
こ
の
素
敵
な
家
を
建
て
ら
れ
た
施
主
さ
ん
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

「
定
年
近
く
に
な
っ
て
、
残
り
の
人
生
を
ど
う
過

ご
そ
う
か
と
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

生
ま
れ
は
京
都
府
舞
鶴
市
。
こ
の
近
く
は
、
天
橋
立
、

丹
後
半
島
、
福
井
県
の
高
浜
、
和
田
な
ど
白
砂
青
松

の
美
し
い
海
岸
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
子
供
の
頃
、

海
は
い
つ
も
身
近
に
あ
り
ま
し
た
し
、
今
も
海
が
大

好
き
で
す
。
ど
う
し
て
も
海
の
見
え
る
家
、
と
い
う

の
が
終
の
棲
家
の
条
件

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
つ
く
ば
市
に
あ

る
住
ま
い
も
に
気
に
入
っ

て
ま
す
け
ど
、
余
生
を
そ
こ
に
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。
65
歳
を
過
ぎ
て
か
ら

建
て
る
筈
で
し
た
が
、
格
好
の
条
件
の
土
地
を
見
つ

け
た
こ
と
か
ら
、
退
職
金
を
担
保
に
ロ
ー
ン
を
組
ん

で
建
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。」

「
海
は
海
で
も
、
北
側
と
西
側
が
望
め
る
の
で
な

い
と
い
け
な
い
。
日
本
海
が
き
れ
い
な
の
は
、
太
陽

を
背
に
し
て
見
る
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
海
が
青
く
、

水
平
線
が
く
っ
き
り
と
見
え
ま
す
。

西
側
と
い
う
の
は
、
夕
陽
が
海
に
沈
む
景
色
が
好

き
だ
か
ら
で
す
。
光
が
横
か
ら
差
し
て
波
に
影
が
で

き
る
と
、
海
一
面
が
ち
り
め
ん
模
様
に
輝
く
さ
ま
が

す
ば
ら
し
い
。
こ
の
条
件
を
満
た
す
海
を
、
九
州
に

訪
ね
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
た
り
し
て
、

全
国
に
探
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
高
松
か
ら
帰
り
の
午
後
便
で
、

房
総
半
島
上
空
で
夕
陽
が
内
房
の
海
に
沈
も
う
と
す

る
の
を
見
た
ん
で
す
。
正
確
に
は
夕
陽
は
三
浦
半
島

に
落
ち
る
の
で
す
が
、
陽
が
海
に
映
え
て
東
京
湾
が

青
く
見
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
房
総
半
島
を
一
泊
ド

ラ
イ
ブ
し
て
、
こ
の
土
地
を
見
つ
け
ま
し
た
。

こ
の
土
地
は
、
海
岸
線
か
ら
1
0
0
m
引
っ
込
ん

だ
北
側
斜
面
の
高
台
で
、
海
抜
は
約
60
ｍ
。
前
方
は

崖
で
林
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
向
こ
う
が
海
、
電

線
な
ど
人
工
的
な
遮
蔽
物
も
あ
り
ま
せ
ん
。
正
面
に

は
三
浦
半
島
、
西
側
に
わ
ず
か
に
太
平
洋
、
北
に
は

横
浜
・
東
京
、
北
東
に
は
千
葉
・
木
更
津
が
見
え
ま

す
。
空
が
澄
ん
だ
日
は
富
士
山
が
見
え
ま
す
。」

【
地
盤
調
査
】

「
崖
地
の
建
築
基
準
（
崖
条
例：

岩
盤
の
場
合
を

除
い
て
傾
斜
30
度
以
上
を
超
え
る
場
合
、
崖
下
を
通

る
鉛
直
線
よ
り
崖
の
高
さ
1
・
5
倍
の
部
分
は
建
設

不
可
）
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
、
工
務
店
さ
ん
に
地
盤

調
査
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、
直
径
１

４
０
㎜
の
鋼
管
杭
を
30
本
、
延
べ
2
4
0
ｍ
（
平
均

長
さ
8
ｍ
／
本
、
2
㎡
あ
た
り
1
本
）
打
っ
て
、
基

礎
は
ベ
タ
基
礎
と
し
ま
し
た
。」

課
題
研
究「
海
を
望
む
家
」に
み
る
　

厚
物
合
板
に
よ
る

高
耐
震
性
能
に
挑
ん
だ
家
づ
く
り
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「
大
開
口
の
窓
か
ら
の
オ
ー
シ
ャ
ン
ビ
ュ
ー
」
観
光
ホ
テ
ル
の
宣
伝
コ
ピ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

海
に
望
む
高
台
に
立
つ
、
大
き
な
窓
を
持
つ
家
。
そ
ん
な
夢
の
家
を
実
現
し
た
人
が
い
ま
す
。

そ
の
家
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
家
づ
く
り
に
関
わ
る
沢
山
の
情
報
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

景
観
は
も
ち
ろ
ん
、
内
装
は
？
耐
震
性
能
は
？
コ
ス
ト
は
？
そ
し
て
使
わ
れ
た
建
材
は
？

そ
ん
な
疑
問
を
携
え
て
、
千
葉
県
富
津（
ふ
っ
つ
）に
立
つ
そ
の
お
宅
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。

海
の
見
え
る
家
が
欲
し
い
　
〜
土
地
探
し
〜

〜
景
観
、
内
装
、
耐
震
性
そ
し
て
コ
ス
ト
〜

終
の
棲
家
と
し
て

自
分
の
考
え
た
構
造
方
法
で
建
て
る
　
〜
構
造
・
内
装
と
も
に
合
板
を
多
用
〜

施主の神谷文夫氏

海に望む高台に
立つ

2階LDKの窓から見る海。正面に浦賀水道を見る。
大気の澄んだ日は富士山が見える。

こ
だ
わ
り
１

こ
だ
わ
り
２

「
設
計
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
海
の
景
観
、
そ
れ
に
調

和
し
た
内
装
、
高
耐
震
性
の
三
つ
で
す
。
自
分
で
開

発
し
て
き
た
構
造
方
法
で
建
て
る
こ
と
を
条
件
に
し

ま
し
た
。

【
建
物
概
要
】

構
　
　
造：

木
造
軸
組
構
法
（
※
1
）
2
階
建
て

規
　
　
模：

2
階
建
て
。
1
階
61
・
05
㎡
、

2
階
27
・
76
㎡
、

延
べ
床
面
積
1
1
8
・
8
㎡
（
36
坪
）

基
本
設
計：

神
谷
文
夫

構
造
設
計：

野
田
聡
（
㈱
エ
ン
ゼ
ル
ハ
ウ
ス
）

施
　
　
工：

㈱
エ
ン
ゼ
ル
ハ
ウ
ス

現
在
は
殆
ど
の
工
務
店
さ
ん
が
独
自
ま
た
は
フ
ラ

ン
チ
ャ
イ
ズ
の
構
造
シ
ス
テ
ム
で
建
築
し
て
い
る
の

で
、
私
の
構
造
方
法
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
る
と
こ

ろ
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
た

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
さ
ん
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ベ
タ
基
礎
、
土
台
・
大
引
き
、
柱
・
小
屋

組
の
工
法
、
内
外
装
に
つ
い
て
は
メ
ー
カ
ー
さ
ん
に

お
願
い
し
、
間
取
り
、
水
平
構
面
、
鉛
直
構
面
、
主

寝
室
・
L
D
K
の
内
装
は
、
全
て
私
が
デ
ザ
イ
ン
し

ま
し
た
。」

【
水
平
構
面
】

「
1
階
床
、2
階
床
、2
階
天
井
は
全
て
ネ
ダ
ノ
ン

（
※
2
）で
水
平
構
面
を
構
成
し
ま
し
た
。1
階
床
は

28
㎜
、四
周
釘
打
ち
。2
階
床
は
28
㎜
受
け
材
省
略

※1 木造軸組構法
建築構造における木構造の構法の一つ。日
本で古くから発達してきた伝統工法を簡略
化・発展させた工法で、在来工法とも呼ば
れる。構造物を、主に柱や梁など軸組（線
材）で支える。

※2 ネダノン
商品名。根太を必要としない24ミリ、28
ミリの厚物の床構造用合板として開発され
た。施工が容易で工期の短縮化もできる。
床に12ミリの構造用合板を張ると製材板と
火打ちばりで構成した床よりも強度が向上
するが、ネダノンを使用した場合は、地震
に対する性能（水平構面としての性能）は
さらに約1.5倍向上する。たわみが減少し
床鳴りが発生しにくい、耐火性能などの特
性を持つ。

（
川
の
字
釘
打
ち
プ
ラ
ス
梁
・
胴
差
上
釘
打
ち
）、2
階

天
井
は
24
㎜
受
け
材
省
略
。屋
根
は
垂
木
が
け
の
上

に
28
㎜
構
造
用
合
板
張
り
と
し
ま
し
た
。」

特
集

――
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地
震
に
強
い
家
　
〜
高
耐
震
性
能
と
費
用
対
効
果
〜

※4 層間変形
地震などの横揺れによって住宅などの建築物が変形
する時、各階の床の真上または真下の床との水平方
向における変形の角度を「層間変形角」という。建
築基準法では高さ13㎡超または軒の高さ9ｍ超の木
造建築物をはじめとする特定建築物に関して、「層間
変形角が1/200以内であること」と、定めている。

【
鉛
直
構
面
】

「
在
来
軸
組
構
法
で
は
ふ
つ
う
厚
物
合
板
は
床
面

だ
け
に
張
り
ま
す
が
、
こ
の
家
で
は
壁
体
に
も
厚
物

合
板
を
使
っ
て
い
ま
す
。

外
壁
は
全
て
ネ
ダ
ノ
ン
・
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
5+

（
厚
さ
24
㎜
。
C
N
75
＠
1
0
0
㎜
。
大
臣
認
定
倍

率
5
）（
※
3
）
で
固
め
て
い
ま
す
。
こ
の
構
造
の

最
大
の
特
徴
は
、
単
に
強
度
が
高
い
だ
け
で
は
な
く
、

変
形
能
力
が
高
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
大
臣
認
定
で

5
倍
を
取
得
し
た
壁
の
殆
ど
が
、
層
間
変
形
（
※
4
）

約
10
㎝
で
耐
力
を
喪
失
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
壁

は
1
／
3
ラ
ジ
ア
ン
（
※
5
）
変
形
時
（
層
間
変
形

で
30
㎝
）
で
も
最
大
荷
重
の
約
7
割
以
上
に
耐
え
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。
壁
量
不
足
の
場
合
、
他
の
壁
で

は
倒
壊
し
て
も
、
こ
の
壁
な
ら
ば
倒
壊
を
免
れ
る
に

は
充
分
と
考
え
ま
し
た
。

間
仕
切
り
壁
に
も
合
板
耐
力
壁
を
使
い
た
か
っ
た

の
で
す
が
、
間
仕
切
り
壁
仕
様
の
告
示
や
認
定
が
な

い
の
で
、
二
つ
割
り
筋
違

す
じ
か

い
た
す
き
が
け
と
し
て
あ

り
ま
す
。

土
台
は
ベ
イ
ツ
ガ
薬
剤
加
圧
注
入
材
、
柱
は
1
2

0
ミ
リ
ヒ
ノ
キ
材
製
材
、
梁
・
桁
は
ベ
イ
マ
ツ
、
ス

ギ
異
樹
種
複
合
集
成
材
。
合
板
は
ス
ギ
を
主
と
し
た

ネ
ダ
ノ
ン
で
す
。
国
産
材
使
用
率
は
70
％
程
度
と
推

定
し
て
い
ま
す
。」

【
内
装
】

「
主
寝
室
と
L
D
K
は
、
木
質
内
装
の
意
匠
と
し
、

国
産
針
葉
樹
合
板
を
使
用
し
ま
し
た
。
無
塗
装
の
木

質
内
装
空
間
の
部
屋
に
泊
ま
る
と
、
何
故
か
ぐ
っ
す

り
眠
れ
ま
す
。
理
由
の
一
つ
は
、
木
材
の
吸
放
湿
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

内
装
用
と
し
て
売
ら
れ
て
い
る
製
材
商
品
は
ス
ギ

に
し
て
も
価
格
が
高
い
（
数
千
円
／
㎡
）
の
で
す
が
、

9
ミ
リ
の
針
葉
樹
構
造
用
合
板
の
価
格
は
5
0
0

円
／
㎡
で
す
。
さ
ら
に
合
板
の
い
い
点
は
、
素
材
の

板
の
よ
う
に
伸
び
縮
み
や
反
り
が
出
に
く
い
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
木
材
・
合
板
博
物
館
館

長
の
岡
野
先
生
か
ら
『
木
材
が
吸
放
湿
を
行
う
の
は
、

表
面
の
2
〜
3
ミ
リ
か
ら
、
接
着
層
の
あ
る
合
板
で

も
、
そ
ん
な
に
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
』
と
の
ア

ド
バ
イ
ス
か
ら
実
行
し
ま
し
た
。

合
板
は
木
理
が
3
×
6
と
大
き
い
。
な
の
で
、
当

初
は
幅
20
セ
ン
チ
程
度
に
切
っ
て
横
張
り
に
す
る
つ

も
り
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
熊
本
の
新
栄
合
板
さ
ん
か

ら
3
×
6
の
合
板
に
鋸
目
を
入
れ
た
試
作
品
が
あ
る

と
聞
き
、
見
て
み
た
ら
連
続
す
る
木
理
が
気
に
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
新
栄
さ
ん
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
、

合
板
は
横
張
り
、
縦
目
地
に
5
㎜
の
目
透
か
し
を
設

け
ま
し
た
。

主
寝
室
の
天
井
は
（
ス
ギ
ネ
ダ
ノ
ン
と
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
ビ
ー
ム
の
現
し
）、
壁
（
ス
ギ
合
板
）
と
も
無

塗
装
の
空
間
で
す
。
床
も
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
す
る
と

木
だ
ら
け
の
感
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ウ
ー
ル
カ
ー
ペ

ッ
ト
に
し
ま
し
た
。
雨
の
日
で
も
カ
ラ
ッ
と
し
て
い

ま
す
。
そ
の
う
ち
湿
度
を
測
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

L
D
K
の
天
井
・
壁
は
、
用
材
は
同
じ
で
す
が
白

色
ウ
レ
タ
ン
塗
装
。
ス
ギ
合
板
の
適
度
な
凹
凸
が
柔

ら
か
な
テ
キ
ス
チ
ェ
ア
に
な
り
ま
し
た
。
床
は
大
理

石
調
の
複
合
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
で
す
。」

「
こ
の
家
の
い
ち
ば
ん
の
特
徴
は
、
1
階
の
壁
量

充
足
率
の
高
さ
で
す
。
外
壁
に
ネ
ダ
ノ
ン
・
ス
タ
ッ

ド
レ
ス
5+

を
使
用
し
、
1
階
の
壁
量
充
足
率
が
X

方
向
で
2
・
1
倍
、
Y
方
向
で
3
・
2
倍
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
間
仕
切
り
を
を
加
え
る
と
X
方
向
4
・
0
倍
、

Y
方
向
4
・
6
倍
と
な
り
ま
す
。
耐
震
等
級
は
現
在

3
止
ま
り
で
す
が
、
0
・
25
刻
み
で
等
級
を
作
る
と

等
級
13
に
な
り
ま
す
。

耐
力
が
基
準
ギ
リ
ギ
リ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

阪
神
淡
路
大
震
災
ク
ラ
ス
の
地
震
で
倒
壊
も
あ
り
得

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ら
ば
、
耐
震
等
級
3
で
あ

れ
ば
充
分
か
と
い
う
と
、
け
っ
し
て
そ
ん
な
こ
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
倒
壊
し
な
く
て
も
、
実
力
が
基
準
の

1
・
5
倍
程
度
な
ら
修
理
不
能
な
位
の
大
破
を
す
る

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

実
大
建
物
の
振
動
実
験
か
ら
、
壁
量
充
足
率
も
耐

震
等
級
も
、
実
際
の
建
物
の
耐
力
と
は
、
条
件
に
よ

っ
て
か
な
り
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま

す
。
耐
力
壁
・
非
耐
力
壁
の
単
体
実
験
等
か
ら
解
析

的
に
計
算
し
た
建
物
の
過
重
、
変
形
か
ら
見
て
壁
量

充
足
率
が
1
・
5
倍
程
度
で
も
、
実
力
は
お
よ
そ
4

〜
5
倍
と
推
測
さ
れ
る
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
理
由

は
、
垂
れ
壁
・
腰
壁
と
非
耐
力
壁
の
石
膏
ボ
ー
ド
な

ど
が
寄
与
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

性
能
表
示
制
度
で
は
、
や
や
安
全
側
に
シ
フ
ト
し

た
評
価
で
あ
る
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
垂
れ
壁
・
腰
壁

と
、
非
耐
力
壁
（
準
耐
力
壁
）
が
カ
ウ
ン
ト
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
入
れ
て
基
準
の

1
・
5
倍
と
い
う
程
度
で
は
お
話
に
な
り
ま
せ
ん
。

耐
震
等
級
が
3
止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
理
由
の
一

つ
は
、
中
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
こ
の
程
度
し
か
で
き

な
い
と
い
う
現
実
も
は
た
ら
い
て
い
る
と
思
い
ま

※5 ラジアン
ラジアンは、円周上でその円の半径と同じ長さの弧
を切り取る2本の半径が成す角の値と定義される。1
ラジアンは度数法で測ると約57.29578度に相当する。
180度は弧度法においては1πラジアン、360度は2π
ラジアンとなる。

※3 ネダノンスタッドレス5+

ネダノン（24mm）が木造軸組工法の耐力壁として認
定を得た。壁倍率は「5」。9cm角の木材をたすき掛
けにした筋違いと同等の耐力を持つ。
一般的な住宅建築で用いられる耐力壁として壁量計
算で最高倍率とされる5倍を取得したことにより①
耐震性の向上、②間柱不要、③壁内空間の有効活用、
④住宅設計上の自由度が上がる、などのメリットが
生まれる。

1階、2階とも大開口の窓を設け、室内、外観ともに開放感を演出した。

シンプルに調度の配置されたLDK室内

ネダノンを使用した天井。

1階主寝室　無塗装で合板の木理をあら
わにした内装とした。

2方向に窓を設け、開放感あふれる露
天風呂の味わいに。

こ
だ
わ
り
３

特
集

――

■ ネダノンスタッドレス5＋の耐力
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※6 木造枠組壁構法
（２×４工法）
欧米で標準的な木造住宅の構
法。耐力壁と剛床を強固に一
体化した箱型構造である。構
造物を、フレーム状に組まれ
た木材に構造用合板を打ち付
けた壁や床（面材）で支える。
日本では1974年頃から建築さ
れるようになった。

す
。
し
か
し
、
狭
小
敷
地
で
は
な
い
戸
建
て
木
造
住

宅
で
あ
れ
ば
、
壁
量
充
足
率
4
倍
程
度
は
ゆ
う
に
可

能
で
す
。
実
際
に
建
て
ら
れ
て
い
る
住
宅
で
は
、
壁

倍
率
2
〜
3
・
5
倍
程
度
の
耐
力
壁
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
何
故
、
5
倍
の
壁
を
使
わ
な
い
の
か
？
大

地
震
は
め
っ
た
な
こ
と
で
は
来
な
い
と
い
う
慢
心
か

ら
な
の
か
、
他
社
と
の
横
並
び
意
識
で
コ
ス
ト
を
か

け
た
く
な
い
か
ら
な
の
か
？
大
地
震
が
来
れ
ば
、
建

て
替
え
や
大
修
理
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は

人
生
の
破
壊
に
つ
な
が
り
ま
す
。

私
の
家
の
か
か
り
増
し
費
用
は
、
合
板
の
厚
さ
を

通
常
９
㎜
、
12
㎜
の
と
こ
ろ
を
24
㎜
、
28
㎜
に
変
更

し
、
1
枚
に
つ
き
約
千
円
で
す
。
あ
と
は
筋
違

す
じ
か

い
何

本
か
と
金
物
代
で
、
締
め
て
20
万
円
に
満
た
な
い
額

で
す
。
私
の
場
合
、
破
壊
さ
れ
れ
ば
修
復
で
き
な
い

年
齢
で
す
か
ら
、
20
万
円
の
高
耐
震
化
は
費
用
対
効

果
と
し
て
も
充
分
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。」

由
は
二
つ
あ
っ
て
、
製
材
よ
り
も
合
板
の
値
が
高
か

っ
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
在
来
軸
組
み
で
は
、
柱
に

応
じ
て
床
材
を
切
り
欠
く
必
要
が
あ
っ
て
、
そ
の
点

が
敬
遠
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
後
プ
レ
カ
ッ
ト
機

の
普
及
で
そ
の
面
倒
が
な
く
な
り
、
合
板
の
直
張
り

が
本
格
化
し
た
の
が
90
年
代
、
神
戸
の
震
災
か
ら
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

震
災
の
教
訓
か
ら
耐
震
性
を
高
め
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
合
板
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
が
、
こ
の
と
き
、
12
ミ
リ
合
板
を
張
る
よ
り
も
、

24
ミ
リ
、
28
ミ
リ

の
厚
物
合
板
を
使

え
ば
、
根
太
が
な

く
て
も
い
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え

る
人
が
出
て
く
る

よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

セ
イ
ホ
ク
㈱
の
及
川
さ
ん
や
東
京
合
板
工
業
組
合

の
井
上
さ
ん
な
ど
か
ら
、
そ
の
厚
物
合
板
の
ピ
ー
ア

ー
ル
を
し
よ
う
と
い
う
お
話
が
あ
り
、
最
初
私
が
A

４
判
1
枚
き
り
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
少
し
ば
か
り
反
応
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

今
度
は
も
っ
と
し
っ
か
り
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
ろ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
森
林
総
研
の
ス
タ
ッ
フ
と

実
験
デ
ー
タ
等
を
駆
使
し
て
作
っ
た
の
が
「
ネ
ダ
ノ

ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
で
す
。
こ
れ
が
ネ
ダ
ノ
ン
成
功

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た

後
に
、
ス
ギ
合
板
の
時
代
に
道
を
拓
く
契
機
と
も
な

り
ま
し
た
。

私
は
主
に
技
術
的
分
野
に
関
わ
っ
た
訳
で
す
が
、

こ
の
成
功
は
、
製
造
、
販
売
、
流
通
、
施
工
な
ど
の

諸
分
野
で
尽
力
さ
れ
た
多
く
の
方
々
の
努
力
が
実
っ

た
結
果
で
す
。
ま
た
、
ス
ギ
原
木
の
安
定
供
給
と
い

う
面
で
は
、
ふ
つ
う
行
政
の
個
人
名
は
出
さ
な
い
も

の
で
す
が
、
当
時
林
野
庁
の
木
材
課
長
を
し
て
お
ら

れ
た
山
田
壽
夫
（
や
ま
だ
ひ
さ
お
）
さ
ん
の
働
き
も

大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。」

壁
体
に
も
厚
物
合
板
を
使
っ
た
の
は
？

「
鉛
直
構
面
の
と
こ
ろ
で
も
お
話
し
た
よ
う
に
、

こ
の
家
の
最
大
特
徴
は
、
ふ
つ
う
の
在
来
軸
組
み
構

法
で
は
床
面
に
の
み
厚
物
合
板
を
使
用
す
る
と
こ
ろ

を
、
壁
体
に
も
厚
物
合
板
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

壁
体
単
体
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
4
倍
の
耐
力
、
実
際
の

実
力
で
は
そ
れ
以
上
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
建
築
基
準
法
は
、
大
地
震
で
は
倒
壊
し
な

け
れ
ば
い
い
、
ま
た
中
地
震
で
は
修
理
が
出
来
れ
ば

い
い
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
い
ま
す
。
法
律
は
現

状
と
の
兼
ね
合
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
側
面
も
あ
っ

て
、
こ
う
し
た
基
準
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
阪
神
淡
路
大
震
災
の
地
震
の

強
さ
は
、
こ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
も
の
で
し

た
。
私
は
こ
れ
ま
で
耐
震
構
造
性
能
の
研
究
者
と
し

て
、
実
大
の
住
宅
の
振
動
実
験
に
多
年
か
か
わ
っ
て

き
た
経
験
か
ら
、
と
て
も
現
在
の
法
律
の
定
め
る
基

準
に
は
、
満
足
で
き
ま
せ
ん
。
耐
震
と
い
う
こ
と
に
、

私
も
含
め
研
究
者
や
設
計
者
は
本
当
に
最
大
限
の
努

力
を
は
か
っ
て
き
た
か
？
と
い
う
問
い
に
真
摯
に
向

か
い
合
う
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
佐
野

利
器
（
※
7
）
の
「
出
来
る
限
り
」「
如
何
な
る
」

「
な
る
べ
く
」
の
言
葉
は
耐
震
設
計
に
対
す
る
精
神

と
し
て
、
今
な
お
有
効
で
す
し
新
鮮
に
響
き
ま
す
。

【
筋
違
す
じ
か

い
】

家
屋
の
垂
直
面
に
お
い
て
は
出
来
る
限
り
、
如
何
な
る

所
へ
も
な
る
べ
く
多
く
か
つ
な
る
べ
く
大
面
に
わ
た
る

様
に
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
を
原
則
と
す
べ
き
な
り
。

佐
野
利
器

阪
神
な
み
の
強
さ
の
地
震
が
来
て
も
、
倒
壊
し
な

い
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
修
理
が
必
要
と
な
っ
て
も
1

0
0
万
円
程
度
の
修
理
代
で
済
む
、
と
い
う
家
を
作

っ
て
み
た
か
っ
た
。
在
来
構
法
で
は
難
し
か
っ
た
耐

震
性
向
上
も
、
合
板
を
厚
い
も
の
に
変
更
す
る
だ
け

で
可
能
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
問
題
は
そ
の
コ
ス

ト
で
す
。
合
板
１
枚
に
つ
き
約
千
円
程
度
、
合
板
1

0
0
枚
で
も
10
万
円
で
す
。
し
か
も
、
間
仕
切
り
や

柱
が
や
た
ら
多
い
と
い
う
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

ラ
ー
メ
ン
構
造
（
※
8
）
で
も
な
い
の
で
す
が
、
こ

の
と
お
り
開
放
的
な
空
間
が
実
現
可
能
な
の
で
す
。

そ
う
し
た
情
報
が
、
施
主
さ
ん
や
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ

ー
さ
ん
な
ど
に
、
ま
だ
伝
わ
っ
て
い
な
い
現
状
を
考

え
て
、
で
は
そ
れ
を
自
分
で
立
証
し
て
み
せ
た
か
っ

た
と
い
う
の
が
、
大
き
な
動
機
で
す
。」

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
実
証
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

「
い
え
い
え
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
あ
り
ま
す
が
、

何
よ
り
自
分
の
楽
し
み
の
た
め
、
研
究
の
実
証
の
た

め
、
そ
し
て
女
房
殿
の
た
め
、
ぜ
ん
ぶ
で
す
（
笑
）。」

さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
家
の
施
主
さ
ん
を
ご
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。
神
谷
文
夫
さ
ん
で
す
。
神
谷
さ
ん
は
今

年
三
月
ま
で
（
独
）
森
林
総
合
研
究
所
の
研
究
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
構
造
性
能
研
究
室
長
と
し
て
勤
め

て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
住
宅
の
耐
震
研
究
等
に
功
績
を

お
持
ち
で
、
ネ
ダ
ノ
ン
の
開
発
普
及
に
も
長
く
尽
力

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
木
材
住
宅
等
震
災
調
査
委
員
会

委
員
、
合
板
J
A
S
検
討
委
員
会
委
員
長
も
務
め
て

お
ら
れ
ま
す
。

ネ
ダ
ノ
ン
開
発
普
及
秘
話

「
住
宅
建
築
で
合
板
を
積
極
的
に
は
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
前
く
ら
い
か
ら
の

こ
と
で
す
。
合
板
を
使
う
こ
と
を
推
奨
し
始
め
た
の

は
、
も
っ
と
前
の
昭
和
53
年
ご
ろ
宮
城
県
沖
地
震
の

あ
と
か
ら
で
す
。

住
宅
建
築
の
工
法
と
し
て
、
在
来
工
法
、
２
×
４

工
法
（
※
6
）、
プ
レ
ハ
ブ
工
法
の
三
つ
が
そ
ろ
っ

た
の
は
昭
和
49
年
頃
の
こ
と
で
す
。
２
×
４
、
プ
レ

ハ
ブ
は
合
板
仕
様
で
す
が
、
し
か
し
在
来
工
法
は
す

ぐ
に
は
合
板
に
切
り
替
わ
ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ

の
２
×
４
は
も
と
も
と
製
材
仕
様
だ
っ
た
の
が
、
合

板
の
登
場
と
と
も
に
全
面
的
に
合
板
に
変
わ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。
理

終
の
棲
家
づ
く
り
と
、
研
究
の
実
証
と

※7 佐野利器（さの としかた）
1880年～1956年。日本の建築家、構造学者。博
士号取得論文「家屋耐震構造論」は、日本の建
築構造学の基礎を築いたものと評されている。
関東大震災後、帝都復興理事に就任、後に東京
市建設局長を兼任した。戦後は復興建設技術協
会会長などを務めた。

※8 ラーメン構造
構造物を構成する部材の接合部が剛接合（変形
しにくいように強固に固定）してある構造。ラ
ーメンとはドイツ語Rauhmenで「額縁」の意味。
現代では、鉄筋コンクリートの骨組みをはじめ、
多くの建築物にラーメン構法が用いられている。

■ ネダノンの生産量推移と国産原木消費量

特
集

――

Ver.5までできたネダノン・マニュアル

ネ
ダ
ノ
ン
の
生
産
量
（
万
枚
）

国
産
原
木
消
費
量
（
万
立
米
）
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今
の
私
た
ち
に
、
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
の

な
い
暮
ら
し
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
は
、
家
の
中
で
日
本
人
の
生
活
シ
ー

ン
に
「
洋
家
具
」
が
欠
か
せ
な
い
も
の
に

な
っ
た
の
は
、
い
つ
頃
か
ら
な
の
で
し
ょ

う
か
。

戦
後
、「
洋
間
」
が
日
本
家
屋
の
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
な
一
部
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
家
屋

に
占
め
る「
洋
間
」の
比
率
は
広
が
り
、
今

で
は
「
日
本
間
」
が
す
っ
か
り
姿
を
消
し

た
住
宅
も
め
ず
ら
し
く
な
く
な
り
ま
し

た
。「
洋
家
具
」
も
住
宅
様
式
の
変
化
に
つ

れ
て
日
本
人
の
生
活
に
浸
透
し
、
高
い
質

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
わ
が

国
の
洋
家
具
メ
ー
カ
ー
は
、
こ
う
し
た
背

景
と
共
に
歴
史
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

日
本
の
「
洋
家
具
」
メ
ー
カ
ー
の
パ
イ

オ
ニ
ア
と
し
て
、
㈱
天
童
木
工
は
輝
か
し

い
社
史
を
誇
り
ま
す
。
製
造
技
術
は
成

形
合
板
の
分
野
で
常
に
先
端
を
リ
ー
ド

し
、
デ
ザ
イ
ン
は
い
つ
も
斬
新
な
フ
ォ
ル

ム
で
話
題
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
。
日

本
に
お
け
る
洋
家
具
の
あ
り
方
に
、
常

に
新
し
い
指
標
を
示
し
続
け
て
き
た
メ

ー
カ
ー
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
「
木
の
匠
を
訪
ね
て
」
の
今

回
は
、
ユ
ー
ザ
ー
を
魅
了
し
続
け
る
、
天

童
木
工
の
美
と
技
の
秘
密
を
訪
ね
て
み

ま
し
た
。

天
童
木
工
開
発
部
に
長
く
身
を
置
き
、

数
々
の
開
発
を
手
が
け
て
き
た
菅
澤
光

政
氏
の
著
書
「
天
童
木
工
」
を
紐
解
い
て

み
ま
し
た
。

天
童
木
工
の
創
業
は
1
9
4
0
年
。

地
元
の
大
工
、
建
具
、
指
物
業
者
ら
で
つ

く
っ
た
天
童
木
工
家
具
建
具
工
業
組
合

が
そ
の
前
身
で
す
。
1
9
4
2
年
有
限
会

社
と
な
り
、
地
元
の
名
士
で
あ
る
大
山

不
二
太
郎
氏
を
社
長
に
迎
え
ま
す
。
当

時
仙
台
市
に
あ
っ
た
商
工
省
直
轄
施
設

「
工
芸
指
導
所
東
北
支
所
」
に
い
た
剣
持

勇
氏
（
※
１
）
を
、
大
山
社
長
と
工
場
長

加
藤
徳
吉
氏
の
二
人
が
訪
ね
ま
し
た
。

こ
の
出
会
い
が
、
後
に
天
童
木
工
が
錚
々

シ
リ
ー
ズ

木
の
匠
を
訪
ね
て

―
③

曲
面
の
美
を
求
め
て

〜
美
と
技
の
協
演
す
る
世
界
〜

取
材
協
力
　
◎
株
式
会
社
天
童
木
工
　
◎
清
水
慶
太
氏
（
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ノ
ル
ム
主
宰
）

と
と
も
に
「
天
童
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
」
と
呼

ば
れ
る
名
作
の
数
々
が
展
示
さ
れ
、
デ

ザ
イ
ナ
ー
の
略
歴
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
水
之
江
忠
臣
、
剣
持
勇
、
柳
宗
理
…

華
麗
な
顔
ぶ
れ
が
並
ん
で
い
ま
す
。
シ

ョ
ー
ル
ー
ム
の
片
隅
に
、
古
い
高
周
波
発

信
機
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
説
明
パ

ネ
ル
に
は
「
〜
天
童
木
工
の
成
形
合
板

の
基
礎
を
築
い
た『
高
周
波
加
熱
用
発
信

機
』
〜
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た

長
い
通
路
が
、
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
と
工
場
を

結
ん
で
い
ま
す
。

工
場
内
に
一
連
の
ラ
イ
ン
と
呼
ぶ
よ

う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
接
着
、
成

形
、
加
工
、
組
立
て
、
塗
装
、
張
り
作
業
、

検
査
な
ど
の
各
作
業
セ
ク
シ
ョ
ン
が
一

つ
ひ
と
つ
独
立
し
て
配
置
さ
れ
、
個
々

に
蓄
積
さ
れ
た
技
術
が
活
か
さ
れ
る
仕

組
み
が
伺
え
ま
す
。
撮
影
が
禁
じ
ら
れ

た
セ
ク
シ
ョ
ン
は
、
特
注
仕
様
の
コ
ン
ト

ラ
ク
ト（
※
2
）
部
門
。
こ
こ
で
は
図
面

を
間
に
担
当
社
員
の
熱
心
な
打
合
せ
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

お
二
人
に
製
品
が
で
き
る
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
を
伺
い
ま
し
た
。

力
技
術
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

今
日
か
ら
は
神
話
的
に
す
ら
思
え
る
、

創
業
期
の
出
会
い
と
英
断
の
逸
話
で
す
。

§

山
形
県
天
童
市
に
天
童
木
工
本
社
を

お
訪
ね
し
ま
し
た
。
管
理
部
企
画
課
の

若
い
ス
タ
ッ
フ
、
斎
藤
慎
也
さ
ん
と
後
藤

め
ぐ
み
さ
ん
の
お
二
人
に
、
お
話
を
伺

い
工
場
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
は
、
最
新
の
製
品
群

た
る
建
築
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
名
品
を
世
に
問
う
て

い
く
、
大
き
な
契
機
と
な
り
ま
す
。

終
戦
と
と
も
に
軍
需
か
ら
家
具
生
産

に
切
り
替
え
た
同
社
は
、
折
か
ら
の
復

興
需
要
の
波
に
乗
り
ま
す
。
こ
の
頃
、

加
藤
氏
が
「
成
形
合
板
に
利
用
で
き
る
」

と
し
て
高
周
波
発
信
機
の
購
入
を
大
山

社
長
に
打
診
し
ま
し
た
。
国
鉄
の
初
乗

り
運
賃
が
50
銭
の
時
代
、
大
枚
25
万
円

の
設
備
投
資
で
し
た
。「
工
場
長
の
オ
モ

チ
ャ
と
し
て
買
っ
て
や
っ
た
」
と
い
う
そ

の
英
断
は
、
そ
の
後
の
成
形
合
板
の
主

創
業
の
礎
、

運
命
の
出
会
い
と
英
断

※ 1 剣持勇
（1912～1971）日本を代表するインテリアデザイナー。
日本インダストリアルデザイナー協会の設立に尽力。
1970年、第15回毎日産業デザイン賞受賞。

※ 2 コントラクト部門
公共建築、ホテル、オフィスなどの家具を施主との契
約で設計、製作を行う。天童木工の事業部門。首相官
邸から地方の町役場に至る幅広い分野で業績を誇る。

〈
成
形
合
板
家
具
〉

本社管理部企画課の斎藤慎也さんと後藤めぐみさんのお二人

工場全景

本社ショールームと工場を結ぶ連絡通路

ショールームに展示されてい
る旧式高周波加熱用発信機

天童木工はカタログだけでなく、洋家具に関わるカ
ルチャーを拡げる雑誌的な出版物も多い。

Butterfly Mushroom Zaisu

菅澤光政氏の著書「天童木工」
（美術出版社）



方
通
行
で
は
な
く
、
デ
ザ
イ
ン
と
技
術

が
互
い
に
補
い
合
う
関
係
か
ら
実
現
し

た
技
術
で
あ
り
、
協
働
作
品
で
す
。

こ
の
他
に
も
、
技
術
面
で
は
木
製
部
と

メ
タ
ル
の
足
と
の
接
合
に
も
苦
心
が
あ

り
、
デ
ザ
イ
ン
面
で
は
ツ
ー
ト
ン
の
カ
ラ
ー

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
へ
の

馴
染
み
や
す
さ
を
考
慮
し
ま
し
た
。」

「
僕
は
も
と
も
と
画
家
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
、
そ
の
後
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
、
今

は
立
体
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
て
い
ま
す
。

や
り
た
い
こ
と
は
沢
山
あ
っ
て
、
ど
の
分

野
に
固
執
し
よ
う
と
い
う
気
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ゆ
く
ゆ
く
は
空
間
を
デ
ザ
イ
ン

し
た
い
。
自
分
で
設
計
し
た
空
間
に
自

分
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
家
具
を
配
置
し
、
そ

の
中
に
、
木
の
良
さ
、
あ
じ
わ
い
を
演
出

す
る
イ
メ
ー
ジ
に
挑
戦
し
た
い
。

趣
味
の
チ
ェ
ロ
を
や
っ
て
い
て
思
う
こ

と
で
す
が
、
使
い
込
ん
で
味
わ
い
が
出
て

く
る
の
が
木
製
の
良
さ
で
す
。
他
で
は

代
用
で
き
な
い
、
と
い
う
木
の
特
質
に
デ

ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
魅
力
を
感
じ
ま
す
。」

清
水
さ
ん
は
現
在
、
あ
る
挑
戦
を
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
木
と
触
れ
合
え

る
機
会
を
拡
げ
る
デ
ザ
イ
ン
で
す
。「
今
、

都
会
に
暮
し
て
い
る
人
に
は
無
垢
の
木

に
触
れ
る
機
会
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
い
ま
す
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
が
一
種
の
ト

レ
ン
ド
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
現
状
こ
そ
、
む
し
ろ
エ
コ
が

み
ん
な
の
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
の

表
れ
、
未
成
熟
の
証
に
見
え
ま
す
。
そ

の
現
状
に
一
石
を
投
じ
た
い
。
一
人
の

デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
出
来
る
こ
と
は
何

か
と
考
え
て
い
ま
す
。」

清
水
さ
ん
は
坂
本
龍
一
氏
が
主
宰
す

る
、
森
林
保
全
を
目
的
と
す
る
m
o
r

e

T
r
e
e
s
に
も
賛
同
人
と
し
て

加
わ
っ
て
い
ま
す
。
清
水
さ
ん
の
挑
戦
を

眼
に
す
る
日
は
、
近
い
よ
う
で
す
。

家
具
の
世
界
に
極
め
ら
れ
た
美
の
追

究
は
、
新
た
な
空
間
デ
ザ
イ
ン
へ
、
そ
し

て
新
た
な
価
値
の
創
造
へ
。
美
と
技
が

協
演
す
る
世
界
は
、
大
き
な
可
能
性
を

拓
き
始
め
て
い
ま
す
。

―
追
記

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
菅
澤
光
政
氏
の

著
書「
天
童
木
工
」（
美
術
出
版
社
）を
参

考
と
し
、
そ
の
一
部
内
容
を
お
借
り
し
ま

し
た
。
ま
た
、
㈱
天
童
木
工
東
京
支
店
の

針
生
美
樹
さ
ん
、
本
社
管
理
部
企
画
課

の
籾
江
千
昭
さ
ん
、
斎
藤
慎
也
さ
ん
、
後

藤
め
ぐ
み
さ
ん
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ノ
ル

ム
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
甲
斐
荘
拓
嗣
さ
ん
、

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

沢
山
の
方
々
の
お
手
を
煩
わ
し
な
が
ら
、

限
ら
れ
た
誌
面
で
し
か
ご
報
告
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
と
共
に
、
こ

の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

天
童
さ
ん
の
新
し
い
技
術
で
す
。
当
初

の
僕
の
デ
ザ
イ
ン
は
接
合
部
を
1
直
線

に
描
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
背
凭も

た

れ
部
に
荷
重
が
か
か
っ
た
場
合
の
構
造

計
算
か
ら
、
接
ぎ
手
部
分
に
技
術
的
な

難
し
さ
が
伴
う
と
、
工
場
か
ら
逆
提
案

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し

た
カ
タ
チ
で
接
合
し
た
ら
ど
う
で
す
か

と
、
僕
か
ら
再
提
案
し
ま
し
た
。
パ
ズ

ル
は
こ
う
し
た
相
互
の
や
り
と
り
か
ら

生
ま
れ
ま
し
た
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
カ
タ

チ
を
示
し
、
メ
ー
カ
ー
が
作
る
と
い
う
一

K I T O G O - H A N1 1 K I T O G O - H A N 1 0

澤
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
新
幹

線
も
高
速
道
路
も
な
か
っ
た
当
時
、
柳

さ
ん
は
自
ら
10
時
間
も
ジ
ー
プ
を
運
転

し
て
天
童
ま
で
打
ち
合
わ
せ
に
何
度
も

来
ら
れ
た
そ
う
で
す
。」

魅
力
の
ア
イ
テ
ム
誕
生
に
は
、
技
術
と
意

匠
と
の
熱
い
切
磋
琢
磨
が
あ
り
ま
し
た
。

プ
ル
ー
ア
は
天
童
木
工
の
最
新
ア
イ

テ
ム
の
一
つ
で
す
。
背
凭も

た

れ
か
ら
肘
掛

に
か
け
た
曲
面
が
軽
や
か
で
、
ツ
ー
ト

「
デ
ザ
イ
ナ
ー
さ
ん
か
ら
提
案
が
あ
る

方
が
多
い
で
す
ね
。
提
案
の
仕
方
は
ラ

フ
ス
ケ
ッ
チ
だ
っ
た
り
、
模
型
だ
っ
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
原
寸
製
作
図
か
ら
試

作
品
が
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
商
品
化
に

至
る
ま
で
に
検
証
と
試
作
を
繰
り
返
し

ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
は
早
く
か
ら
あ
っ
て

も
、
商
品
と
な
る
ま
で
長
い
期
間
を
経

る
も
の
も
結
構
あ
り
ま
す
。
マ
ッ
シ
ュ
ル

ー
ム（
※
3
）は
1
9
6
0
年
の
第
1
回

天
童
木
工
コ
ン
ク
ー
ル
の
入
賞
デ
ザ
イ

ン
で
し
た
が
、
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
は
2
0

0
3
年
で
し
た
。」

「
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
は
成
形
合
板
と

し
て
技
術
的
に
難
し
い
も
の
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
天
童
木
工
の
ポ
リ
シ
ー
と

し
て
難
し
い
と
は
言
い
た
く
な
い
し
、
言

い
ま
せ
ん
。『
天
童
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
』の
代

表
的
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
バ
タ
フ
ラ
イ
ス

ツ
ー
ル
は
柳
宗
理
（
※
4
）
さ
ん
の
デ
ザ

イ
ン
で
す
が
3
年
か
か
っ
て
い
ま
す
。
菅

木
と
触
れ
合
え
る

空
間
を
描
く

提
案
、
逆
提
案
を

重
ね
て
で
き
た
協
働
作
品

ン
カ
ラ
ー
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
部
に
凝
ら
さ

れ
た
パ
ズ
ル
仕
様
が
目
に
楽
し
い
妙
味

を
添
え
る
製
品
で
す
。
2
0
0
8
年
度

グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

デ
ザ
イ
ン
は
清
水
慶
太
氏
。
当
年
35
歳
、

新
進
気
鋭
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
す
。
清
水

氏
の
事
務
所
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ノ
ル
ム
を

横
浜
に
訪
ね
ま
し
た
。

「
木
を
使
っ
た
家
具
に
以
前
か
ら
関
心

が
あ
っ
て
、
僕
の
方
か
ら
天
童
さ
ん
に

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
し
た
。
プ
ル

ー
ア
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
パ
ズ
ル
は
、

「
難
し
い
と
は
言
わ
な
い
」

※ 3 マッシュルーム（8頁に写真掲載）
第1回天童木工デザインコンクール入
賞作品。デザインは山中康廣、曾原厚
之助、山中阿美子のヤマナカグループ。

※ 4 柳宗理
（1915～）1950年、柳工業デザイン研
究会を設立。バタフライスツール（8頁
に写真掲載）は1958年、ニューヨーク
近代美術館パーマネントコレクション
に選定された。2002年、文化功労賞受
賞。「民藝」運動で知られる柳宗悦氏は
父。

清水氏のデザインと天童木工の協働でなったプルーア
2008年度グッドデザイン賞

清水氏のオフィスにあったデザイン家具模型　プレゼンツールとして自らの手製

清水慶太氏

天童木工
×

清水慶太

コラボレーションパートナー

清水慶太氏プロフィール

1974年 東京出身
東京芸術大学美術学部デザイン科、
同大学院美術研究科修士課程終了。

2003年 イタリア・ミラノで活動開始。
2004年 クリエイティブノルム設立。

日本デザイン学会　作品賞
2006年 活動の主軸を横浜へ移す。
2008年 グッドデザイン賞受賞　他受賞多数。

坂本龍一氏が代表を務める森林保全を
目的とした団体more Trees賛同人。



「
森
を
元
気
に
！
」（
A
4
判
／
4
頁
）
は

総
ル
ビ
、
絵
本
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
仕
立

て
の
小
冊
子
で
す
。

日
本
の
木
で
出
来
た
体
を
も
つ
「
ぼ
く
」

木
人

も
く
じ
ん

5
9
3
号
は
、
森
と
里
を
つ
な
ぐ
役
目

の
コ
ッ
キ
ー
と
二
人
で
旅
に
出
ま
し
た
。
森

で
は
林
業
家
の
お
じ
さ
ん
と
会
い
、
街
で
は

大
工
の
お
じ
さ
ん
と
出
会
い
ま
す
。
二
人
は
、

お
じ
さ
ん
た
ち
か
ら
日
本
の
森
に
元
気
が
な

い
本
当
の
理
由
や
、
国
産
材
を
使
わ
な
く
な

っ
た
家
づ
く
り
の
残
念
な
現
状
を
教
え
て
も

ら
い
ま
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
最
後
の
場
面
で

す
。【

ぼ
く
】
は
、お
じ
さ
ん
た
ち
の
顔
を
見
て
、

「
木
を
つ
か
う
ほ
う
が
国
産
材
の
良
さ
を

し
っ
て
、
外
国
の
木
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
国
産

材
を
も
っ
と
つ
か
っ
て
い
く
こ
と
が
、
森
や

山
を
元
気
に
す
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
ね
」

【
コ
ッ
キ
ー
】
は
ピ
ョ
ン
と
と
び
あ
が
る

と
、
み
ん
な
の
ま
わ
り
を
ま
わ
り
な
が
ら

い
っ
た
。

「
森
や
山
は
、
川
と
空
、

そ
し
て
緑
で
、
町
や
海
に
つ

な
が
っ
て
い
る
ん
だ
。
森
と

ぼ
く
た
ち
は
つ
な
が
っ
て
い

る
。
山
が
元
気
に
な
れ
ば
み
ん

な
が
元
気
を
わ
け
て
も
ら
う
こ

と
が
で
き
る
ん
だ
よ
」

「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
国

産
材
」
が
監
修
・
発
行
し
た
こ
の

冊
子
の
原
案
は
「
え
の
き
ど
　
ま

さ
と
」
さ
ん
、
絵
と
文
は
「
ゆ
ず

り
は
　
さ
と
し
」
さ
ん
が
書
い
て

い
ま
す
。「
え
の
き
ど
　
ま
さ
と
」

さ
ん
と
は
、
も
ち
ろ
ん
㈱
榎
戸
材
木
店
の
代

表
取
締
役
社
長
の
榎
戸
正
人
氏
で
す
。
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消
費
者
に
語
り
続
け
る

国
産
材
の
伝
道
師

株
式
会
社
榎
戸
材
木
店
代
表
取
締
役
　

「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
国
産
材
」
理
事
長
　
榎
戸
正
人
氏

新木場3丁目の㈱榎戸材木店。

「
木
の
ま
ち
　
新
木
場
」を
拠
点
に
す
る

会
社
、企
業
、ス
ポ
ッ
ト
を
探
訪
す
る「
新

木
場
漫
歩
」。

今
回
は
、「
N
P
O
法
人
国
産
材
」の
理
事

長
も
務
め
て
お
ら
れ
る
、株
式
会
社
榎
戸

材
木
店
の
榎
戸
正
人
代
表
取
締
役
を
お

訪
ね
し
ま
し
た
。

㈱
榎
戸
材
木
店
さ
ん
は
、
す
ぐ
裏
が
貯
木

場
に
面
し
た
新
木
場
3
丁
目
に
あ
り
ま
す
。

榎
戸
社
長
に
お
会
い
し
て
最
初
に
見
せ
て

い
た
だ
い
た
の
が
、
冒
頭
の
小
冊
子
「
森
を

元
気
に
！
」
で
し
た
。

「
転
機
は
十
数
年
前
に
な
り
ま
す
ね
」

そ
れ
ま
で
、
榎
戸
材
木
店
は
北
米
産
の
ス

プ
ル
ー
ス
な
ど
外
国
産
の
天
然
林
を
主
に
扱

う
店
で
し
た
。
し
か
し
、
天
然
林
の
資
源
が

し
だ
い
に
底
を
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
仕
入
れ

値
も
高
騰
す
る
な
か
、
新
た
な
見
通
し
を
持

つ
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
矢

先
、
榎
戸
社
長
は
木
青
連
（
日
本
木
材
青
壮

団
体
連
合
）
の
会
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
、

全
国
各
地
の
山
を
見
て
歩
か
れ
た
そ
う
で
す
。

「
国
産
材
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
こ
と
を

肌
身
で
感
じ
ま
し
た
。
輸
出
国
の
天
然
林
が

使
わ
れ
な
く
な
っ
て
も
、
輸
出
国
の
森
が
荒

れ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
か
え
っ
て
保
護
さ
れ

る
面
す
ら
あ
る
。
一
方
で
、
日
本
の
山
は
日

本
人
が
使
っ
て
や
ら
な
い
と
、
ど
ん
ど
ん
荒

廃
し
て
し
ま
う
。
売
れ
る
木
、
と
い
う
以
上

に
売
る
べ
き
木
が
あ
る
。
木
材
業
界
に
生
き

る
一
人
と
し
て
社
会
的
責
任
を
感
じ
ま
し

た
。」「

こ
れ
か
ら
は
、
供
給
が
先
細
る
よ
う
な

資
源
を
商
材
に
し
て
も
見
通
し
は
な
い
。
ま

た
需
要
が
減
る
よ
う
な
商
材
で
も
ダ
メ
。
と

な
れ
ば
、
そ
れ
は
国
産
材
だ
と
。」

榎
戸
材
木
店
は
、
そ
れ
ま
で
の
輸
入
材
を

主
に
扱
う
店
か
ら
、
国
産
材
を
扱
う
店
へ
と

大
き
な
転
換
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
こ
こ
に
来
て
、
合
板
に
も
国
産
材
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
シ
ェ
ア
は
し
だ
い

に
伸
び
て
き
ま
し
た
。
一
昨
年
で
19
％
、
去

年
は
23
％
。
30
％
ま
で
は
こ
の
ま
ま
で
も
伸

び
る
の
で
は
な
い
か
と
、私
は
見
て
い
ま
す
。」

「
そ
れ
よ
り
問
題
は
、
国
産
材
が
輸
入
材

と
の
値
段
の
比
較
だ
け
で
評
価
さ
れ
る
の
で

は
、
少
し
も
ハ
ッ
ピ
ー
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
。『
輸
入
材
よ
り
同
等
か
安
け
れ

ば
国
産
材
を
使
っ
て
も
い
い
』
と
い
う
大
手

の
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
さ
ん
の
声
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
で
は
な
く
、
国
産
材
の
良
さ
を
も
っ
と

評
価
し
、
適
正
な
値
段
で
取
り
引
き
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
日
本
の
山
を

蘇
ら
せ
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
は
国
産
材
の
ど
こ
か
い
い
の
か
、
値
段

の
ア
ピ
ー
ル
よ
り
、
素
材
の
良
さ
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。」

「
だ
か
ら
国
産
材
を
使
い
ま
し
ょ
う
、
と

材
木
屋
が
言
っ
た
ん
で
は
、
ビ
ー
ル
メ
ー
カ

ー
が
も
っ
と
ビ
ー
ル
を
飲
み
ま
し
ょ
う
、
と

い
う
の
と
同
じ
く
ら
い
手
前
味
噌
な
話
に
し

か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
（
笑
）。

『
N
P
O

国
産
材
』
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、
そ
う
い
う

こ
と
か
ら
で
す
。
も
と
も
と
、
環
境
系
の
N

P
O
の
皆
さ
ん
と
ご
縁
が
あ
っ
た
こ
と
も
幸

い
し
た
と
思
い
ま
す
」

「
今
の
日
本
の
住
宅
は
極
め
て
短
命
な
の

が
現
状
で
す
。
25
年
も
経
つ
と
、
あ
ち
こ
ち

に
故
障
が
生
じ
て
く
る
の
が
あ
た
り
ま
え
の

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
家
は
、
も

っ
と
頑
丈
で
長
持
ち
す
る
も
の
だ
っ
た
は
ず

で
す
。

こ
れ
に
は
、
戦
後
高
成
長
期
の
住
宅
需
要

に
み
あ
っ
て
国
産
材
を
供
給
で
き
な
か
っ
た

こ
と
も
原
因
し
て
い
ま
す
。
戦
後
復
興
期
、

懸
命
に
山
に
木
が
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
昭
和
30
年
代
後
半
の
高
成
長
期
の
需
要

に
は
、
日
本
の
人
工
林
は
ま
だ
十
分
な
大
き

さ
に
育
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
が

あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、

こ
の
業
界
に
あ

っ
て
言
い
に
く

い
苦
言
を
呈
す

る
よ
う
な
格
好

で
甚
だ
恐
縮
で
す
が
、
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
さ

ん
や
工
務
店
さ
ん
に
も
責
任
の
一
半
が
あ
る

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
作
る
側
だ

け
の
都
合
で
材
料
選
び
が
さ
れ
て
い
る
現
状

が
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
材
料
の
安
さ
、

加
工
の
し
安
さ
、
狂
い
が
少
な
い
な
ど
の
基

準
が
安
易
に
優
先
さ
れ
、
そ
れ
が
国
産
材
の

需
要
を
伸
び
悩
ま
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
ま

す
。か

つ
て
日
本
の
家
に
は
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
が

ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
高
温
多

湿
の
日
本
の
家
に
は
、
日
本
で
育
っ
た
木
こ

そ
が
適
し
て
い
ま
す
。」

家
づ
く
り
に
は
国
産
材
を
。
環
境
、
森
、
そ
し
て
住
む
人
の
た
め
に

森
と
ぼ
く
ら
は

つ
な
が
っ
て
い
る

榎戸さんが原案を企画したパンフレット「森を元気に！」

こ
う
し
た
活
動
を
始
め
ら
れ
た

き
っ
か
け
は

し
か
し
国
産
材
の
シ
ェ
ア
は

ま
だ
小
さ
い
？

家
づ
く
り
に
は
消
費
者
自
身
で
、

も
っ
と
材
料
、
樹
種
の
吟
味
を

NHKの子供番組「ぶーふーうー」への材木屋のこだわりから生まれた絵本

「三びきのこぐま」（文：えのきどまさと 絵：あべえみこ）と

「目からウロコの家づくり」「（さんが出版）（お問い合わせは「NPO国産材」まで）

壁面、床面に国産材をあしら

ったショールーム

かつて輸入材をプールしていた社屋裏にある貯木場



テーマは、森林・木材利用が地球温暖化防止へ果たす役割の正しい理解とその

推進です。

■マイ箸を使って割箸を全く使わないという考え方は本当に森林保全につながるのでしょうか？

スギ・ヒノキの間伐材を利用したベニヤレースの実演という目玉展示とともに、木材を利用するこ

との意味や役割をわかりやすくご紹介します。

■小学校や会社など環境問題を推進している場所や人はたくさんあります。

その中でもリサイクル可能な『森林・木材』を取り上げることで、見て！知って！今後に生かす！

場としてＰＲしていきます。

●８月は夏休み

４回ほど子供の宿題にぴったりな木工教室を開催します

●９月は勤労感謝の日

おじいちゃん・おばあちゃんに感謝の気持ちをこめて、手作りプレゼントはいかがですか？

●１２月はクリスマス

クリスマスにちなんだ飾りを手作りしてみましょう
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こ
の
写
真
は
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
ベ
イ
ツ

ガ
、
ホ
ワ
イ
ト
ウ
ッ
ド
を
左
か
ら
並
べ
て
3

年
間
野
ざ
ら
し
に
し
た
実
験
結
果
で
す
。
ベ

イ
ツ
ガ
は
下
部
が
腐
り
始
め
、
ホ
ワ
イ
ト
ウ

ッ
ド
は
中
ま
で
完
全
に
腐
っ
て
割
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
に
は
全
く
腐
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
野
ざ
ら
し
で
す

か
ら
、
家
の
柱
が
３
年
や
そ
こ
ら
で
そ
う
な

る
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
の
柱
に

は
、
乾
燥
さ
せ
易
い
、
量
の
確
保
が
し
易
い
、

価
格
が
安
定
し
て
い
る
、
接
着
が
し
易
い
な

ど
の
理
由
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
ウ
ッ
ド
の
集
成
材

が
、
木
造
住
宅
の
約
半
数
に
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
最
近
は
、
欧
州
ア
カ
マ
ツ
や

国
産
ス
ギ
の
集
成
材
も
出
回
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
無
垢
材
で
も
ち
ゃ
ん
と
乾
燥
し

て
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
選
択
肢
は
広

が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
、
施
主
さ
ん
、
つ
ま
り

消
費
者
の
皆
さ
ん
に
も
っ
と
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。
そ
し
て
、
消
費
者
の
側
か
ら
家
づ

く
り
の
材
料
と
し
て
国
産
材
を
指
名
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
、
本
当
に
日
本
の
木
材
市
場

に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
原
動
力
に

な
る
の
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

木
造
住
宅
に
使
う
柱
の
数
は
お
よ
そ
80
本
。

柱
１
本
が
千
円
高
く
て
も
8
万
円
の
プ
ラ
ス

で
す
。そ
れ
で
耐
久
性
の
高
い
家
が
作
れ
る
の

な
ら
、そ
れ
は
賢
明
な
買
い
物
と
言
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。住
宅
ロ
ー
ン
は
35
年
間

な
ど
長
期
化
し
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
は
、短

期
間
で
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
を
繰
り

返
す
大
量
消
費
の
時
代
か
ら
、強
く
長
持
ち
す

る
家
を
作
り
、多
少
古
く
な
っ
て
も
適
切
な
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
と
リ
フ
ォ
ー
ム
で
家
と
つ
き
あ

っ
て
い
く
時
代
で
す
。そ
し
て
、そ
れ
が
日
本

の
山
を
守
り
、C
O
２
を
減
ら
し
、環
境
を
保

全
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
な
ら
、そ
れ
以

上
の
価
値
が
あ
り
ま
す
。」

「
か
つ
て
材
木
屋
さ
ん
に
は
林
場
（
り
ん

ば
）
と
呼
ば
れ
る
木
材
置
き
場
が
あ
る
の
が

常
で
、
そ
れ
が
材
木
屋
の
風
景
で
も
あ
り
ま

し
た
。
今
は
流
通
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
な
り

過
ぎ
て
、
長
く
在
庫
を
置
い
て
し
っ
か
り
乾

燥
さ
せ
た
材
を
大
工
さ
ん
に
売
る
、
と
い
う

や
り
方
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今
は
人

工
乾
燥
が
主
流
で
す
が
、
高
温
乾
燥
は
木
の

細
胞
を
痛
め
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
香
り
も
飛

ん
で
し
ま
い
ま
す
。
木
の
香
り
こ
そ
、
木
を

腐
り
難
く
す
る
成
分
な
ん
で
す
。
で
き
れ
ば

天
然
乾
燥
が
理
想
で
す
ね
。

林
野
庁
な
ど
が
、ス
ギ
間
伐
材
を
使
お
う
と

い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
始
め
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。で
も
そ
こ
に
は
、安
く
て
も
使
っ
て

も
ら
い
た
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
て
、

全
部
が
ぜ
ん
ぶ
賛
成
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。石
油
と
違
っ
て
木
材
は
再
生
で

き
る
資
源
で
す
。そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
廻
す
に
は
、

そ
れ
な
り
の
コ
ス
ト
を
保
証
す
る
仕
組
み
が

必
要
な
ん
で
す
。健
全
な
山
を
つ
く
る
た
め
に

は
、健
全
な
な
山
を
維
持
す
る
た
め
の
お
金
が

必
要
で
す
。や
っ
と
こ
こ
に
き
て
、年
間
8
千

棟
ぐ
ら
い
の
国
産
材
な
ら
供
給
で
き
る
と
い

う
大
き
な
製
材
工
場
も
現
れ
始
め
ま
し
た
。日

本
の
山
を
健
全
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
の
、

官
と
民
と
、消
費
者
国
民
と
を
結
ぶ
大
き
な
コ

ン
セ
ン
サ
ス
を
実
現
す
べ
き
と
き
な
の
だ
と

確
信
し
て
い
ま
す
。」

《
後
記
》

毎
月
6
回
、「
ご
と
う
日
」（
5
と
10
の

付
く
日
）
に
発
行
さ
れ
る
「
林
材
新
聞
」

に
、
榎
戸
さ
ん
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
コ
ラ

ム
「
辛
口
の
酒
」
は
、
連
載
開
始
か
ら
13

年
目
を
迎
え
６
0
0
回
を
超
え
ら
れ
ま
し

た
。
締
切
日
に
遅
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な

い
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。
筆
も
立
つ
な
ら
、

弁
も
立
つ
、
と
い
う
人
は
そ
う
多
く
い
ま

せ
ん
。
榎
戸
社
長
は
そ
の
数
少
な
い
お
一

人
と
お
見
受
け
し
ま
し
た
。

わ
た
し
自
身
、
ベ
ニ
ヤ
業
界
に
長
く
身

を
置
い
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
正
直
、
無

垢
の
木
材
流
通
に
は
疎
い
面
も
あ
る
の
で

す
が
、
見
え
そ
う
で
見
え
に
く
い
消
費
者

と
い
う
大
き
な
対
象
を
相
手
に
、
国
産
材

の
価
値
を
語
り
続
け
る
榎
戸
さ
ん
の
、
大

き
な
課
題
に
立
ち
向
か
う
熱
い
情
熱
を
感

じ
る
ひ
と
と
き
で
し
た
。「
N
P
O
国
産

材
」
と
同
じ
法
人
格
の
木
材
・
合
板
博
物

館
も
、「
も
っ
と
国
産
材
を
！
」
と
ア
ピ
ー

ル
す
る
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
お
役
に
立
ち
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
博
物
館
チ
ー
フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

赤
石
和
義
）
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消
費
者
を
軸
に
、
日
本
の
山
を

守
る
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

中国雲南省の少数民族ナシ（納西）族に伝
わる象形文字、トンパ文字の「芽」をかた
どった「NPO国産材」のロゴマーク。日本
を代表するアートディレクター浅葉克己さ
んがデザインしました。
NPO国産材のHPアドレス
http: / /kokusanzai . jp /

榎戸さんの長年
のコラム

「辛口の酒」

せ
め
て
住
宅
ロ
ー
ン
の

返
済
後
に
も
長
持
ち
す
る
家
を 左からスギ、ヒノキ、ベイツガ、ホワイトウッド

■ただいま環境コーナーを準備しております。

◆　新コーナー情報　◆

◆ イベント情報　◆

博物館3F 環境コーナー設置プラン

電　話：03-3521-6600
Eメール：info@woodmuseum.jp

お申し込み・お問い合わせは

イベント情報等の詳細はホームページをご覧ください。



館内探訪 

Q&A
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進　　　行　株式会社デジタルアート 
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木材・合板博物館のご案内 

東京メトロ有楽町線 
JR京葉線 
東京りんかい高速鉄道 

アクセス 

開館時間 

休 館 日 
＊都合により開館日・時間を変更することがあります 
＊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。 
＊団体での見学は事前にお申し込みください。 

より徒歩7分 

よりバス 
②のりば／木11甲・木11折返 

より徒歩1分 

東京メトロ東西線 東陽町駅 

毎週月曜日、火曜日、祝日　年末年始 

午前10：00より午後5：00まで（入館は閉館30分前まで）入館無料 

「木工教室」などさまざまなイベントを企画しております。 
事務局へお問い合せ又はホームページをご覧ください。 

新木場駅 
新木場駅 
新木場駅 

新木場一丁目バス停 

ありさとまきの 

博物館スタッフ 

木炭の特性はなんですか？ 

Vol.5 木炭 木炭 

木炭とはどういうものですか？ 

博物館の展示品についてのさまざまな疑問に答えます。第5回
は近年その効用が取りざたされ、利用製品が増えている木炭に
ついてです。 

木材は、セルロース、ヘミセルロース、リグニンの３大主成
分とその他の微量成分とからできています。３大主成分を構
成している元素は炭素、酸素、水素です。木材を低酸素状態
で加熱すると、300℃くらいから急激な分解が始まり、３大
主成分は二酸化炭素、水素、炭化水素などのガスとなって揮
発します。こうして残ったものが木炭です。 
木炭はもとの形の約３分の１に縮小しますが、細胞の形など
木材の組織構造は変りません。 

A

A

1Q

2Q

3Q

A

4Q

A

5Q

A

木炭の大きな特性は、固体、液体、気体に対する吸着性がいいと
いうことです。 
木材の構造を顕微鏡で拡大して見ると、非常に細い糸から作ら
れている管の集合体になっていることがわかります。この組織構
造は炭になっても変わりません。炭の中の微細な管を広げてみ
ると、炭の大きさ１グラムあたりに約250平方メートルにもなりま
す。しかも、穴の内部表面は滑らかではなく、微量な化学成分が
引っかかりやすく、一度吸着したらしっかり捕まえている構造に
なっているため、木炭は吸着性に優れているのです。 

博物館の展示には２種類の木炭がありますね？ 

展示は、白炭（しろずみ）と黒炭（くろずみ）です。 
これは木炭の代表的な分け方で、白炭は、初めは低温、後
に高温（1000℃以上にもなる）にして熱してから、かまの
外で消し粉（土、炭粉を混ぜたもの）を使い消火したもの
です。外側の色は消し粉のために灰白色で、切断面は貝殻
の内側のような光沢があります。これに対して黒炭は、炭
材がかまの中で炭化した後、かまを密閉します。炭材は酸
素がなくなったかまの中で消火され、蒸し焼きになり、そ
のまま冷却されます。白炭にくらべてやわらかく、消し粉
を使わないので黒色をしているため、黒炭と呼ばれます。 

白炭と黒炭は燃え方に違いがありますか？ 

はい、あります。白炭は硬くて着火し難いですが、燃焼が
緩やかで火持ちがいいです。高温で焼き上げるため不純物
や揮発分がほとんどなく、煙や炎が出ません。遠赤外線を
大量に発生させるなどの特徴があるため、調理用燃料とし
ての用途が多いです。これに対し黒炭は、炭焼き工程での
平均温度が300～400℃と低いため、炭の内部に不純物や
揮発分が若干残ります。このため、着火の際に加熱されると、
最初にガス化した揮発分に火が着き、それから炭本体の炭
素に火が移るため、着火しやすいです。また、燃え方が早
いため、容易に高い燃焼温度が得られ、白炭よりも扱いや
すいという利点があります。 

木炭はどんなことに利用されているのですか？ 

世界的には燃料としての利用が消費の最たるものですが、
日本では調理用燃料として料理店で利用される以外は燃料
としての需要は激減しました。しかし近年、木炭の効用が
取りざたされ、木炭を利用した製品が増えたことで、その
用途が広がっています。河川や湖沼の水の浄化や、土壌改善・
たい肥づくりなど農業での利用、畜産業や水産業でも飼料
に木炭をまぜて使用していたりします。この他、身近なとこ
ろでは、住宅資材への応用が進み、床の調湿材や畳、
壁紙などに利用されています。生活用品としては、
浄水器や消臭剤、入浴剤、寝具、炊飯時投入用木
炭などに使われています。 

（吉田亜里紗） 

新木場タワー3・4F

表紙：柏戸チェア（デザイン：剣持勇　制作：天童木工） 
　　　日本大学生物資源科学部　湘南キャンパス 

黒炭（左）と白炭（右） 

◎特集

課題研究「海を望む家」にみる

厚物合板による高耐震性能に挑んだ家づくり
～景観、内装、耐震性そしてコスト～

◎木の匠を訪ねて③

曲面の美を求めて
～美と技の協演する世界～

◎新木場漫歩

消費者に語り続ける　国産材の伝道師

◎博物館スタッフの館内探訪




