
す
。
研
究
は
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
樹
木
が
の
み
込
ん

で
い
く
過
程
を
仔
細
に
観
察
し
な
が
ら
、
樹
木
の
生

理
か
ら
、
街
路
樹
の
種
類
や
役
割
に
ま
で
調
査
し
考

察
し
て
い
ま
す
。
大
人
の
目
で
は
な
か
な
か
気
づ
け

な
い
こ
と
に
着
目
し
た
優
れ
た
レ
ポ
ー
ト
で
す
。

樹
木
医
は
現
在
全
国
に
、
約
1
6
0
0
人
い
ま
す

が
、
私
は
こ
の
研
究
観
察
を
樹
木
医
の
仲
間
た
ち
に

教
え
て
や
り
た
く
て
、
別
刷
り
を
1
0
0
0
部
作
っ

て
配
り
ま
し
た
。
大
人
は
も
っ
と
頑
張
ら
な
い
と
い

け
な
い
よ
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
つ
も
り
で
し
た
。

「
ふ
だ
ん
は
こ
ん
な
格
好
で
、
皆
さ
ん
の
前
に
お

目
見
え
し
て
る
ん
で
す
よ
」

そ
う
言
っ
て
笑
い
な
が
ら
、
サ
フ
ァ
リ
ハ
ッ
ト
を

被
っ
て
み
せ
た
玉
木
館
長
。
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
髭

と
帽
子
が
よ
く
似
合
っ
て
い
ま
す
。

「
東
京
都
に
あ
る
小
笠
原
諸
島
は
、
世
界
的
に
も

希
少
な
植
物
、
絶
滅
危
惧
種
の
宝
庫
で
す
。
夢
の
島

熱
帯
植
物
館
は
、
こ
れ
ら
東
京
都
の
貴
重
な
財
産
を

博
物
館
と
し
て
保
存
し
て
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
こ
と

を
使
命
に
し
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
自
然
環
境
を

学
べ
る
東
京
の
緑
の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
こ
の
空
間
を

皆
さ
ん
に
提
供
す
る
こ
と
。
三
つ
目
は
、
次
代
を
担

う
子
供
た
ち
に
地
球
環
境
の
大
切
さ
を
教
え
る
こ
と

で
、
こ
れ
に
最
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。
昨
年
の
来

館
者
は
13
万
人
を
数
え
ま
し
た
。
そ
の
多
く
が
小
中

学
生
で
す
。」

―
ど
ん
な
こ
と
か
ら
、
小
学
校
へ
の
「
出
前
授
業
」

を
始
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

私
の
住
ま
い
は
江
東
区
で
、
子
供
の
通
う
小
学
校

の
P
T
A
会
長
を
務
め
た
こ
と
が
縁
に
な
っ
て
、
地

元
の
小
学
校
で
課
外
授
業
を
始
め
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
し
た
。

小
学
校
の
敷
地
内
は
、
都
内
で
も
比
較
的
に
環
境

が
安
定
し
て
い
る
場
所
と
い
え
ま
す
。
小
学
校
の
多

く
は
開
校
か
ら
1
0
0
年
以
上
経
っ
て
い
ま
す
。
敷

地
の
周
囲
は
新
し
い
道
路
や
住
宅
地
、
ま
た
高
層
建

築
が
建
っ
た
り
し
て
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
き
て

い
ま
す
が
、
校
舎
や
校
庭
は
同
じ
場
所
に
あ
り
続
け

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
わ
ず
か
な
が
ら
樹
木
も
あ
り
、
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小
さ
な
自
然
空
間
も
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
自

然
を
い
つ
も
観
察
で
き
る
の
が
、
そ
こ
に
通
っ
て
い

る
小
学
生
た
ち
で
す
。
子
供
た
ち
に
私
は
、『
木
で
も

花
で
も
草
で
も
、
と
に
か
く
一
つ
お
気
に
入
り
を
選

ん
で
、
そ
れ
を
毎
日
ず
っ
と
見
続
け
な
さ
い
。
少
な

く
と
も
1
年
間
は
見
守
り
続
け
る
よ
う
に
』
と
教
え

て
い
ま
す
。

見
続
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
変
化
に
気
づ
き
ま
す
。

そ
の
変
化
を
感
じ
る
こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
。
新
芽

が
出
る
の
は
い
つ
か
。
花
が
咲
く
の
は
い
つ
か
。
紅

葉
は
い
つ
か
。
落
葉
は
い
つ
か
。
そ
れ
ら
の
変
化
は
、

毎
年
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
変
化
を
見
て
い
れ

ば
、
発
見
で
き
る
こ
と
が
必

ず
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
変

化
を
知
る
こ
と
が
、
自
然
や

環
境
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
き
ま
す
。

江
東
区
の
「
子
ど
も
た
ち

と
夢
を
創
る
会
」
と
「
夢
の

島
熱
帯
植
物
館
」
が
主
催
し

て
、
こ
れ
に
江
東
区
教
育
委

員
会
の
後
援
を
得
て
、
2
0

0
4
年
か
ら
子
供
た
ち
の
自
然
観
察
や
研
究
成
果
を

募
り
、
発
表
す
る
機
会
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。「
子
ど

も
し
ぜ
ん
科
学
大
賞
」
と
い
う
賞
を
設
け
て
、
優
れ

た
作
品
を
表
彰
し
、
報
告
書
を
つ
く
っ
て
発
表
し
て

い
ま
す
。

昨
年
の
最
優
秀
賞
は
、
区
立
川
南
小
学
校
6
年
生

の
丹
治
春
果
さ
ん
の
『
街
路
樹
の
ふ
し
ぎ
』
と
題
し

た
観
察
レ
ポ
ー
ト
で
し
た
。
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
接
し

て
い
た
街
路
樹
が
、
い
つ
の
ま
に
か
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

を
の
み
込
み
始
め
た
の
を
、
バ
ス
の
窓
か
ら
見
つ
け

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
観
察
を
続
け
た
レ
ポ
ー
ト
で

温室ドーム内を案内していただきました。Aドーム内で。

江
東
区
夢
の
島
。
運
河
と
水
路
に
囲
ま
れ
た
人
工

島
、
そ
の
ほ
ぼ
真
ん
中
を
通
る
湾
岸
道
路
を
境
に
北

側
半
分
が
夢
の
島
、
南
側
が
新
木
場
で
す
。
そ
の
北

側
の
大
部
分
を
「
都
立
夢
の
島
公
園
」
が
占
め
て
い

ま
す
。
約
43
ha
の
緑
地
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
1
万
本

以
上
の
樹
木
や
野
草
が
生
い
茂
り
ま
す
。
都
内
に
あ

り
な
が
ら
、
四
季
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
を
観

察
で
き
る
緑
の
オ
ア
シ
ス
で
す
。
こ
の
一
角
に
、
巨

大
な
温
室
ド
ー
ム
の
威
容
を
見
せ
て
い
る
の
が
「
東

京
都
夢
の
島
熱
帯
植
物
館
」
で
す
。
館
長
の
玉
木
恭

介
氏
は
樹
木
医
で
も
あ
り
ま
す
。
環
境
再
生
医
と
い

う
肩
書
き
も
持
っ
て
い
ま
す
。

玉
木
氏
は
館
長
と
し
て
の
仕
事
の
か
た
わ
ら
、
自

然
の
保
護
・
再
生
に
幅
広
く
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

8
年
前
か
ら
は
地
元
江
東
区
の
小
学
校
に
「
出
前
授

業
」
を
実
践
し
、
子
供
た
ち
の
自
然
環
境
教
育
に
も

力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。
氏
の
実
践
は
教
育
貢
献
と

し
て
認
め
ら
れ
、
今
年
3
月
に
小
柴
昌
俊
科
学
教
育

賞
奨
励
賞
（
※
1
）
を
受
賞
し
ま
し
た
。

そ
の
玉
木
館
長
に
、
子
供
た
ち
へ
の
自
然
環
境
教

育
に
か
け
る
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
ま
た
樹
木
医
の
仕

事
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

夢
の
島
熱
帯
植
物
館
　
玉
木
恭
介
館
長
（
樹
木
医
・
環
境
再
生
医
）
に
聞
く

と
に
か
く
木
や
草
花
を

見
守
り
続
け
よ
う

特
集

―
そ
の
１

2009年最優秀賞：区立川南小学校の6年生の丹治春果さんの観察レポート
『街路樹のふしぎ』

トレードマークのちょび髭にサファリハットの玉木館長

※1 小柴昌俊科学教育賞

「基礎科学、純粋科学に光をあて、基礎科学の面
白さが分かる教育の普及、意欲と夢をもった若者
を育てること」を目標に2003年、平成基礎科学財
団が設立された。小柴昌俊科学教育賞は、同財団
の基礎科学教育振興事業の一つとして創設され
た。小柴昌俊氏は「天体物理学とくに宇宙ニュー
トリノの検出に対するパイオニア的貢献」により
2002年ノーベル物理学賞を受賞した物理学者。
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が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
地
の
環
境
は
二

度
の
災
禍
を
く
ぐ
っ
て
な
お
、
3
0
0
年
間
変
化
し
て

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
ま
す
。

昔
の
人
々
は
、
そ
う
い
う
大
き
な
木
の
あ
る
と
こ

ろ
に
住
み
、
集
落
を
形
成
し
ま
し
た
。
鎮
守
の
森
と

い
う
の
が
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
環
境
を
守
る
た
め
に

神
を
祀
っ
た
。
日
本
中
の
随
所
に
鎮
守
の
森
が
あ
り

ま
す
。

山
梨
県
武
川
村
の
実
相
寺
に
、
日
本
三
大
桜
の
一

つ
と
呼
ば
れ
る
「
山
高
神
代
桜
」
が
あ
り
ま
す
。
樹

高
約
10
メ
ー
ト
ル
、
根
回
り
約
12
メ
ー
ト
ル
、
日
本

最
古
最
大
の
エ
ド
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
と
し
て
国
指
定
天

然
記
念
物
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
桜
の
樹
齢
は

2
0
0
0
年
で
す
。
つ
ま
り
、
２
０
０
０
年
近
く
の

間
、
環
境
の
変
化
が
お
き
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
昔
の
人
は
、
木
を
見
て
、
そ
こ
に
住
む
こ
と

が
出
来
る
の
か
判
断
し
ま
し
た
。現

代
は
そ
う
い
う
文
化

が
衰
え
て
、
か
つ
て
自

然
を
判
断
す
る
力
を
持

っ
て
い
た
眼
を
失
い
か

け
て
い
ま
す
。

造
成
さ
え
す
れ
ば
、
ど

こ
に
で
も
住
め
る
と
思

い
込
ん
で
い
る
ふ
し
が

あ
り
ま
す
。
自
然
を
侮

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
木
の
種
類
で
、
そ

の
土
地
の
自
然
が
あ
る
程
度
わ
か
り
ま
す
。
例
え
ば

シ
ラ
カ
ン
バ
、
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
、
ヤ
ナ
ギ
な
ど
は
、
人

間
の
住
環
境
と
し
て
は
黄
色
信
号
な
の
で
す
。
こ
れ

ら
の
種
は
、
土
石
流
発
生
地
帯
、
地
滑
発
生
地
帯
、

洪
水
発
生
地
帯
に
群
生
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
火
山
や

地
す
べ
り
、
鉄
砲
水
な
ど
の
災
害
と
無
縁
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
ん
で
す
。

―「
出
前
授
業
」が
主
に
対
象
に
し
て
い
る
学
年
は
？

「
出
前
授
業
」
は
年
間
40
回
ぐ
ら
い
。
同
じ
学
校

に
3
回
ぐ
ら
い
足
を
運
び
ま
す
。
小
学
校
の
理
科
で

は
、
全
学
年
を
通
じ
て
自
然
科
学
を
学
び
ま
す
。
お

し
べ
や
め
し
べ
に
つ
い
て
学
ぶ
の
は
3
、
4
年
生
。

イ
ネ
の
生
育
を
学
ぶ
の
は
5
年
生
。
で
も
、
自
然
観

察
を
教
え
る
の
に
一
番
い
い
の
は
、
1
年
生
か
ら
で

す
ね
。
自
然
を
観
察
す
る
こ
こ
ろ
は
、
理
屈
や
知
識

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
関
心
を
持
ち
続
け
る
感
性
な
ん

で
す
。
で
す
か
ら
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
い
い
。
そ
し

て
、
観
察
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
発
見
に
結
び
つ
い
て

い
く
の
か
。
先
生
が
方
向
性
を
示
し
て
あ
げ
て
、
何

を
研
究
す
る
の
か
と
い
う
適
切
な
指
導
が
必
要
で
す
。

観
察
行
為
一
つ
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
形
ば
か
り

に
な
っ
て
い
は
し
な
い
か
？
と
気
が
か
り
で
す
。
昆

虫
採
集
な
ら
、
虫
を
沢
山
集
め
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
採
っ
て
集
め
る
こ
と

の
意
味
は
、
そ
れ
で
何
を
研
究
す
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
に
あ
り
ま
す
。

ア
サ
ガ
オ
栽
培
も
、
夏
ま
で
学
校
で
育
て
て
、
夏

休
み
に
は
持
っ
て
帰
る
。
休
み
明
け
に
は
ミ
イ
ラ
に

な
っ
て
戻
っ
て
き
ま
す
。
花
が
咲
い
て
、
枯
れ
て
、

最
後
に
種
が
何
粒
と
れ
た
の
か
。
最
後
ま
で
見
届
け

る
こ
と
が
肝
心
な
ん
で
す
。
種
の
数
も
、
面
倒
の
見

方
し
だ
い
で
変
わ
り
ま
す
。
水
は
あ
げ
た
か
、
肥
料

は
や
っ
た
か
。
み
ん
な
で
そ
れ
を
グ
ラ
フ
に
し
て
み

れ
ば
、
ア
サ
ガ
オ
栽
培
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
が
わ
か

っ
て
き
ま
す
。

例
え
ば
、
子
供
た
ち
を
連
れ
て
公
園
に
行
き
、「
み

ん
な
で
団
子
虫
を
集
め
よ
う
」
と
呼
び
か
け
る
。
30

子
供
た
ち
に
は
、
大
人
に
は
な
い
豊
か
な
感
性
が

あ
り
ま
す
。

私
が
P
T
A
会
長
を
し
て
い
た
頃
1
年
生
だ
っ
た

と
き
か
ら
自
然
観
察
を
教
え
続
け
て
い
た
子
が
い
て
、

4
年
生
に
な
っ
た
そ
の
子
か
ら
「
植
物
が
死
ぬ
と
き

の
こ
と
を
教
え
て
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
聞
か
れ
て

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
植
物
と
い
う
の
は
死
な
な
い

ん
で
す
、
半
ば
永
久
的
に
。

今
年
の
春
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
大
イ
チ
ョ
ウ

が
倒
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
の

大
イ
チ
ョ
ウ
は
樹
齢
8
0
0
年
〜
1
0
0
0
年
余
り

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
寿
命
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

し
か
し
、
あ
の
木
は
倒
れ
て
も
、
ま
た
芽
が
出
て
く

る
ん
で
す
。
倒
れ
た
木
の
枝
が
地
面
に
突
き
刺
さ
っ

て
も
、
刺
さ
っ
た
枝
か
ら
ま
た
芽
が
出
て
き
ま
す
。

植
物
に
は
根
、
幹
、
葉
の
三
つ
の
部
位
が
あ
り
ま
す
。

動
物
の
内
臓
で
あ
る
心
臓
は
心
臓
で
し
か
あ
り
得
ま

せ
ん
が
、
植
物
の
場
合
は
、
た
と
え
葉
っ
ぱ
で
も
根

が
生
え
て
幹
に
な
る
、
根
も
幹
か
ら
葉
に
な
り
ま
す
。

倒
れ
た
大
イ
チ
ョ
ウ
は
、
源
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
た
当

時
、
殺
害
に
加
わ
っ
た
公
卿
が
身
を
隠
す
ほ
ど
の
大

木
だ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で

に
二
代
目
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。
固
体
と
し
て
の
植
物
は
あ
る
意
味
で
不
滅

で
も
あ
る
ん
で
す
。

材
木
の
場
合
に
も
似
た
こ
と
が
言
え
ま
す
。
法
隆

寺
の
建
築
に
使
わ
れ
た
材
は
、
当
時
す
で
に
樹
齢
千

年
を
越
え
て
い
た
ヒ
ノ
キ
で
し
た
。
材
と
な
っ
た
ヒ

ノ
キ
は
、
そ
の
後
も
千
年
生
き
続
け
て
い
る
の
だ
と
、

宮
大
工
の
棟
梁
が
語
っ
て
い
ま
し
た
。
木
に
は
、
そ

う
い
う
力
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
も
、
子
供

の
言
葉
か
ら
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

館長室で

樹
木
は
死
な
な
い
？

猿江恩賜公園での課外授業

江
東
区
か
ら
の
依
頼
で
、
樹
木
医
と
し
て
富
岡
八

幡
宮
の
木
を
診
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
宮
の
裏
に
は

小
さ
な
社
林
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
イ
チ
ョ
ウ
の
大

木
が
雄
雌
１
本
ず
つ
あ
り
ま
す
。
樹
齢
は
３
０
０
年

ぐ
ら
い
。
私
自
身
は
江
東
区
に
、
そ
う
し
た
長
命
の

木
は
あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
江
東
区
は

ご
存
じ
の
よ
う
に
関
東
大
震
災
と
東
京
大
空
襲
で
二

回
焼
け
野
原
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
イ

チ
ョ
ウ
も
二
度
焼
け
て
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、
樹

体
の
あ
ち
こ
ち
に
炭
化
し
た
箇
所
が
い
く
つ
も
残
っ

て
い
ま
し
た
が
、
今
も
生
き
て
い
ま
す
。

江
東
区
の
大
部
分
は
、
江
戸
時
代
頃
ま
で
は
ア
シ

が
生
い
茂
る
湿
地
帯
で
し
た
。
江
戸
時
代
、
何
度
も

大
火
が
あ
い
つ
ぎ
、
大
火
の
た
び
に
焼
け
跡
の
ゴ
ミ

を
運
ん
で
埋
め
立
て
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
イ
チ
ョ
ウ
は
樹
齢
3
0
0
年
、
都
内
で
も
大
き

い
部
類
に
入
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
社
林
と
な

っ
て
い
る
こ
の
場
所
は
陸
地
で
あ
り
続
け
て
き
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
八
幡
宮
の
禰
宜
さ
ん
に
お
聞
き
し

た
と
こ
ろ
、
こ
こ
は
島
だ
っ
た
と
い
う
話
で
し
た
。

イ
チ
ョ
ウ
は
自
然
に
自
生
す
る
種
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
島
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
誰
か
が
雌
雄
1

本
ず
つ
の
イ
チ
ョ
ウ
の
木
を
植
え
た
、
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

樹
木
医
の
仕
事
の
一
つ
は
、
木
が
生
育
し
て
い
る
環

境
を
診
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
3
0
0
年
の
寿
命
の
木

観
察
す
る
心
を
養
い
、

発
見
に
結
び
つ
く
道
す
じ
を
示
す

「神代桜」※実相寺HPより

玉木恭介氏　プロフィール

■1950年　愛知県出身

東京農業大学卒業後、日比谷花壇造園土木部（現 日比谷アメ

ニス）に勤務

グランド潅水事業の技術開発、営業に携わる
■1993年　樹木医の資格取得
■2004年より　江東区小学校への「出前授業」による自然環境

教育に携わる
■2011年　この業績により小柴昌俊科学教育賞奨励賞を受賞
■現在　都立夢の島熱帯植物館館長

（最近の樹木医実績）

都立旧古河庭園のダイオウマツ樹勢回復工事

都立六義園シダレザクラ、吹上のマツ樹勢回復工事

都立浜離宮庭園三百年の松樹勢回復工事など

小柴昌俊科学教育賞奨励賞の盾。
盾には「夢に近づきましたね」の文字

これまでの来館された方々の色紙が壁いっぱいに貼られ
た館長室



樹
木
医
に
は
、
天
然
記
念
物
な
ど
に
指
定
さ
れ
て

い
る
木
を
診
断
し
て
治
療
を
す
る
と
い
う
仕
事
が
あ

り
ま
す
。
都
立
公
園
の
六
義
園
内
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

を
診
断
し
て
、
樹
勢
の
回
復
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
街
路
樹
な
ど
公
共
の
木
の
診
断
、

治
療
も
し
ま
す
。

お
寺
さ
ん
な
ど
か
ら
頼
ま
れ
て
、
境
内
の
老
木
を

診
に
い
っ
た
り
も
し
ま
す
。
具
合
が
悪
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
か
ら
で
は
、
助
か
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
ん

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
日
ご
ろ
の
面
倒
見
が
と
て
も

大
切
な
ん
で
す
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
樹
木

医
は
、
環
境
に
関
わ
る
啓
蒙
活
動
も
、
担
う
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

樹
木
医
の
資
格
は
、
農
水
省
林
野
庁
が
「
ふ
る
さ

と
の
樹
保
全
対
策
事
業
」
と
し
て
民
間
に
委
託
し
て

始
め
た
事
業
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
で
き
た
資
格
で

す
。
独
立
行
政
法
人
の
森
林
総
合
研
究
所
に
、
林
木

育
種
セ
ン
タ
ー
と
い
う
機
関
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に

は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
山
の
木
を
定
点
観
測
し
続
け

て
き
た
デ
ー
タ
が
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日

本
各
地
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
名
木
の

ク
ロ
ー
ン
も
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
て
も
貴
重
で

重
要
な
役
割
を
担
う
事
業
で
す
。
こ
う
し
た
事
業
の

存
在
は
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
い
し
、

そ
の
成
果
は
も
っ
と
活
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
水
省
の
お
役
人
さ
ん
は
、
な
ん
て
口
下
手
な
人
が

多
い
ん
だ
ろ
う
（
笑
）
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し

た
こ
と
を
代
弁
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
す
る
こ
と
も
、
樹

木
医
の
仕
事
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
て
い
ま

す
。日

本
は
、
四
季
に
応
じ
て
植
物
も
と
り
ど
り
の
変

化
を
見
せ
て
く
れ
る
、
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
に
あ
り
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は
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
。
ク
イ
ズ
を
も
う
一
つ
、
落
葉

す
る
の
は
、
風
の
ふ
く
日
と
、
ふ
か
な
い
日
の
ど
っ

ち
で
し
ょ
う
。

答
え
は
、
い
っ
ぺ
ん
に
落
葉
す
る
方
が
元
気
な
ん

で
す
。
し
か
も
風
の
無
い
、
し
ん
し
ん
と
冷
え
た
夜

に
一
斉
に
葉
が
落
ち
る
ん
で
す
。
葉
を
落
と
す
に
も

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
り
ま
す
。
樹
木
の
D
N
A
に
は
、

自
分
の
葉
を
周
囲
に
落
と
し
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
栄

養
分
に
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
仕
組
ま
れ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
風
の
ふ
か
な
い
日
を
選
ぶ
。

意
外
に
思
わ
れ
る
方
も
、
木
を
見
続
け
て
い
れ
ば
分

か
り
ま
す
。

ち
っ
ぽ
け
で
せ
っ
か
ち
な
人
間
の
生
活
時
間
と
は
、

違
う
時
間
を
植
物
は
生
き
て
い
ま
す
。
木
を
見
続
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
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人
い
れ
ば
、
3
0
0
匹
ぐ
ら
い
の
団
子
虫
は
す
ぐ
に

集
ま
り
ま
す
。「
じ
ゃ
あ
、
団
子
虫
の
い
た
場
所
を
、

地
図
の
中
に
書
い
て
み
よ
う
」
と
。
そ
う
す
る
と
、

い
ろ
ん
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
出
来
上
が
っ

た
地
図
は
そ
の
公
園
の
環
境
マ
ッ
プ
で
す
。
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
地
面
な
ん
か
に
虫
は
い
な
い
。
団
子
虫
や

ミ
ミ
ズ
の
い
る
と
こ
ろ
は
、
日
陰
で
涼
し
く
、
水
気

の
あ
る
所
。
そ
こ
は
生
物
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
環

境
の
良
い
場
所
で
す
。
結
果
に
い
た
る
道
す
じ
を
示

し
て
あ
げ
ら
れ
れ
ば
、
子
供
た
ち
は
学
び
ま
す
。
自

然
観
察
は
、
道
す
じ
を
立
て
結
末
を
ち
ゃ
ん
と
つ
け

て
あ
げ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
桜
守
（
さ
く
ら
も
り
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
ね
。
桜
の
木
の
そ
ば
に
住
ん
で
、
い
つ
も
桜
の
木

の
様
子
を
見
守
っ
て
、
面
倒
を
診
て
あ
げ
る
人
の
こ

と
を
指
す
言
葉
で
す
。
私
が
小
学
生
に
「
木
を
見
る

よ
う
に
」
と
い
う
の
は
、
桜
守
の
よ
う
に
木
を
み
よ

う
と
い
う
こ
と
で
す
。
毎
日
学
校
に
通
い
、
同
じ
木

を
見
る
。
花
が
咲
く
と
き
、
新
芽
が
出
る
と
き
、
紅

葉
す
る
と
き
、
落
葉
す
る
と
き
。
通
り
い
っ
ぺ
ん
の

知
識
が
あ
っ
て
も
一
度
見
た
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い

こ
と
の
方
が
多
い
。
そ
の
点
、
毎
日
見
て
い
る
子
供

た
ち
の
観
察
力
は
断
然
違
い
ま
す
。

こ
こ
で
ク
イ
ズ
。
木
の
葉
が
少
し
ず
つ
落
ち
る
の

と
、
い
っ
ぺ
ん
に
落
葉
す
る
の
と
、
木
が
元
気
な
の

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
に
対
す
る
判
断
力
を
養

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
現
代
人
は
環
境
に
あ
ま
り
に

も
疎
く
な
り
す
ぎ
て
い
ま
す
。
環
境
に
敏
感
に
反
応

で
き
る
生
物
で
な
け
れ
ば
長
生
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

植
物
が
現
在
の
地
球
環
境
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

赤
道
直
下
の
熱
帯
に
最
初
の
植
物
が
現
れ
、
雨
と
太

陽
を
受
け
て
繁
殖
し
、
酸
素
を
吐
き
出
し
て
、
現
在

の
地
球
環
境
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
に
生
き
長
ら

え
て
い
る
動
物
た
ち
は
そ
の
環
境
の
下
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
植
物
な
し
に
は
、
人
類
も
文
明
も
滅
び
る
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
子
供
た
ち
に
は
、
植
物

と
共
に
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ん
で
欲
し
い
と

思
い
ま
す
。「
出
前
授
業
」
は
現
在
、
江
東
区
だ
け
で

な
く
、
中
央
区
や
江
戸
川
区
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
き
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
契
機
に
ぜ
ひ
、
夢
の
島
熱
帯
植

物
館
に
も
来
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
ろ
ん
な
サ
ー
ビ

ス
イ
ベ
ン
ト
を
用
意
し
て
待
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
学
び
を
通
じ
て
一
人
で
も
二
人
で
も
い
い
、
地
球

環
境
を
守
る
た
め
の
植
物
学
者
が
沢
山
育
っ
て
も
ら

い
た
い
、
そ
れ
が
私
の
願
い
で
す
。

子
供
た
ち
よ
、

植
物
の
大
切
さ
を
知
り
、

自
然
と
共
に

生
き
る
こ
と
を
学
ぼ
う
！

桜
守（
さ
く
ら
も
り
）の
よ
う
に

樹
木
医
は
環
境
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー

【東京都立夢の島熱帯植物館のご案内】
http://www.yumenoshima.jp/

夏休みイベント情報
●夏休み大温室ガイドツアー　
7月１７日（土）～8月２９日開催
●熱帯スコール体験　　　　　　
7月１７日（土）～8月２９日開催
●環境学習教室
「夢の島公園 森の学校

～第４３回 不思議なコマを作ろう～」

大温室ドーム。手前は4000m2の小麦畑。昨年11月に種を蒔いた小麦は6月下旬に収穫を行いました。

■東京湾埋立14号地。1939年（昭和14年）、

飛行場を建設する目的で埋立が始まった

が、戦争が始まり2年後、工事は中止にな

った。1957年、東京都で急増し始めたゴ

ミの処分場として利用が決定。以降約10

年間は“ゴミの島”の異称で呼ばれた。戦

後間もない頃は遊園地などが計画されたこ

とから「夢の島」の名がついた。1969年

（昭和44年）に正式な行政地名となった。

■1978年（昭和53年）、樹木を植えて公

園として造成し「東京都立夢の島公園」が

開園した。それから約30年を経て、東京

都内有数の緑のオアシスに変貌した。

■「去年、この土を1メートル掘ってみた

ら、赤土だった土は表面から15センチく

らいまで黒くなりつつあり、有機化が認め

られました。ここには自然が戻ってきてい

ます。」（玉木館長）

公園面積：433,212.23平方メートル

樹 木 数：高木／10,300本

低木／11,700平方メートル

芝　　生：50,000平方メートル

主な植物：ユーカリ、フサアカシア、

アキニレ、マテバシイ、

クスノキ、カナリーヤシ、

クロマツ、ウバメガシ

公園内には、都立夢の島熱帯植物館のほか、

BunB（ぶんぶ）東京スポーツ館、東京夢

の島マリーナ、第五福竜丸展示館、バーベ

キュー広場、多目的コロシアム、陸上競技

場などがある。

植物館の温室、館内冷暖房、給湯など必要

なエネルギーは、新江東清掃工場からの温

水でまかなわれている。

来館記念プレー
ト

■
「夢の島」の歴史

高さ28メートルのドームの天井まで今にも届きそうな
ダイオウヤシ
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特
集
―
そ
の
２

入
門
編 

Hiratakikuimushi

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
・
木
材
改
質
研
究
領
域
　
大
村
和
香
子
主
任
研
究
員
に
聞
く

家を食べるシロアリ。実際にその姿

を目にしたことのない人でも、その名

前や被害は多くの人が知っています。

家屋や家具など木質材料を餌にする昆

虫は、シロアリだけではありません。

その一つヒラタキクイムシは、製材

品や家具と一緒に移動し被害を与える

「乾材害虫」として、日本のみならず世

界各地でも被害が報じられています。

自然という大きな営みから見れば、

木を餌にする昆虫類も、菌類とならん

で樹木を土に返すという大切な役割を

担います。しかし、私たちの生活の中

心となる家屋や、家具などが虫の被害

にあうのはたまりません。木材はその

性質をよく理解して使えば、数百年か

ら千年以上にわたって使用可能な材料

です。木材を害虫から守るためには、

まず木材害虫の生態や種類、被害の実

態などを知る必要があります。

私たちは茨城県つくば市に、独立行

政法人森林総合研究所の木材改質研究

領域・主任研究員の大村和香子先生を

訪ね、「乾材害虫」の種類と実態、その

対策を教えていただきました。

「
ム
シ
、
大
丈
夫
で
す
か
？
」
大
村
先
生

は
そ
う
言
い
な
が
ら
、
栓
を
し
た
広
口
ビ
ン

を
見
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
。ビ
ン
の
中
に
は
、

ビ
ス
ケ
ッ
ト
状
の
も
の
に
黒
い
虫
が
何
匹
も

は
り
つ
い
て
い
ま
す
。「
こ
れ
が
ヒ
ラ
タ
キ

ク
イ
ム
シ
の
成
虫
で
す
。
1
・
5
ミ
リ
か
ら

8
ミ
リ
ぐ
ら
い
ま
で
、
け
っ
こ
う
個
体
差
が

あ
り
ま
す
。
中
に
入
っ
て
い
る
ビ
ス
ケ
ッ
ト

み
た
い
な
の
は
、
私
た
ち
は
単
に
ビ
ス
ケ
ッ

ト
と
呼
ん
で
ま
す
が
、
ビ
ー
ル
酵
母
の
エ
ビ

オ
ス
と
澱
粉
と
ミ
ズ
ナ
ラ
の
木
粉
を
混
合
し

た
人
工
飼
料
で
す
。」（
写
真
１
）

「
こ
れ
が
被
害
材
で
す
。」
と
、
ラ
ワ
ン

の
合
板
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
表
面

の
ぐ
す
ぐ
す
の
複
雑
な
凹
凸
状
が
、
ミ
ミ
ズ

が
這
っ
た
跡
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
ヒ
ラ

タ
キ
ク
イ
ム
シ
が
食
い
荒
ら
し
た
跡
で
す
。

（
写
真
２
）

―
木
材
や
合
板
を
餌
に
す
る
虫
に
は
、
ど

ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

虫
が
餌
に
す
る
木
材
の
状
況
に
応
じ
て
、

お
お
ま
か
に
3
つ
に
区
分
し
て
い
ま
す
。

（
表
1
）

【
A
】
に
区
分
し
て
い
る
の
が
、
原
木
丸

太
に
害
を
与
え
る
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
科
、
ゾ
ウ

ム
シ
科
、
キ
ク
イ
ム
シ
科
、
キ
バ
チ
科
な
ど

の
グ
ル
ー
プ
で
、主
に
ハ
ン
ノ
キ
ク
イ
ム
シ
、

ニ
ホ
ン
キ
バ
チ
な
ど
が
加
害
種
で
す
。

【
B
】
に
区
分
し
て
い
る
の
が
、
製
材
品

を
餌
に
す
る
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
科
、
ナ
ガ

シ
ン
ク
イ
ム
シ
科
、
シ
バ
ン
ム
シ
科
、
ア
メ

リ
カ
カ
ン
ザ
イ
シ
ロ
ア
リ
属
、
ダ
イ
コ
ク
シ

ロ
ア
リ
属
の
グ
ル
ー
プ
で
、
加
害
種
と
し
て

ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
、
オ
オ
ナ
ガ
シ
ン
ク
イ

ム
シ
、
チ
ビ
タ
ケ
ナ
ガ
シ
ン
ク
イ
、
ケ
ブ
カ

シ
バ
ン
ム
シ
、
ア
メ
リ
カ
カ
ン
ザ
イ
シ
ロ
ア

リ
な
ど
が
い
ま
す
。【
A
】
の
原
木
丸
太
の

含
水
率
が
1
0
0
〜
50
％
な
の
に
比
べ
て
、

製
材
品
（
乾
材
）
の
含
水
率
は
30
〜
10
％
で

す
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
「
乾
材
害
虫
」
と
総

称
し
て
い
ま
す
。

【
C
】
に
区
分
し
た
の
が
原
木
丸
太
か
ら

製
材
品
ま
で
を
食
べ
る
シ
ロ
ア
リ
類
で
、
イ

エ
シ
ロ
ア
リ
、
ヤ
マ
ト
シ
ロ
ア
リ
な
ど
が
い

ま
す
。

「
乾
材
害
虫
」
は
、
合
板
や
フ
ロ
ー
リ
ン

グ
な
ど
の
う
ち
広
葉
樹
を
基
材
と
す
る
乾
燥

し
た
木
材
に
被
害
を
及
ぼ
し
ま
す
。
皆
さ
ん

が
被
害
に
気
づ
く
の
は
、
成
虫
が
木
の
表
面

に
出
現
し
て
か
ら
気
づ
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

な
の
で
、
成
虫
が
木
材
を
食
べ
て
い
る
と
思

い
こ
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
は
誤

解
で
、
実
際
に
木
材
を
食
害
す
る
の
は
幼
虫

で
す
。

ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
科
や
ナ
ガ
シ
ン
ク
イ

ム
シ
科
は
、
広
葉
樹
の
辺
材
部
分
や
竹
材
に

産
卵
し
ま
す
。
広
葉
樹
の
心
材
や
針
葉
樹
に

は
産
卵
し
ま
せ
ん
。ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
は
、

辺
材
部
分
の
う
ち
で
も
澱
粉
質
や
糖
質
な
ど

人工飼育されたヒラタキ
クイムシ

区分 

【A】 

【B】 

【C】 

木材の状況 

原木丸太 

製材品 

乾材 

原木丸太～製材品 

含水率 

100～50％ 

30～10％ 

加害グループ 

カミキリムシ科 

ゾウムシ科 

キクイムシ科 

キバチ科 

ヒラタキクイムシ科 

ナガシンクイムシ科 

シバンムシ科 

アメリカカンザイシロアリ属 

ダイコクシロアリ属 

シロアリ類 

主要加害種 

ハンノキクイムシ 

ニホンキバチ 

ヒラタキクイムシ 

オオナガシンクイムシ 

チビタケナガシンクイ 

ケブカシバンムシ 

アメリカカンザイシロアリ 

イエシロアリ 

ヤマトシロアリ 

↓ 

表1 木材の含水率と被害を生じさせる「乾材シロアリ」昆虫相との関係（金光桂二、1982より一部改変）

ヒラタキクイムシの幼虫に
食害されたラワンの合板

成虫が抜け出した穴。手
前の小片は内部の被害材

写真1写真2
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栄
養
分
の
高
い
箇
所
、
そ
の
道
管
や
材
の
割

れ
目
な
ど
に
産
卵
し
ま
す
。
卵
は
10
日
ぐ
ら

い
で
孵
り
、
孵
化
し
た
幼
虫
は
10
〜
11
ヶ
月

も
の
間
、
材
内
部
に
潜
ん
で
、
辺
材
部
を
食

い
荒
ら
し
続
け
ま
す
。
幼
虫
の
間
は
表
面
に

出
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

幼
虫
は
材
の
表
層
の
近
く
で
越
冬
し
て
蛹

に
な
り
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
羽
化
し
成
虫

と
な
っ
て
、
木
材
に
穴
を
あ
け
て
脱
出
し
ま

す
。
生
存
期
間
は
約
10
日
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
人
工
飼
育
条
件
下
で
は
約
1
ヶ
月
近
く

も
生
き
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
脱

出
し
た
成
虫
を
発
見
し
て
、
被
害
に
気
づ
く

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
す
で
に
そ
の

時
に
は
被
害
が
材
の
中
で
広
範
囲
に
及
ん
で

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

リ
カ
カ
ン
ザ
イ
シ
ロ
ア
リ
は
外
来
種
で
日
本

で
の
野
外
分
布
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
７
種
が
記
録
さ
れ
て
い
て
、
こ

の
う
ち
ケ
ヤ
キ
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
（
東
北

以
南
〜
四
国
・
九
州
）
と
ナ
ラ
ヒ
ラ
タ
キ
ク

イ
ム
シ
（
北
海
道
及
び
東
北
の
一
部
）
の
2

種
は
野
外
で
発
生
が
記
録
さ
れ
て
い
る
野
外

分
布
種
で
す
。
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
は
南
方

系
の
種
で
、
南
方
か
ら
日
本
に
侵
入
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
ラ
ワ
ン
等
の
南
洋
材
の

輸
入
が
盛
ん
に
な
る
以
前
、
す
で
に
明
治
期

に
採
集
さ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
分
布
域
は
、
戦
後
し
ば
ら
く
は
関
東
以
西

以
南
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
北
海

道
な
ど
寒
冷
地
の
室
内
で
も
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
30
年
は
野
外
発
生
の
報
告
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
木
材
・
家
屋
害
虫

に
は
野
外
発
生
が
認
め
ら
れ
ず
、
建
物
内
で

し
か
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
種
が
存
在
し
ま

す
。「

乾
材
害
虫
」
は
極
め
て
狭
い
空
間
で
も

世
代
交
代
で
き
る
昆
虫
類
な
の
で
、
海
外
で

も
国
内
で
も
、
倉
庫
な
ど
で
虫
が
つ
い
て
い

る
材
料
の
近
く
に
木
材

を
放
置
し
て
い
れ
ば
産

卵
さ
れ
る
危
険
性
が
あ

り
ま
す
。

森
林
総
合
研
究
所
へ
の
昆
虫
に
関
係
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
2
0
0
7
年
で
75
件
、
2

0
0
8
年
に
は
1
1
0
件
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
う
ち
乾
材
害
虫
に
関
す
る
件
数
は
23
件
、

36
件
で
、
全
体
の
約
3
割
で
し
た
。

①
―
新
築
当
初
か
ら
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
が

発
生
し
、
5
年
経
っ
て
も
発
生
が
お
さ

ま
ら
な
い
。
―

合
板
類
の
多
く
は
、
床
や
壁
の
下
地
な
ど

直
接
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
ま
す
。
壁

の
下
地
材
に
虫
が
発
生
し
た
場
合
、
表
面
に

貼
ら
れ
た
ク
ロ
ス
の
継
ぎ
目
な
ど
、
成
虫
が

出
や
す
い
部
分
か
ら
孔
を
あ
け
て
出
て
く
る

の
で
、
実
際
の
発
生
場
所
と
は
違
う
箇
所
を

発
生
源
と
見
誤
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
床
の

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
孔
が
あ
い
て
い
て
も
、
フ

ロ
ー
リ
ン
グ
の
下
地
材
が
発
生
源
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

被
害
の
発
生
に
気
づ
い
た
時
点
で
、
発
生

源
の
特
定
と
除
去
を
し
な
い
と
、
目
に
見
え

な
い
箇
所
で
発
生
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。

②
―
ナ
ラ
材
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
か
ら
12
月
に
、

ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
（
ド
リ
ア
ン
製
）
か

ら
1
月
に
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
の
成

虫
が
出
た
。
―

近
年
は
、
高
気
密
・
高
断
熱
住
宅
や
暖
房

の
普
及
で
、
冬
季
で
も
暖
か
い
環
境
に
あ
る

た
め
、
成
虫
の
発
生
は
従
来
の
よ
う
に
春
〜

夏
場
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

③
―
ネ
ッ
ト
購
入
し
た
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材

（
ト
ネ
リ
コ
基
材
）
か
ら
ケ
ヤ
キ
ヒ
ラ

タ
キ
ク
イ
ム
シ
が
発
生
し
た
。
―

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
普
及
が
も
た
ら

し
た
弊
害
。
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
購
入
し

た
ち
ゃ
ぶ
台
か
ら
ア
メ
リ
カ
カ
ン
ザ
イ
シ
ロ

ア
リ
が
発
生
し
た
と
い
う
事
例
も
あ
り
ま

す
。
流
通
の
利
便
化
は
、
虫
の
移
動
に
も
影

響
し
て
い
ま
す
。「
乾
材
害
虫
」
は
製
材
品

に
潜
ん
で
移
動
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

④
―
備
え
付
け
家
具
の
扉
（
中
国
産
キ
リ
基

材
）、
体
育
館
床
下
地
材
の
合
板
（
ラ

ワ
ン
基
材
）
か
ら
オ
オ
ナ
ガ
シ
ン
ク
イ

ム
シ
が
発
生
し
た
。
―

オ
オ
ナ
ガ
シ
ン
ク
イ
ム
シ
は
体
長
8
・
5

〜
15
・
5
ミ
リ
に
及
ぶ
大
型
の
乾
材
害
虫

で
、
本
州
以
南
、
台
湾
、
中
国
南
部
、
東
南

ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
に
分
布

し
ま
す
。
輸
入
さ
れ
た
集
成
材
や
家
具
か
ら

の
発
生
事
例
も
あ
り
ま
す
。
マ
ン
シ
ョ
ン
な

ど
集
合
住
宅
で
発
生
し
た
場
合
は
、
同
じ
箇

所
に
使
わ
れ
て
い
る
部
材
が
、
他
の
部
屋
に

も
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
可
能
性
を
疑
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

―
木
質
建
材
の
低
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
化

で
虫
害
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
が
、
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

症
候
群
な
ど
の
原
因
物
質
の
一
つ
と
し
て
指

摘
さ
れ
て
か
ら
、
建
材
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ

ド
の
低
濃
度
化
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

か
つ
て
は
防
虫
剤
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
建
材
の
低
ホ
ル
化
が
、
乾
材
害

虫
の
発
生
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。

80
年
代
中
頃
、
防
虫
対
策
と
し
て
ホ
ル
マ

リ
ン
に
よ
る
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
成
虫
の
産

卵
阻
害
効
果
、
合
板
か
ら
の
成
虫
脱
出
の
実

験
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

産
卵
阻
害
効
果
の
実
験
で
は
、
ラ
ワ
ン
材

合
板
に
ホ
ル
マ
リ
ン
を
10
、
1
0
0
、
1
0

0
0
p
p
m
処
理
し
た
材
料
を
5
検
体
に
ヒ

ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
産
卵
を
促
し
て
ホ
ル
マ
リ

ン
濃
度
別
に
産
卵
数
を
比
較
（
表
2
）
し
ま

し
た
。
結
果
は
、
ホ
ル
濃
度
が
高
く
な
る
に

つ
れ
て
産
卵
数
は
減
少
し
て
い
る
が
、
1
0

0
0
p
p
m
で
も
5
検
体
中
4
検
体
で
産
卵

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

合
板
か
ら
の
脱
出
実
験
で
は
、普
通
合
板
、

無
臭
合
板
、
脱
ホ
ル
マ
リ
ン
処
理
合
板
の

各
々
に
幼
虫
を
強
制
的
に
摂
食
さ
せ
、
何
匹

が
羽
化
し
て
成
虫
と
な
る
か
を
確
認（
表
3
）

し
ま
し
た
。
こ
の
実
験
で
は
、
普
通
合
板
で

5
検
体
中
4
検
体
か
ら
成
虫
の
発
生
が
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
結
果
は
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

の
放
散
量
の
多
い
材
料
で
あ
っ
て
も
、
ヒ
ラ

ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
に
代
表
さ
れ
る
「
乾

材
害
虫
」
は
、
製
材
品
や
家
具
な
ど
と
一
緒

に
移
動
が
可
能
で
す
。
幼
虫
が
潜
ん
で
い
る

木
材
や
家
具
を
輸
入
し
て
、
冬
場
で
も
暖
か

い
建
物
内
に
持
ち
込
ん
で
、
知
ら
な
い
う
ち

に
害
虫
を
「
飼
育
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
の
被
害
が
顕
著
だ
っ

た
70
〜
80
年
代
は
、
ラ
ワ
ン
等
の
南
洋
材
の

原
木
丸
太
の
輸
入
が
盛
ん
で
し
た
。
当
時
の

研
究
報
告
で
は
「
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
の
生

態
か
ら
す
る
と
、
含
水
率
が
高
い
状
態
で
の

産
卵
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
で

製
材
、
乾
燥
、
加
工
の
段
階
で
初
め
て
産
卵

さ
れ
る
」（
野
淵
輝
「
ラ
ワ
ン
材
の
大
害
虫

〝
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
〞
」
1
9
8
0
熱
帯

林
業
所
収
）
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
は
、
ラ
ワ
ン
合
板
等
の
形
で
の
製
品

輸
入
が
主
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ヒ
ラ
タ
キ

ク
イ
ム
シ
の
産
卵
の
チ
ャ
ン
ス
は
製
造
・
輸

出
し
た
当
該
国
で
も
、
日
本
国
内
で
も
あ
り

得
ま
す
。
た
だ
、
合
板
の
製
造
段
階
で
は
、

単
板
を
乾
燥
さ
せ
る
と
き
、
積
層
接
着
し
た

も
の
に
熱
圧
を
か
け
る
ホ
ッ
ト
プ
レ
ス
の
と

き
の
２
回
、
1
5
0
〜
2
0
0
℃
も
の
高
温

で
処
理
す
る
た
め
、
卵
が
あ
っ
た
り
幼
虫
が

い
て
も
す
べ
て
死
滅
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
卵
や
幼
虫
が
付
く
の

は
製
造
段
階
以
降
の
在
庫
・
流
通
・
使
用
段

階
の
可
能
性
が
高
い
で
す
。
輸
送
を
含
め
て

そ
の
期
間
が
長
い
輸
入
合
板
の
方
が
被
害
に

遭
う
リ
ス
ク
が
高
い
と
言
え
ま
す
。
ま
た

「
乾
材
害
虫
」
は
一
部
の
種
類
を
除
い
て
世

界
中
に
分
布
し
て
い
る
の
で
、
ど
こ
で
虫
が

付
い
た
か
特
定
す
る
こ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
困

難
で
す
。

ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
科
は
世
界
で
7
0

種
、
ア
フ
リ
カ
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ
や
ア
メ

試験体の種類 
産卵数 

無　処　理　区 

10ppm処理区 

100ppm処理区 

1000ppm処理区 

1 

38 

40 

15 

0

2 

50 

15 

10 

3

3 

29 

37 

30 

1

4 

45 

27 

8 

5

5 

31 

42 

12 

1

平均 

38.6 

32.2 

15.0 

2.0

表2 フォルマリンの産卵阻害効果

試験体の種類 

無処理 

脱フォルマリン処理 
普通合板 

フォルマリン 

放射量（mg/L） 

0.0069 

1.4053 

― 

1 

15 

5 

7

2 

7 

2 

6

3 

5 

4 

2

4 

10 

3 

10

5 

9 

0 

1

平均 

9.2 

2.8 

5.2

発生虫数 

無嗅性合板 

表3 普通合板・無臭合板の脱出成虫数

オオナガシンクイムシの成虫 コクヌストモドキの成虫
※ヒラタキクイムシと体色や体長がよく似ている
ため間違われやすい貯穀害虫のコクヌストモドキ。

ヒラタキクイムシの成虫



タ
キ
ク
イ
ム
シ
は
産
卵
、
加
害
で
き
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

接
着
剤
を
ノ
ン
ホ
ル
マ
リ
ン
化
し
た
こ
と
が

が
発
生
し
て
、
小
学
校
の
2
階
の
床
が
落
ち

る
と
い
う
惨
事
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ユ
ー
ザ
ー
も
メ
ー
カ
ー
も
、「
転
ば
ぬ

先
の
杖
」
と
し
て
適
切
な
虫
害
対
策
を
先
に

先
に
と
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
肝
心
で
す
。

最
も
現
実
的
で
効
果
が
高
い
の
は
、
あ
ら

か
じ
め
残
効
性
の
あ
る
薬
剤
で
防
虫
処
理
を

し
た
材
料
を
選
ぶ
こ
と
で
す
。（
J
A
S
認

定
防
虫
合
板
の
マ
ー
ク
）
防
虫
合
板
は
、
J

A
S
規
格
に
の
っ
と
っ
て
製
造
さ
れ
、
薬
剤

の
安
定
性
も
高
い
。
合
板
メ
ー
カ
ー
は
、
接

着
剤
そ
の
も
の
に
薬
剤
を
混
入
さ
せ
る
と
い

う
方
法
で
確
実
性
の
高
い
方
法
で
製
造
し
て

い
ま
す
。
ユ
ー
ザ
ー
さ
ん
は
、
注
文
す
る
と

き
「
J
A
S
の
防
虫
合
板
」
と
指
定
す
れ
ば
、

虫
害
の
心
配
を
し
な
く
て
す
み
ま
す
。
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木
目
の
美
し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
そ
れ
は
世
界
に
唯
一
つ
、
他
に

は
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
の
造
形
美

で
す
。

「
ツ
キ
板
」
は
「
突
き
板
」「
突
板
」
と
も
書
き

ま
す
。
美
し
い
木
目
を
探
し
出
し
、
そ
の
自
然

の
美
を
薄
板
に
取
り
出
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活

シ
ー
ン
に
応
用
す
る
の
が「
ツ
キ
板
」
で
す
。

運
命
の
出
会
い

一
冊
の
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
紹
介
す
る

の
は
、
そ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
す
。

北
海
道
の
山
々
に
も
遅
い
春
が
訪
れ
る
。

う
ず
高
く
降
り
つ
も
っ
た
雪
が
濁
流
と
な
っ
て

海
に
流
れ
出
す
と
、
雪
の
下
に
は
、
は
や
若
い

い
の
ち
が
息
づ
い
て
い
る
。

私
は
、
ま
だ
深
い
残
雪
を
踏
み
分
け
な
が
ら

山
道
を
急
い
で
い
た
。

昨
年
、
九
州
の
段
谷
福
十
氏
と
契
約
し
た
下
駄

棒
十
万
足
の
納
期
が
切
迫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ふ
と
、
私
は
道
端
の
異
様
な
ふ
く
ら
み
を
も

っ
た
「
タ
モ
の
切
り
株
」
に
目
が
と
ま
っ
た
。

タ
モ
は
モ
ク
セ
イ
科
に
属
し
、
北
海
道
の
代

表
的
な
木
材
で
あ
る
。

こ
の
地
方
で
は
、
冬
、
雪
の
上
で
立
木
を
伐

採
す
る
と
、
乾
い
て
い
る
よ
う
な
粉
雪
の
上
を

ソ
リ
で
山
だ
し
す
る
。
雪
の
上
で
き
り
倒
す
か

ら
、
雪
が
と
け
る
と
地
上
に
一
メ
ー
ト
ル
も
高

さ
の
あ
る
切
り
株
が
顔
を
だ
す
の
だ
。

私
は
衝
動
に
か
ら
れ
て
、
や
に
わ
に
腰
に
下

げ
た
手
斧
を
振
り
あ
げ
て
、
そ
の
切
り
株
を
削

っ
た
。
黒
く
な
っ
た
樹
皮
の
下
か
ら
真
白
い
木

肌
に
、
う
ず
を
巻
い
た
よ
う
な
「
も
く
め
」
が

現
れ
た
。

そ
の
、
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
、
私
は
し
ば
ら

く
我
を
忘
れ
て
見
惚
れ
て
い
た
。

「
朽
ち
る
に
ま
か
せ
て
い
る
こ
の
沢
山
の
切
り

株
。
こ
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
に
美
し
い
杢
木

が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
生
か
す
道
は
な
い
だ
ろ

う
か
？
も
し
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
ら
―
」

「
ツ
キ
板
に
生
き
る
﹇
第
1
部
﹈
尾
山
金
松

の
生
涯
」
か
ら
引
用
し
ま
し
た
。
尾
山
金
松
氏

は
北
三
株
式
会
社
の
創
業
者
で
す
。

非
凡
な
商
才
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
尾
山
金
松

（
以
下
敬
称
略
）
は
、
稀
な
審
美
眼
の
持
ち
主

で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
金
松
と
タ
モ
杢
と
の

運
命
の
出
会
い
は
、
現
代
に
「
ツ
キ
板
」
が
企

業
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
登
場
し
て
く
る
歴
史
の
プ

ロ
ロ
ー
グ
と
も
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
金
松

が
創
業
し
た
「
北
三
商
会
」
は
、「
ツ
キ
板
」

業
界
の
黎
明
期
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
役
割

を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
北
三
」
前
史

尾
山
金
松
は
明
治
26
年
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

戊
辰
の
役
で
離
散
し
た
藩
士
が
始
め
た
下
駄
職

人
の
家
が
、
金
松
の
生
家
で
し
た
。
家
業
を
継

い
だ
金
松
は
、
当
時
下
駄
の
主
産
地
で
あ
っ
た

北
海
道
に
渡
っ
て
修
業
を
重
ね
、
実
直
な
人
柄

と
商
才
を
見
込
ま
れ
、
や
が
て
「
尾
山
履
物
店
」

を
開
業
し
独
立
し
ま

す
。
信
用
を
得
て
、

下
駄
材
料
の
買
付
け

に
も
事
業
を
拡
大
し

た
金
松
は
、
春
先
の

北
見
山
中
で
タ
モ
の

切
り
株
を
見
つ
け
ま

す
。
冒
頭
プ
ロ
ロ
ー

グ
の
シ
ー
ン
で
す
。

「
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
お
訪
ね
し
た
の
は
北
三
株
式
会

社
さ
ん
で
す
。
本
社
は
江
東
区
新
木
場
1

丁
目
7
番
地
、
木
材
・
合
板
博
物
館
か
ら

歩
い
て
2
分
の
近
さ
で
す
。
カ
ナ
デ
ィ
ア

ン
ロ
グ
ハ
ウ
ス
が
見
え
た
ら
、
そ
れ
が
目

印
。
ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
黒
地
に
朱
色
の
文
字

で
「
北
三
」、
H
O
X
A
N（
ホ
ク
サ
ン
）と

読
み
ま
す
。
日
本
の
木
材
業
界
に
「
ツ
キ

板
」
と
い
う
企
業
分
野
を
初
め
て
拓
い
た

創
業
会
社
で
す
。

〜
ツ
キ
板
創
業
メ
ー
カ
ー
の
多
彩
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
〜

生
活
シ
ー
ン
を
木
目
で
装
う
優
美

昭和23年、江東区深川の社屋。この年、法
人に改組し（株）北三商会となった。

※
「
ツ
キ
板
に
生
き
る
﹇
第
１
部
﹈
尾
山
金
松
の
生
涯
」

尾
山
金
松
氏
が
記
録
を
た
ど
っ
て
語
っ
た
話
を
、
長
男
の
登
氏
が
ま
と
め
、
故
人
の
葬
儀
で
参
列
者
に
配
ら
れ
た
。﹇
第
２
部
﹈
の
刊
行
を
望
む
声
が
多
い
。

内側からの光が和んだ空間を演出する、タモ杢で作ったランプシェード

※

被
害
を
大
き
く
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
は

誤
り
で
す
。

―
乾
材
害
虫
の
対
処
方
法
に
は
、
ど
ん
な

方
法
が
あ
り
ま
す
か
？

家
屋
で
被
害
発
生
が
確
認
さ
れ
た
場
合

は
、ま
ず
発
生
源
を
つ
き
と
め
て
く
だ
さ
い
。

材
の
取
替
え
が
可
能
で
し
た
ら
速
や
か
に
取

り
替
え
ま
す
。
除
去
で
き
な
い
場
合
は
、
薬

剤
を
使
っ
た
処
理
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
被
害
範
囲
が
狭
い
場
合
は
、
市
販
の
ノ

ズ
ル
式
の
殺
虫
剤
を
成
虫
の
脱
出
口
に
差
し

込
ん
で
噴
霧
し
、
様
子
を
見
ま
す
。
被
害
範

囲
が
広
い
場
合
は
、
特
定
の
薬
剤
を
使
用
し

た
燻
蒸
処
理
に
よ
っ
て
駆
除
し
ま
す
。

材
料
の
段
階
で
被
害
を
発
見
で
き
た
と
き

は
、
ま
ず
工
場
・
倉
庫
内
の
他
の
材
料
が
被

害
に
あ
っ
て
い
な
い
か
確
認
し
、燻
蒸
処
理
、

熱
処
理
、
冷
温
処
理
等
で
対
応
し
ま
す
。
殺

虫
剤
以
外
は
残
効
性
が
な
い
の
で
、
新
た
に

虫
が
近
く
に
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
再
び
被

害
を
受
け
る
可
能
性
に
備
え
る
こ
と
が
大
事

で
す
。

ラ
ワ
ン
な
ど
広
葉
樹
系
の
材
料
を
無
処
理

で
使
用
し
た
製
品
の
す
べ
て
が
、
乾
材
害
虫

被
害
を
生
む
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
製
品
中
に
澱
粉
質
を
含
ん
だ
辺
材
が
使

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
偶
然
の
幸
運
に

よ
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
「
被
害
の
偶
発

性
」
に
油
断
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
か
つ
て
、

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
ナ
ラ
ヒ
ラ
タ
キ
ク
イ
ム
シ

大村和香子氏のプロフィール

「生まれ育ったのは金沢です。家のすぐ近くの裏山を遊び場所にするような環境

で育ちました。虫にも山にも興味があって、それがこの道に進んだきっかけか

も知れません。」

略歴　
■1992年　京都大学農学研究科修士課程終了

■1993年　農林水産省林野庁森林総合研究所入所

■1999年　京都大学より博士号取得

■2001年より現職 独立行政法人森林総合研究所

木材改質研究領域　木材保存研究室　主任研究員

専　門：木材害虫、木材保存

受賞歴：日本木材学会奨励賞　日本環境動物昆虫学会研究奨励賞

共　著：「住まいとシロアリ」（海青社）

「木材工業ハンドブック」（丸善）

「樹の中の虫の不思議な生活」（東海大学出版会）

「昆虫ミメティクス」（エヌ・ティー・エス）など
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JAS認定の防虫合板のマークの1例



買
い
付
け
は
必
ず
目
で
見
て
行
い
ま
す
。
銘

木
屋
さ
ん
は
削
っ
た
表
面
の
良
し
悪
し
が
勝
負

ど
こ
ろ
で
す
が
、
ツ
キ
板
屋
は
ど
の
く
ら
い
中
ま

で
木
目
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
勝
負
の
勘

所
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
内
部
の
傷
の
有
無
、

杢
の
深
さ
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。」

◎
目
で
見
た
だ
け
で
判
断
で
き
る
ん
で
す
か
？

「
分
か
り
ま
す
。
新
入
社
員
に
は
、
あ
れ
も

こ
れ
も
と
覚
え
よ
う
と
せ
ず
、
ま
ず
一
つ
の
樹

種
を
覚
え
る
こ
と
に
集
中
し
な
さ
い
、
と
教
え

て
い
ま
す
。
経
験
を
積
め
ば
、
表
面
か
ら
木
目

を
取
れ
る
部
分
が
大
き
い
か
小
さ
い
か
判
断
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
で
き
る
エ
キ

ス
パ
ー
ト
を
育
て
て
き
ま
し
た
。
パ
ー
プ
ル
ウ

ッ
ド
や
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
チ
ー
ク
な
ど
は
、
北
三

が
現
産
地
で
眠
っ
て
い
た
樹
種
を
開
発
し
て
普

及
し
た
商
品
で
す
。」

◎
ど
の
く
ら
い
の
薄
さ
に
切
削
す
る
ん
で
す
か
？

「
厚
さ
は
用
途
、
樹
種
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

違
い
ま
す
。
海
外
と
の
比
較
で
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
日
本
は
薄
突
き
で
す
。
欧
米
で
す
と

0
・
5
ミ
リ
〜
0
・
7
ミ
リ
と
い
う
世
界
で
す
が
、

日
本
は
0
・
2
ミ
リ
、
と
き
に
は
0
・
15
ミ
リ
と

い
う
極
薄
ま
で
切
削
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

厚
突
き
で
あ
れ
ば
生
産
効
率
も
高
い
の
で
す
が
、

薄
突
き
で
は
刃
こ
ぼ
れ
が
あ
っ
た
ら
す
ぐ
に
傷

が
つ
い
て
し
ま
う
。
傷
を
消
す
の
は
容
易
で
な

い
の
で
、
常
に
刃
を
研
い
で
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
な
の
で
一
日
に
何
丁
も
加
工
で
き
な
い
。

そ
の
か
わ
り
材
料
は
大
切
に
扱
い
ま
す
。
薄
突

き
技
術
の
精
度
は
、
日
本
独
自
な
も
の
で
北
三

の
強
み
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
は
背
景
と
な
る
文
化
の
違
い
も
関
係

し
て
い
ま
す
。
西
欧
は
石
を
文
化
の
基
調
と
し
て

い
る
せ
い
で
、
逆
に
木
に
対
す
る
愛
着
に
は
強
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ン
チ
ー
ク
な

ど
の
ツ
キ
板
の
使
用
率
は
高
い
。
一
方
、
木
の
文

化
を
基
調
と
す
る
日
本
で
は
、
実
用
性
以
上
に

嗜
好
性
が
求
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

ツ
キ
板
の
切
削
の
工
程
で
は
、
ス
ラ
イ
サ
ー
、

ロ
ー
タ
リ
ー
レ
ー
ス
と
も
に
刃
の
角
度
が
ひ
じ

ょ
う
に
重
要
で
す
。
樹
種
に
応
じ
た
角
度
が
あ

り
ま
す
。
刃
物
と
同
じ
く
重
要
な
の
が
乾
燥
で

す
。
共
に
微
妙
な
調
整
が
必
要
で
、
こ
れ
が
適

切
で
な
い
と
、
使
用
に
耐
え
る
品
質
の
ツ
キ
板

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
心
を
誘
う
繊
細
さ
を
ツ
キ

板
で
実
現
す
る
た
め
に
は
、
高
い
精
度
の
技
術

が
必
要
で
す
。
こ
れ
が
適
切
で
な
い
と
、
使
用

に
耐
え
る
品
質
の
ツ
キ
板
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

心
を
誘
う
繊
細
さ
を
ツ
キ
板
で
実
現
す
る
た
め

に
は
、
高
い
精
度
の
技
術
が
必
要
で
す
。」

よ
り
多
彩
な
ジ
ャ
ン
ル
の
生
活
シ
ー
ン
へ

―
現
在
の
需
要
は

主
に
ど
ん
な
分
野
で
す
か
？

「
今
ま
で
は
、
家
具
、
建
築
内
装
、
ピ
ア
ノ

や
ギ
タ
ー
な
ど
の
楽
器
が
主
な
分
野
で
し
た
が
、

こ
の
20
年
間
は
、
分
野
を
よ
り
多
彩
に
拡
げ
る

こ
と
に
力
を
注
い
で
き
ま
し
た
。

例
え
ば
車
。
欧
米
の
高
級
車
は
ほ
と
ん
ど
内

装
に
ツ
キ
板
を
使
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
木
目

模
様
の
プ
リ
ン
ト
が
主
流
で
し
た
。
今
は
国
産
車

の
内
装
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
自
動
車
メ
ー
カ
ー
さ
ん
は
カ
タ
ロ
グ
に「
木
目

調
」と「
本
木
目
」と
違
い
を
明
示
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。
ス
テ
ア
リ
ン
グ
な
ど
3
次
面
の
曲
げ

技
術
な
ど
難
度
の
高
い
技
術
も
ク
リ
ア
し
、
さ
ら

に
金
属
類
の
ア
ル
ミ
板
、ア
ク
リ
ル
、
塩
ビ
、
ガ
ラ

ス
等
々
の
接
着
技
術
も
向
上
し
て
い
ま
す
。

水
戸
岡
鋭
治
先
生
の
デ
ザ
イ
ン
で
J
R
九
州

の
新
幹
線
「
つ
ば
め
」
ほ
か
色
々
な
列
車
の
内

装
に
ツ
キ
板
を
使
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
九

州
の
列
車
を
ご
利
用
な
さ
っ
た
皆
さ
ん
か
ら
大

変
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
き
っ

か
け
で
旅
客
機
や
大
型
ク
ル
ー
ザ
ー
の
内
装
用

に
オ
フ
ァ
ー
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ツ
キ
板
は
森
林
資
源
の
有
効
活
用
と
同
時
に

美
し
さ
や
癒
し
を
提
供
す
る
素
材
で
す
。
北
三

は
こ
の
素
材
を
メ
ー
カ
ー
さ
ん
や
内
装
業
者
さ

ん
に
提
供
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
美
し
さ
や
癒

し
を
感
じ
て
い
た
だ
く
の
は
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

さ
ん
で
す
。
お
施
主
さ
ん
に
は
お
仕
着
せ
で
は

な
く
本
物
の
木
を
指
名
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
願
い
が
あ
り
ま
す
。

北
三
は
こ
れ
ま
で
3
0
0
種
の
樹
種
に
ト
ラ

イ
ア
ル
し
、
現
在
は
70
種
の
樹
種
を
ア
イ
テ
ム

と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ど
れ
も
が
二
つ
と
な
い

自
然
の
美
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
芸
術
分
野
を
は
じ
め
、
多

く
の
分
野
の
方
々
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
木
の
持
つ
美
し
さ
を
愛
で
る

文
化
を
、
深
く
広
く
培
っ
て
い
き
た
い
。
ツ
キ

板
の
老
舗
、
北
三
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
。」
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《
後
記
》

今
回
の
取
材
で
初
め
て
、
北
三
さ
ん
の

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
お
じ
ゃ
ま
し
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
生
活
シ
ー
ン
を
ツ
キ
板
で
装

う
こ
と
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
空

間
で
す
。
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
来
ら
れ
る
方

に
は
、
ぜ
ひ
北
三
社
員
の
方
の
説
明
を
ご

希
望
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
あ

ら
か
じ
め
電
話
で
連
絡
す
れ
ば
、「
ツ
キ
板

の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
」
が
ス
タ
ン
バ
イ
し
て
、

あ
な
た
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
き
っ
と
、

美
と
技
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
驚
か
れ
る
と

思
い
ま
す
。
木
材
・
合
板
博
物
館
も
、
も

っ
と
木
の
美
し
さ
を
感
じ
る
コ
ン
テ
ン
ツ

を
充
実
さ
せ
て
い
か
な
く
て
は
、
と

思
う
ひ
と
時
で
も
あ
り
ま
し
た
。

（
博
物
館
ス
タ
ッ
フ
長
谷
川
麻
紀
）

上
京
し
、
家
具
材
と
し
て
タ
モ
杢
に
需
要
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
金
松
は
「『
ツ
キ
板
屋
』
と

い
う
商
売
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
」（
前

掲
書
）
と
考
え
ま
す
。
大
正
13
年
に
創
業
し
た

「
北
産
商
会
（
後
に
北
三
商
会
に
改
称
）」
は
、

関
東
大
震
災
後
の
品
不
足
を
背
景
に
、
浮
沈
を

経
な
が
ら
も
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
本
に
描
か
れ
た
金
松
の
個
人
史
は
順
風

満
帆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幼
年
時
代
の
貧
窮
、3

人
の
妻
と
子
と
の
死
別
、
大
正
大
恐
慌
に
よ
る

経
営
危
機
、
取
引
先
の
裏
切
り
、
東
京
大
空
襲
で

の
店
舗
焼
失
、
恩
人
の
死
な
ど
波
乱
に
彩
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
語
る
金
松
の
表
情
に
は
、
ど

こ
か
底
抜
け
た
明
る
さ
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

本
の
記
述
は
昭
和
20
年
で
終
わ
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
本
は
故
人
尾
山
金
松
の
葬
儀
の
日
に

葬
列
者
に
配
ら
れ
た
私
家
版
で
、
著
者
は
尾
山

登
氏
。
故
人
が
生
前
語
っ
た
話
を
、
長
男
の
尾

山
登
氏
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

創
業
者
、
尾
山
金
松
氏
の
素
顔

案
内
さ
れ
た
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
、
取
締
役
総
務

部
長
の
尾
山
護
氏
、
第
二
営
業
本
部
販
売
促
進

課
課
長
の
宮
島
正
博
氏
、
総
務
部
主
事
の
尾
山

譲
一
氏
の
お
三
方
が
迎
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

尾
山
総
務
部
長
が
、「
現
在
、
社
長
の
尾
山

信
一
は
登
の
長
男
。
私
は
金
松
の
最
後
の
妻
キ

ク
の
子
供
に
な
り
ま
す
。」
と
教
え
て
下
さ
い

ま
し
た
。

―
父
親
と
し
て
の
金
松
さ
ん
は
、

ど
ん
な
お
人
で
し
た
か
？

「
歳
の
関
係
も
あ
っ
て
、
父
と
話
を
交
わ
し

た
記
憶
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
に
も
職

人
に
も
厳
し
い
人
で
し
た
。
家
に
い
る
こ
と
は

少
な
く
て
、
も
っ
ぱ
ら
外
で
仕
事
に
没
頭
し
て

い
た
印
象
ば
か
り
が
残
っ
て
い
ま
す
。
家
庭
サ

ー
ビ
ス
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
不
和
に

な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」

―
本
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の

幸
運
な
出
会
い
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
仕
事
上
の
つ
き
合
い
を
ひ
じ
ょ
う
に
大
切

に
し
て
い
ま
し
た
。
死
後
、
故
人
の
金
庫
か
ら

は
貸
証
文
が
沢
山
出
て
き
ま
し
て
（
笑
）、
そ

れ
ら
を
当
て
に
す
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
と
は
正
反
対
な
昔

気
質
な
恩
義
や
義
理
を
大
事
に
生
き
て
い
た
人

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。」

宮
島
課
長
が
一
足
の
下
駄
を
出
し
て
見
せ
て

下
さ
い
ま
し
た
。（
写
真
＝
下
）
朱
色
で
、
鼻

緒
を
結
ぶ
上
面
が
タ
モ
杢
の
ツ
キ
板
貼
り
に
な

っ
て
い
ま
す
。

「
私
は
こ
の
下
駄
に
『
す
ず
ら
ん
履
』
と
命

名
し
た
。
タ
モ
の
玉
杢
の
模
様
が
、
あ
の
す
ず

ら
ん
の
花
を
並
べ
た
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
外
国
で
こ
の
杢
を
『
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
・
フ

ィ
ギ
ュ
ア
』
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の

は
数
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
（
前
掲
書
）」。
杢

の
美
し
さ
を
商
品
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
で

は
、
金
松
が
い
か
に
ア
イ
デ
ィ
ア
に
富
ん
だ
人

で
あ
っ
た
か
が
偲
ば
れ
ま
す
。

北
三
商
会
は
、
当
時
唯
一
の
「
ツ
キ
板
」
専

門
業
者
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
は

じ
め
は
商
品
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ツ
キ

板
は
、
や
が
て
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
得
て
、

新
た
な
素
材
商
品
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
は
家
具
業
界
か
ら
始
ま
っ
た
と
宮
島

課
長
は
言
い
ま
す
。「
当
時
、
ツ
キ
板
屋
の
開

業
は
、
家
具
職
人
さ
ん
の
間
で
ひ
じ
ょ
う
に
喜

ば
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、
家
具

職
人
は
〝
御
店
（
お
た
な
）
〞
と
呼
ば
れ
る
家

具
問
屋
に
、
材
料
調
達
か
ら
日
々
の
生
活
資
金

ま
で
依
存
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
ツ
キ
板
屋

が
出
来
て
、
仕
上
げ
に
使
う
ツ
キ
板
を
、
職
人

が
問
屋
に
し
ば
ら
れ
ず
に
自
前
で
入
手
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
指
物
師
は
自
分
で
材
料
を
得

て
製
品
価
値
を
高
め
て
収
入
を
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
一
方
、
ツ
キ
板
手
当
て

の
手
段
を
持
た
な
い
御
店
も
そ
れ
を
歓
迎
し

た
。
家
具
生
産
が
オ
ー
プ
ン
な
も
の
に
な
り
、

家
具
業
界
全
体
が
新
し
い
時
代
を
迎
え
て
い
く

契
機
に
な
っ
た
よ
う
で
す
」。

一
問
一
答
　
ツ
キ
板
の
世
界

「
世
界
を
歩
く
、
眼
を
養
う
、
技
術
を
磨
く
」

ツ
キ
板
の
製
造
は
、
①
原
木
の
買
い
付
け
、

②
製
材→

原
盤
（
フ
リ
ッ
チ
）、
③
煮
沸
、
④

切
削
、
⑤
乾
燥
、
⑥
検
品
と
い
う
工
程
を
た
ど

り
ま
す
。
④
切
削
の
工
程
で
は
、
樹
種
と
ツ
キ

板
の
用
途
に
よ
っ
て
ス
ラ
イ
サ
ー
と
ロ
ー
タ
リ

ー
レ
ー
ス
と
が
使
い
分
け
ら
れ
ま
す
。

ツ
キ
板
に
つ
い
て
素
朴
な
質
問
を
ぶ
つ
け
て

み
ま
し
た
。

◎
原
木
の
買
い
付
け
は
？

「
世
界
中
か
ら
買
い
付
け
ま
す
。
ツ
キ
板
原

木
の
買
付
け
に
特
定
さ
れ
た
市
場
と
い
う
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
常

に
各
国
の
シ
ッ
パ
ー
と
情
報
交
換
し
、
よ
い
材

料
の
情
報
が
あ
れ
ば
必
ず
現
地
に
行
っ
て
品
定

め
を
し
た
上
で
買
い
付
け
ま
す
。
条
件
し
だ
い

で
値
動
き
も
激
し
い
世
界
。
世
界
各
国
の
同
業

者
は
時
に
手
強
い
競
争
相
手
で
あ
り
ま
た
大
事

な
取
引
先
に
な
り
ま
す
が
、
長
年
の
取
引
を
通

し
て
北
三
は
世
界
に
材
料
調
達
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
拡
げ
て
き
ま
し
た
。
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Q&A Vol.10 「突板（つきいた）突板（つきいた）」

ありさとまきの

博物館スタッフ

「突板（つきいた）」

1Q

突板はスライスト単板あるいはスライストベニヤとも呼ば
れる薄い板です。薄い板は貴重な木であったり、木目が美
しかったり、特別なもく杢（もく）を示していたりする場
合が一般です。

A

2Q

美しい木目や杢を持っている木のブロック、これをフリッ
チと呼びますが、フリッチをしっかり固定して、フリッチ
の下面を刃が薄く削り取るように動くスライサーと呼ばれ
る機械で連続的に単板を削り取ります。したがってスライ
スト単板の木目は少しずつ違ってきます。

A

3Q

通常は合板の表面あるいは表裏面に貼って天然木化粧合板
として利用します。天然木化粧合板はその意匠性を生かし
て建物の内装や建具、家具などに使われます。突板は天然
木化粧合板以外にも、自動車、ボート、ヨットなどのシフ
トレバーのノブ、ステアリングホイール、ダッシュボード
などに貼って木の質感を現したり、ランプシェードなどの
インテリアにも使われています。

A

4Q

基本的な性質は合板です。したがって無垢の板にはないさ
まざまな合板の性質を持っています。ただし、突板の寸法
はフリッチの寸法と同じなので、一枚ものはないと思って
ください。通常は木目の連続性に配慮して幅方向に貼り合
わせます。木材・合板博物館のある新木場タワーのエレベ
ータにはチークの柾目板が張られていますが、これは金属
板に突板を貼ったものです。幅方向に貼り合わせてありま
すが、合わせ目は分かりません。

A

5Q

突板はフリッチに左右されます。美しい杢を持ったフリッ
チは同じものが二つとありません。したがって、天然木化
粧合板はコンサートホールの壁面に使おうと思っても数量
を揃えることができません。テーブルトップも同じです。
そんな悩みを解決したのが人工突板です。木材・合板博物
館にある人工突板のフリッチはオベッチェ（Triplochiton
scleroxylon）の突板を接着して作ったものです。オベッチ
ェは着色が容易なのでいろいろな色と木目の突板を用意で
きるのです。

A

※博物館では、合板に突板を貼った「天然木化粧合板」を展示しております。




