tel.03-3812-2111

【東京大学五月祭】大正 12 年 5月5日に行われた第1回大園遊会
が起源とされる歴史ある学園祭で、5 月中～下旬の土・日曜日に、
本郷地区キャンパスで開催されます。

　
東
京
大
学
木
質
材
料
学
研
究
室
で
は
、
毎
年
、
東

大
の
学
園
祭
で
あ
る
五
月
祭
に
、
木
質
材
料
で
構
成

さ
れ
た
実
大（
人
が
入
れ
る
位
の
大
き
な
模
型
）の

仮
設
建
築
物
を
学
生
た
ち
の
セ
ル
フ
ビ
ル
ド
で
建
設

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
五
月
祭
の
二
日
間
の
期
間
中

の
み
の
仮
設
の
展
示
空
間
・
休
憩
ス
ペ
ー
ス
で
、
木

質
材
料
を
用
い
て
学
生
た
ち
に
よ
る
人
力
施
工
だ
け

で
、
五
月
祭
前
日
の
１
日
で
組
み
立
て
可
能
、
と
い

う
与
条
件
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
製
作
物
の
選
定
方

法
は
、
材
料
や
接
合
方
法
を
指
定
し
た
課
題
に
対
す

る
設
計
コ
ン
ペ
を
行
っ
て
、
研
究
室
全
員
の
投
票
に

よ
り
一
等（
お
よ
び
二
等
）に
な
っ
た
案
を
実
際
に
自

分
た
ち
で
製
作
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
ア
イ
デ
ア
の
秀
逸
さ
や
デ
ザ
イ
ン
の
美
し
さ
と

と
も
に
、
構
造
的
に
安
定
し
た
も
の
に
で
き
る
か
、

加
工
や
施
工
が
学
内
の
道
具
を
使
っ
て
素
人
だ
け
で

で
き
る
範
囲
内
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
点
が
、
最
終

決
定
案
の
勝
敗
を
左
右
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
五
月
祭
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
、
設
計
か
ら

加
工
お
よ
び
施
工
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
験
す
る
こ

と
で
、
製
材
、
集
成
材
、
L
V
L
、
合
板
、
O
S
B
、

C
L
T
な
ど
種
々
の
木
質
材
料
の
特
性
を
活
か
す
た

め
の
技
術
に
つ
い
て
、
実
用
的
な
感
覚
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
、
活
き
た
教
育
活
動
と
し
て
実
践

し
て
き
て
い
る
。

東
京
大
学
大
学
院 

木
質
材
料
学
研
究
室 

教
授 

稲
山 

正
弘

2005／カラメンアーチ／稲山正弘

2006／ペンローズドーム／小林研治

2007／ the Nave ／後藤豊・坂根宏彦

2007／ WR-system ／宋昌錫

2008／ E-CHO ／藤田克則

2008／ Inlay Joint System ／山口和弘

2009／ Wing Arch ／木本次憲

2009／#gradient ／山口和弘

2010／ SEPPA ／蒲池健

2010／ WOOD BREEZE ／村上素子

2012／木のつっぱり／福山弘

2012／サトウ茶筅／佐藤実

A

E

I

C

G

K

B

F

J

D

H

L

2013／万華箱／秋山信彦

2013／木縁 -mokufuchi- ／堀越ふみ江

2014／コモレビフォリー／坂田涼太郎

2014／rafflesia dome ／中太郎

2015／ UROKO ／末定拓時・辻繁輝

2015／edge ／佐々木賢太

2016／ tsutsutsumi ／末定拓時

2016／舞 -mai- ／中川香子

2017／ torch ／落合陽

2017／cubic room ／杉野貴彦

2018／漣／瀬口翼

2018／ Casa returns ／三宅朗彦

M

Q

U

O

S

W

N

R

V

P

T

X

製作年度／作品名／設計者
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東京大学大学院農学生命科学研究科
社会人特別選抜  修士課程「木造建築コース」
東京大学大学院農学生命科学研究科　http://www.a.u-tokyo.ac.jp/
〒 113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1

社
会
人
特
別
選
抜
「
木
造
建
築
コ
ー
ス
」
は
、
建
築
に
携
わ
る
方
に
木
材
な
ら
び
に
木
造
建

築
に
関
す
る
知
識
を
、
木
質
系
材
料
の
製
造
等
に
携
わ
る
方
に
建
築
サ
イ
ド
か
ら
要
求
さ
れ

る
性
能
等
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
て
も
ら
う
こ
と
を
主
眼
と
し
た
、
大
学
院
の
修
士
課
程

コ
ー
ス
で
す
。
本
コ
ー
ス
は
、
２
０
０
５
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
現
在
ま
で
で
50
名
以
上
の

卒
業
生
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
座
学
系
の
木
質
構
造
学
・
木
質
材
料
学
・
耐
久
性
の
科
学
な
ど
と
、

実
習
系
の
建
築
事
例
研
究・建
築
設
計
演
習
な
ど
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

従
来
の
修
士
課
程
よ
り
も
講
義
時
間
を
増
や
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
講
義
は
仕
事
と
の
両
立

を
し
や
す
い
よ
う
に
、
基
本
的
に
集
中
講
義
形
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。
週
に
一
度
ゼ
ミ
が
あ

り
、
そ
の
時
は
教
員
や
一
般
学
生
を
交
え
て
、
自
身
や
他
の
メ
ン
バ
ー
の
研
究
に
つ
い
て
討

論
を
行
い
ま
す
。
多
彩
な
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
と
様
々
な
側
面
か
ら
の
意
見
交
換
で
き
る
の

が
、
他
の
研
究
室
に
は
な
い
特
色
と
な
っ
て
い
ま
す
。

木
造
建
築
コ
ー
ス
の
学
生
も
修
士
論
文
研
究
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
実
務

よ
り
の
応
用
研
究
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
研
究
テ
ー
マ
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、

・
木
造
建
築
物
を
対
象
と
し
た
ロ
ッ
キ
ン
グ
制
震
シ
ス
テ
ム
の
研
究

・
一
般
流
通
材
を
用
い
た
方
杖
付
き
ラ
ー
メ
ン
フ
レ
ー
ム
の
研
究

・
構
造
木
工
事
監
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
研
究

・
一
般
流
通
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
ス
ト
レ
ス
ト
ス
キ
ン
パ
ネ
ル
を
用
い
た
効
率
的
な
床
組

　
の
研
究

・
住
宅
用
プ
レ
カ
ッ
ト
を
用
い
た
国
産
ス
ギ
に
よ
る
屋
根
ト
ラ
ス
架
構
の
研
究

・
鋼
板
挿
入
ド
リ
フ
ト
ピ
ン
接
合
を
用
い
た
木
質
ラ
ー
メ
ン
柱
脚
の
構
造
性
能
評
価
法
に
関

　
す
る
研
究
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
大
学
院
修
了
後
に
は
、
東
京
大
学
大
学
院
修
士
（
農
学
）
の
称
号
が
授
与
さ
れ
、
様
々
な

分
野
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

03
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Wood & Plywood MUSEUM

Event
schedule

イベント情報

2018 年 7.21（土）

8.24 → 25

7.22（日）

7.28（土）

8.5（日）

8.18（土）

第 10 回「木と合板」写真コンテスト

＊イベント情報はホームページでご確認ください。

　[ お問い合わせ ]  木材・合板博物館　TEL 03-3521-6600 / FAX 03-3521-6602　E-mail info@woodmuseum.jp

夏休み 合板・LVL 工場見学＆工作体験

ジャパン建材フェア（東京ビッグサイト）
http://www.jkenzai.co.jp/jkfair/about/

コリントゲームをつくろう！ 　

ジグソーパズルをつくろう！

コリントゲームをつくろう！

ジグソーパズルをつくろう！

木材・合板博物館情報

森のめぐみに感謝する会

REPORT

募集期間： 7 月 1 日 ～ 8 月 31 日

申込受付期間：6 月 1 日 ( 金 ) ～ 7 月 8 日 ( 日 )

5月21日、晴天の青梅市内で「森のめぐみに感謝する会」が５０名程の参加者を得て開催されました。植樹祭としてご案内
をしたイベントでしたが、実際には足元が滑りやすいこと、マムシやハチがいる可能性があること、さらに数日前に近く
でクマの目撃情報があったということで、植林体験は実施されませんでした。しかし、地元を中心に森の演出家として
活動されている土屋一昭氏の案内で鳥の声に注意を払いながら新緑の森で森林浴、本誌巻頭インタビューに登場いた
だいている小澤酒造の小澤順一郎氏による林業と地域活動の紹介などのセミナーに耳を傾け、鏡割りで使われるスギ樽
の木の使い方などを学びながら、利き酒を堪能しました。森と水、そして木材利用、日本酒の奥深さなど目と耳と香り
と味と触覚を含めて五感を目覚めさせるには十分な一日でした。都心から１時間ほどの東京都内にもかかわらず、自然
を楽しむことのできる多摩の環境は参加者に笑顔をもたらしたように思います。（＆）

夏休みの木工教室
＊予約抽選制

http://www.woodmuseum.jp/photo-con/index.html

http://www.woodmuseum.jp/workshop/tour.html

http://www.woodmuseum.jp/workshop/mokkou.html
申込受付期間：6 月 18 日～ 7 月 6 日
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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）

SDGs (エスディジーズ)はSustainable Development Goals の略称で、
世界が 2016 年から 2030 年までに達成すべき17の環境や開発に関す
る国際目標です。地球環境や気候変動に配慮しながら、持続可能な
暮らしや社会を営むための、世界各国の政府や自治体、NGO、NPO、
民間企業や個人などにも共通した目標です。目標 15 に陸域生態系の
保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠
化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復、および生物多様性の
損失の阻止があげられています。
森と水と木材の関わりを身近なところから見直して見ませんか？本誌で
は楽しみながら持続する取組みを取り上げました。また、先号の編集
後記で平成 30 年は昭和 93 年と書くべきところ 83 年と誤記してしまい
ましたが、昭和→平成→？へと移り変われど持続可能性の追求はこれ
からも最優先される課題です。（＆）

第 5 回 ■  走査電子顕微鏡写真
　　　　 「ブナ」

第 5 号 2018 summer

【発行日】　

【発行】

2018 年 6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

日本の合板産業は、主に熱帯産丸太を原料にして発展してきました。わが国の合板産業は原料を熱
帯産広葉樹から針葉樹へ転換を進め、2016 年に針葉樹合板の生産量は国産合板総生産量の 94% に
達しています。日本で使用されている合板需要の国産合板比率も 50%を超えていますが、約半分は
東南アジアや中国で生産されたいわゆる「輸入合板」です。日本の植林木を主原料とした合板の製造
販売を拡大していくことは、地域経済の振興に寄与するとともに、地球環境保護の視点から貴重な
熱帯雨林の保護と生態系維持に貢献することにつながります。（＆）

合板
情報
05

mini

■定価：1,080 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 
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樹木の形成から、針葉樹材・広葉樹材
の細胞の種類と構成、あて材・節など
の異常組織、付録では樹種の識別やプ
レパラート作成など、木質の組成につ
いて豊富な図・写真とともに解説。好
評教科書の改訂版。

個人、企業、公共の分野にわたる 21
の現代建築作品を取り上げている。作
品は、建築と環境との関係を重視して
いるもので、地球の「健康」だけでなく、
建築の社会的および経済的影響にも配
慮している。資料として写真、ドロー
イング、立面図を収録している。

日本を代表する木材塗装の研究会による、
基礎から応用・実務までを解説した書。会
では毎年 6 月に木工塗装入門講座、11 月に
木材塗装ゼミナールを企画、開催している。
改訂版では、政令や建築工事標準仕様書等
の改定に関する部分について書き改めた。

「移動可能」であることを基本に置いて生み
出された住宅作品を取り上げ、技術および
発想に焦点を当てながら、変化し、肥大化
していく現代生活の様々なニーズをコンセ
プト、外観、構造においてどのように解決し、
作品化しているかを資料とともに紹介する。

木材科学講座 2
『組織と材質』 第2版
古野毅・澤辺攻 編　A5判／190頁
1,845円（本体）

『Sustainable Architecture』
Editied by The Plan
出版社：Promopress
7,500 円（本体）

『木材の塗装』改訂版
木材塗装研究会 編
A5 判／ 297 頁 + カラー 8 頁
3,500 円（本体）

『Nomadic Living: Relocatable Residences 
(English and German Edition)』
By Sibylle Kramer
出版社：Braun Publishing
8,900 円（本体）

ブナ科、ブナ属の広葉樹で日本の温帯落葉樹林を代表する落葉高木である。高さは
30m 以上にもなり胸高直径は 1.5m 近いものもある。九州から北海道まで広く分布する
が、北限は北海道渡島半島の黒松内といわれている。ところが、札幌近郊の江別市の千
古園などには樹齢が 136 年の立派なブナが生育しており（江別市の環境課調べ）、この
あたりでは他にもかなりの数のブナが認められている。人工的に植栽されたものかなど
詳細は定かではないが興味深い。ブナは組織構造に特徴があり、道管要素のつなぎ目部
分のせん孔と呼ばれる穴が、年輪内の早材にあたる部分では単せん孔であるのに対して
晩材部にあたる部分では階段せん孔であり、晩材部にあたる部分の道管の壁にはいぼ状
層があるなど樹種識別するには分かりやすい樹種である。また、幅の広い放射組織を持
つために特に柾目の木材表面では「虎班（とらふ）」と呼ばれる白く光る模様が現れる。
さらに丸太の心材を見ると、心材が縞模様や不規則な形になるなど偽心材とよばれるも
のがかなりの頻度で出現する。偽心は、過去には樹病が疑われたこともあるがどうやら
遺伝的なものであるらしい。など木材組織学的には極めて個性豊かといえる樹種である
が、漆器やテーブル、フローリングなど利用価値は極めて高い。表面が滑らかな肌触り
なのは、小道管が散在する散孔材であることも関係している。

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

エーアンドエーブックス　TEL 03-3868-9560

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

エーアンドエーブックス　TEL 03-3868-9560

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
走査電子顕微鏡写真 「ブナ」

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


