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ＷＯＯＤを加えるとＰＬＹＷＯＯＤ（合板）を意味している。
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木材が年輪を重ねて成長する姿も重ね合わせている。
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バラ科、ナナカマド属の落葉高木。日本では、北海道、本州、四国および九州に広く分布するが、北海道など北方の山地に多い。
大きいものでは15メートル以上の高木になるものがある。一般にはあまりなじみがない樹木かもしれないが、ナナカマドの仲
間といえば親しみがわくのではなかろうか。木材の心材色は赤褐色でサクラの色にも似ており、堅いが材面はなめらかで加工
しやすく造作材や器具などに用いられる。
以前にアサダの回（vol.21）でも取り上げたが、過去にはアズキナシなどは雑木として取引されチップにするくらいしか使い

途がないとされていたときがある。広葉樹木材資源の枯渇が叫ばれている中、アサダは今では床板材として使われているし、
アズキナシも北海道や東北では大事にしていけば将来、利用価値の高い木材が得られる樹木のひとつになると思われる。
話は変わるが、アズキナシの仲間では道管の内壁にらせん肥厚が存在し樹種識別のひとつの指標となる。多くの広葉樹のら

せん肥厚では道管の外側から見てS巻（左肩上がり）が多いのだが、この属のらせん肥厚は S巻とZ巻（右肩上がり）の双方が
出現するのが特徴である。道管の二次壁は3層【外層（セルロース繊維が S巻）、中層（Z巻）、内層（S巻）】構造であるが、内層
の一部が欠落して中層のZ巻が現れてこのような形態になることがわかっている。樹木の遺伝の不思議を見るようで興味深い。
なお、走査電子顕微鏡写真では道管内腔のらせん肥厚が多数みられるが、内腔側から見れば右肩上がりが S巻、左肩上がりがZ
巻と外側からみた場合と逆になることに注意されたい。

木材・合板博物館　副館長　平川泰彦

表紙：ベトナム建設技術科学所（IBST）の敷地内にライフデザイン・カバヤ株式会社と共同で建設したカフェテリア
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昭
和
時
代
の
後
期
、高
度
経
済
成
長
を
背
景
に
堅
調
に
伸
び
た

国
内
の
住
宅
需
要
は
、石
油
危
機
に
よ
り
一
気
に
落
ち
込
み
ま
し

た
。
当
時
の
建
設
省
と
通
産
省
は
共
同
で
、昭
和
50（
１
９
７
５
）年

か
ら
昭
和
55
年（
１
９
８
０
）年
に
か
け「
ハ
ウ
ス
55
」プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、低
価
格
で
優
良
な
住
宅
を
全
国
に
普

及
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。
建
設
業
、

建
材
メ
ー
カ
ー
、ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
な
ど
関
連
企
業
が
技
術
を
持
ち

寄
り
、30
坪
の
住
宅
を
５
０
０
万
円
台
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で

す
。
落
ち
込
ん
だ
需
要
を
回
復
し
、誰
も
が
住
宅
を
持
て
る
時
代
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
国
策
で
し
た
。
そ
し
て
昭
和
55
年
、入
選
し
た

３
グ
ル
ー
プ
の
中
の
１
社
と
し
て
、「
小
堀
住
研
株
式
会
社
」は
国

か
ら「
木
質
系
工
業
規
格
住
宅
」の
認
可
を
受
け
ま
し
た
。
小
堀
住

研
は
昭
和
47（
１
９
７
２
）年
に
、「
カ
バ
ヤ
食
品
株
式
会
社
」と
共

に
、岡
山
県
下
で
の
住
宅
販
売
を
目
的
に「
カ
バ
ヤ
小
堀
住
研
株
式

会
社
」を
設
立
し
て
い
ま
す
。
今
回
お
邪
魔
し
た
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン・

カ
バ
ヤ
株
式
会
社
の
前
身
と
な
る
企
業
で
す
。
カ
バ
ヤ
小
堀
住
研

株
式
会
社
は
、認
可
を
得
た「
ハ
ウ
ス
55
」住
宅
シ
リ
ー
ズ
を
現
在

に
至
る
ま
で
長
く
販
売
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
後
、一
旦
は
持
ち
直
し
た
か
に
見
え
た
国

内
住
宅
需
要
も
低
調
な
横
這
い
状
態
が
続
き
、人
口
減
や
少
子
高
齢

化
で
さ
ら
な
る
需
要
減
は
避
け
ら
れ
な
い
状
況
で
す
。
住
宅
産
業

は
生
き
残
り
を
か
け
、消
費
意
欲
の
旺
盛
な
海
外
市
場
開
拓
の
必
要

性
に
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
・
カ
バ
ヤ
株
式
会
社
も

長
く
木
造
住
宅
建
築
に
携
わ
っ
て
き
た
企
業
と
し
て
、蓄
え
た
知
見

や
技
術
は
必
ず
や
ベ
ト
ナ
ム
で
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
の
信
念

を
持
ち
、令
和
元（
２
０
１
９
）年
、ベ
ト
ナ
ム
に
現
地
法
人
※
１
を
開

設
し
ま
し
た
。
海
外
に
住
宅
産
業
を
興
そ
う
と
懸
命
に
奮
闘
す
る

企
業
の
、活
動
内
容
や
現
状
に
つ
い
て
伺
っ
て
き
ま
し
た
。
お
話
し

て
下
さ
っ
た
の
は
岡
山
県
に
拠
点
を
置
く
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
・
カ
バ

ヤ
株
式
会
社
開
発
部
で
ベ
ト
ナ
ム
事
業
に
携
わ
る
藤
本
さ
ん
で
す
。

成
長
戦
略
の
ひ
と
つ
、
ベ
ト
ナ
ム
海
外
事
業

藤
本
　「
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
・
カ
バ
ヤ
は
建
設
業
と
し
て
創
立

し
て
51
年
に
な
り
ま
す
。
カ
バ
ヤ
と
聞
く
と
、ど
ち
ら
か
と
い

う
と
食
品
業
が
目
立
ち
、建
設
業
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り

な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
住
宅
事
業
は
右
肩
上
が
り
に
成
長
し

て
お
り
、岡
山
県
、広
島
県
の
販
売
棟
数
で
は
大
手
に
負
け
ず

連
続
で
ト
ッ
プ
販
売
を
し
て
き
て
い
る
実
績
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、ご
承
知
の
よ
う
に
住
宅
需
要
は
右
肩
下
が
り
で
全
体
の

パ
イ
が
減
っ
て
い
く
中
、シ
ェ
ア
を
伸
ば
す
と
い
う
の
は
非
常

に
困
難
で
す
。そ
こ
で
、最
近
は
沖
縄
や
九
州
、あ
る
い
は
四
国
、

山
陰
、隣
の
兵
庫
な
ど
、営
業
エ
リ
ア
を
拡
げ
る
こ
と
で
棟
数

を
維
持
し
て
い
る
の
が
新
築
住
宅
事
業
の
現
状
で
す
。し
か
し
、

そ
れ
で
は
今
後
生
き
延
び
て
い
く
の
は
難
し
い
と
い
う
判
断
か

ら
、新
規
に
事
業
展
開
す
る
構
想
の
一
つ
が
海
外
事
業
で
し
た
。

　

当
初
、住
宅
の
Ｃ
Ａ
Ｄ
を
使
っ
た
契
約
図
・
申
請
図
な
ど
の

作
成
業
務
を
、人
件
費
の
安
い
ベ
ト
ナ
ム
で
行
う
こ
と
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、住
宅
建
設
業
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
で
何
が
で
き
る
か

様
々
な
議
論
を
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
、日
本
国
内
で
は
大
工
さ

ん
ら
の
高
齢
化
に
よ
る
後
継
者
問
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
住

宅
事
業
を
主
と
す
る
企
業
と
し
て
は
、若
い
人
材
を
育
て
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
私
共
に
は
、社
員
大
工
制
の
仕
組
み
が
あ

り
、高
校
卒
業
生
を
社
員
の
大
工
と
し
て
育
て
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
ベ
ト
ナ
ム
の
若
い
人
材
を
技
能
実
習
生
と
し
て
、社
員
大

工
と
共
に
日
本
で
大
工
の
仕
事
を
覚
え
て
も
ら
う
、職
業
訓
練

事
業
も
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
目
的
達
成
の
た

め
、我
々
の
現
地
法
人
は
ハ
ノ
イ
交
通
運
輸
大
学（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
）と

業
務
提
携
し
、第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
す
。

※１　ライフデザイン・カバヤ　ベトナム
ライフデザイン・カバヤ株式会社のベトナム事業拠点として2019年10月設立した現地法人。主
な事業内容は木造モデルプロジェクト、社員大工の育成・職業訓練事業、CADセンター事業等。

写真２　藤本和典氏　開発部研究開発課エグゼクティブマネージャー
ハウス55プロジェクトがスタートし販売を始めた頃に業界に入
り、S×L（エス・バイ・エル）研究開発の責任者として木造住宅
のプレハブ化を長年研究されていました。
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日
本
の
住
宅
は
古
来
か
ら
人
々
を
暑
さ
寒
さ
か
ら
守
り
、雨
風
湿
気
と
闘
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
獣
や
ネ
ズ
ミ
か
ら
食
料
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
々
は
工
夫
を
凝
ら
し
、安
普
請
の
「
掘
っ
立
て
小
屋
」
か
ら
、

千
年
立
ち
続
け
る
木
造
建
築
へ
技
術
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
繰
り
返
さ
れ
る
災
に
よ
り
、住
宅
は
時
に
燃
え
落
ち
、時
に
揺
れ
落
ち
た
。

そ
れ
で
も
住
宅
に
携
わ
る
人
々
の
飽
く
な
き
探
究
心
は
、

世
界
に
誇
る
今
日
の
日
本
様
式
の
木
造
住
宅
を
創
り
あ
げ
て
き
た
。

こ
の
技
術
は
同
じ
気
候
・
風
土
を
も
つ
国
々
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

「
快
適
な
住
ま
い
と
は
何
か
」
を
追
い
求
め
、

い
つ
の
日
か
日
本
の
木
造
住
宅
が
、異
国
の
暮
ら
し
の
中
心
に
な
り
、

人
々
が
等
し
く
住
宅
に
夢
を
描
く
世
界
の
実
現
を
目
指
す
企
業
が
、

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
・
カ
バ
ヤ
株
式
会
社
で
あ
る
。

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
・
カ
バ
ヤ
株
式
会
社

第28回

日本式木造住宅が現地職人の手により建築され
ベトナムの町に立ち並ぶ日を夢見て

写真１　ベトナム建設技術科学所（IBST）にて



　

ベ
ト
ナ
ム
／
ハ
ノ
イ
で
木
造
住
宅
に
関
す
る
知
識
・
技
能
を

習
得
す
る
授
業
を
行
い
、日
本
／
岡
山
に
来
て
実
際
の
木
造
住

宅
の
現
場
で
大
工
実
習
を
行
い
ま
す
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
木

造
建
築
に
お
け
る
幅
広
い
知
識
・
技
能
の
習
得
の
他
、日
本
語

教
育
や
日
本
の
マ
ナ
ー
等
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
研
修
中
の

５
人
は
、実
習
終
了
後
に
一
旦
は
母
国
へ
帰
国
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、日
本
で
も
幅
広
い
活
躍
の
場
を
実
習
生
に
提
供
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
大
学
卒
業
後
の
秋
か
ら
入
学
し
、ベ

ト
ナ
ム
で
１
年
半
の
教
育
を
経
て
、そ
の
後
３
年
は
日
本
で
大

工
と
し
て
就
労
し
実
践
的
に
学
び
ま
す
。
４
年
目
以
降
は
、職

人
は
も
と
よ
り
、現
場
監
督
職
や
ベ
ト
ナ
ム
に
帰
国
し
て
起
業

す
る
な
ど
キ
ャ
リ
ア
選
択
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

技
能
実
習
生
の
国
別
の
内
訳
は
ベ
ト
ナ
ム
が
一
番
多
い
。
し

か
し
実
習
で
建
設
業
に
就
い
た
ベ
ト
ナ
ム
人
が
、３
年
、５
年
の

実
習
を
終
え
て
戻
っ
た
時
に
、建
設
業
を
選
択
し
な
い
こ
と
が

統
計
で
わ
か
っ
て
い
ま
す
。建
設
業
に
良
い
印
象
を
持
て
な
か
っ

た
、「
き
つ
い
」「
厳
し
い
」と
感
じ
た
事
が
要
因
の
一
つ
と
思
わ

れ
、改
善
す
べ
き
課
題
で
す
。
も
う
一
つ
は
、学
ん
だ
技
能
を
活

か
せ
る
仕
事
が
祖
国
の
就
業
先
に
無
い
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
大

工
仕
事
が
な
い
ん
で
す
。
彼
ら
は
あ
と
２
年
程
で
帰
国
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
、向
こ
う
で
木
造
建
築
を
建
て
る「
大

工
」と
い
う
職
業
が
あ
る
環
境
を
つ
く
る
の
が
我
々
の
仕
事
で

す
。
そ
れ
ま
で
に
、ベ
ト
ナ
ム
国
内
で
木
造
の
魅
力
や
素
晴
ら

し
さ
の
広
報
活
動
に
力
を
入
れ
る
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。」

オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
で
挑
む
海
外
市
場
開
拓

ー
こ
う
し
て
ベ
ト
ナ
ム
に
活
動
拠
点
を
設
け
た
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ

ン
・
カ
バ
ヤ
は
、様
々
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
通
し
、日
本
の
木
造
住

宅
の
普
及
・
浸
透
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
活
動
内
容

に
は
法
整
備
な
ど
も
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
、一
企
業
で
の
事
業
推

進
に
は
力
不
足
を
感
じ
、「
一
般
社
団
法
人
日
本
木
造
建
築
海
外
推

進
協
会（
Ｊ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
）」※
２
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

藤
本
　「
日
本
木
造
建
築
海
外
推
進
協
会
を
立
ち
上
げ
た
の
が

２
０
２
３
年
３
月
の
こ
と
で
す
。
ベ
ト
ナ
ム
の
住
宅
産
業
の
確

立
や
海
外
市
場
開
拓
は
、製
品
開
発
か
ら
建
設
の
許
認
可
な
ど

多
岐
に
わ
た
り
、ひ
と
つ
の
企
業
の
労
力
で
は
と
て
も
追
い
つ

か
な
い
。
も
っ
と
広
く
業
界
全
体
を
巻
き
込
み
、組
織
だ
っ
て

や
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
取
引
先

企
業
な
ど
に
戦
略
や
構
想
を
聞
い
て
い
く
と
、韓
国
や
中
国
、

台
湾
な
ど
に
木
造
を
普
及
さ
せ
た
い
と
い
う
同
じ
よ
う
な
構

想
を
持
っ
た
企
業
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、皆
で
組

織
を
つ
く
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
、オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
の
形
で
進
め

て
い
こ
う
と
い
う
事
で
意
見
が
一
致
し
ま
し
た
。
海
外
推
進
協

議
会
の
よ
う
な
組
織
で
、ベ
ト
ナ
ム
に
限
ら
ず
広
く
東
南
ア
ジ

ア
に
木
造
を
普
及
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
既
に
そ

の
時
、日
本
木
材
輸
出
振
興
協
会
の
支
援
事
業
と
し
て
、海
外

の
木
造
建
築
の
基
準
や
仕
組
み
、市
場
性
を
探
り
日
本
材
の
海

外
輸
出
を
伸
ば
す
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
木
造
建

築
を
建
て
る
と
い
う
事
業
が
な
い
と
、建
材
と
し
て
の
木
材
需

要
は
こ
の
先
思
う
様
に
は
伸
び
な
い
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
や

は
り
木
造
建
築
を
推
進
す
る
協
議
会
、団
体
設
立
が
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
総
意
か
ら
日
本
木
造
建
築
海
外
推
進
協
会
の
発

足
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
組
織
の
主
な
目
的
は
、ベ
ト
ナ
ム
を

中
心
と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
、中
国
、韓
国
、台
湾
、ア
メ
リ
カ
と

幅
広
く
日
本
の
よ
う
な
住
宅
産
業
が
活
況
を
呈
す
る
世
界
を

つ
く
る
こ
と
で
す
。協
会
会
員
に
は
、製
材・集
成
材
メ
ー
カ
ー
、

防
腐
・
防
蟻
処
理
工
場
、プ
レ
カ
ッ
ト
工
場
や
金
物
メ
ー
カ
ー

な
ど
関
係
各
方
面
の
事
業
者
が
集
い
、こ
の
先
木
造
住
宅
建
築

事
業
者
を
仲
間
に
し
て
い
く
こ
と
で
、海
外
市
場
で
、雇
用
を

生
み
な
が
ら
丸
太
か
ら
製
材
、建
材
プ
レ
カ
ッ
ト
ま
で
で
き
る

体
制
が
整
い
ま
す
、そ
し
て
大
工
は
カ
バ
ヤ
が
育
て
る
。
こ
の

よ
う
に
ベ
ト
ナ
ム
で
住
宅
建
築
を
産
業
化
す
る
た
め
に
、よ
り

多
く
の
企
業
に
参
画
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。」

木
造
を
建
築
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
好
機
到
来

ー
こ
れ
ま
で
に
２
棟
、す
で
に
ベ
ト
ナ
ム
で
住
宅
を
建
築
さ
れ
て

い
ま
す
が
、そ
こ
に
至
る
経
緯
、日
本
に
お
け
る
施
工
と
の
違
い
や

ご
苦
労
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

藤
本
　「
ベ
ト
ナ
ム
で
活
動
を
始
め
た
当
時
、先
ず
は
建
て
て
み

よ
う
と
い
う
こ
と
で
、ベ
ト
ナ
ム
の
私
有
地
に
日
本
か
ら
全
て

の
資
材
を
輸
送
し
、３
階
建
て
を
１
棟
建
て
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
い
ろ
い
ろ
な
事
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
ベ
ト
ナ

ム
に
は
木
造
に
関
す
る
基
準
が
全
く
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
建

築
基
準
法
で
木
造
建
築
の
基
準
が
、Ｊ
Ａ
Ｓ（
日
本
農
林
規
格
）

で
材
料
強
度
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、ベ
ト
ナ
ム
に
は
木
造
建

築
に
関
す
る
規
格
・
基
準
が
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て

木
造
住
宅
を
建
て
る
と
き
に
役
所
に
聞
き
に
い
く
と「
何
も
基

準
が
な
い
か
ら
駄
目
で
す
」「
建
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」と

言
わ
れ
ま
す
。
住
宅
の
よ
う
に
規
模
の
小
さ
な
建
築
物
に
対
す

る
基
準
が
な
く
、勘
と
経
験
で
建
築
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ

と
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
何
か「
闇
建
築
」の
よ
う
な

家
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
ず
は
手
引
書
の
よ
う
な
も
の
で

も
い
い
の
で
現
地
で
認
め
ら
れ
た
木
材
の
規
格
、木
造
建
築
の

基
準
を
作
る
必
要
が
あ
り
、誰
で
も
木
造
が
建
て
ら
れ
る
よ
う

な
環
境
づ
く
り
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

活
動
の
方
向
性
が
見
え
て
き
た
の
が
こ
こ
か
ら
で
す
。
外
務

省
、日
本
貿
易
振
興
機
構（
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
）に
木
造
建
築
を
ベ
ト

ナ
ム
に
普
及
さ
せ
た
い
思
い
を
持
ち
掛
け
、や
が
て
は
住
宅
産

業
に
関
わ
る
日
本
企
業
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
訴
え
ま
し
た
。

日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
で
建
設
に
携
わ
っ
て
き
た
方
を
紹
介
さ
れ
、

そ
の
方
か
ら
一
気
に
ベ
ト
ナ
ム
建
設
省（
Ｍ
Ｏ
Ｃ
）、ベ
ト
ナ
ム

建
設
技
術
科
学
所（
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
）の
ト
ッ
プ
と
の
繋
が
り
が
で

き
ま
し
た
。
２
０
２
３
年
は
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
創
立
60
年
の
記
念
の
年

と
い
う
こ
と
で
、施
設
内
の
食
堂
を
建
替
え
る
計
画
が
あ
り
、

そ
れ
を
木
造
建
築
で
建
替
え
た
ら
ど
う
か
と
い
う
話
が
浮
上

し
て
き
ま
し
た
、チ
ャ
ン
ス
到
来
で
す
。
ベ
ト
ナ
ム
政
府
直
轄

の
施
設
の
敷
地
内
に
木
造
建
築
が
で
き
る
と
な
る
と
認
知
度
、

信
頼
性
な
ど
計
り
知
れ
な
い
効
果
が
あ
り
ま
す
。
２
０
２
３
年

２
月
に
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
で
意
匠
設
計
、ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
・
カ
バ
ヤ

で
構
造
設
計
と
い
う
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
設
計
が
完
了
、材

料
調
達
、プ
レ
カ
ッ
ト
、木
材
保
存
処
理
を
日
本
で
施
し
、同
年

５
月
末
に
横
浜
港
か
ら
輸
出
、７
月
初
旬
に
木
造
建
築
に
必
要

な
建
材
が
す
べ
て
ベ
ト
ナ
ム
／
ハ
ノ
イ
に
揃
い
ま
し
た
。
施
工

の
方
も
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
特
に
木
造

の
建
て
方
は
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
・
カ
バ
ヤ
の
ベ
ト
ナ
ム
人
実
習

生
を
含
む
社
員
大
工
10
名
が
建
て
方
施
工
指
導
と
応
援
に
行

き
ま
し
た
。
９
月
に
無
事
竣
工
し
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
主
催
の
竣
工
式
典

で
政
府
関
係
者
や
建
設
業
界
の
要
人
の
方
々
に
木
造
建
築
を

体
感
し
て
戴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
で
は
こ
の
未
知
な
る
建
築
物
の
正
体
を
彼
ら
な
り

に
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
、建
築
と
並
行
し
て
建
物
に
使
用
し

た
木
材
の
材
料
特
性
を
自
ら
実
験
し
て
デ
ー
タ
を
取
り
ま
し

た
。
ま
た
竣
工
後
載
荷
試
験
を
行
い
建
築
物
そ
の
も
の
の
強
度

測
定
も
行
い
ま
し
た
。
あ
と
は
誰
で
も
建
築
で
き
る
よ
う
な
手

引
書
の
策
定
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
来
年
度
以
降
、Ｉ
Ｂ
Ｓ

Ｔ
が
主
体
と
な
り
、日
本
木
造
建
築
海
外
推
進
協
会
と
協
力
し

な
が
ら
手
引
書
を
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ベ
ー
ス
に
な
る
も
の
と
し
て
日
本
か
ら
ス
ギ
等
の

集
成
材
を
送
り
、含
水
率
試
験
を
し
、既
に
デ
ー
タ
を
取
っ
て

い
る
材
料
強
度
を
加
味
し
て
基
準
を
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
木
材
の
基
準
強
度
つ
い
て
は
、東
京
大
学
や
広
島

大
学
の
先
生
方
に
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
の
試
験
場
に
来
て
頂
き
、木
材
の

強
度
測
定
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
指
導
い
た
だ
き
な
が
ら
、評
価
を
し

て
い
ま
す
。
最
終
的
に
は
現
地
の
木
材
で
試
験
が
ク
リ
ア
で
き

れ
ば
、建
材
と
し
て
使
え
る
と
い
う
判
断
が
で
き
ま
す
。
そ
う

い
う
標
準
化
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
の
「
家
づ
く
り
」
を
考
察
す
る

・
木
材
に
つ
い
て

　

東
南
ア
ジ
ア
は
過
去
の
歴
史
上
、木
造
で
失
敗
し
て
る
と
言

え
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
ベ
ト
ナ
ム
で
ア
メ
リ
カ
企
業
が
2

×
4（
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
）を
、本
国
と
同
じ
よ
う
に
建
て
て
し

※２　一般社団法人日本木造建築海外推進協会（JTOP）
「日本木造建築海外推進協議会」として、令和5年年3月発足。日本の木造技術
や木材利用技術の海外普及、グローバル市場でビジネスチャンスの醸成、企業と
連携した海外市場の創出や事業拡大、木造建築関連商品の輸出拡大などを目的
とする。令和6年2月、「一般社団法人 日本木造建築海外推進協会」に組織変更。5 4PLY VOL.28  2024 SPRING PLY VOL.28  2024 SPRING
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❸ 教育期間いおけるUTU
（ハノイ交通運輸大学）で
の建築実習風景
❹ ベトナムの技能実習生
（研修中の様子）
❺ CADセンター事業
（UTU）

❻ IBST記念式典
（国際科学会議）
❼ MOC（ベトナム建設省）にて
❽ HUCE（ハノイ建設大学）にて
❾ IBST（ベトナム建設技術科学
所）実験風景

❸

❻

❼ ❾

❽ ❾

❸

❹

❺



ま
う
と
、蒸
じ
ょ
う
し
ょ暑

地
で
は
す
ぐ
に
腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し

て「
木
材
は
腐
る
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た

ん
で
す
。
こ
の
よ
う
な
木
に
対
す
る
偏
見
を
取
り
除
く
こ
と
か

ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。
も
っ
と
時
代
を
遡
れ
ば
、ベ
ト
ナ
ム

に
も
日
本
と
同
じ
よ
う
に
木
造
の
建
物
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し

た
。
日
本
の
法
隆
寺
と
か
東
大
寺
の
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、き
ち
ん
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
て
今
も
使
わ
れ
て
ま
す
。
現

地
に
は
そ
う
い
う
専
門
職
の
方
も
お
ら
れ
て
、明
ら
か
に
百
年
、

二
百
年
前
の
寺
院
な
ど
は
、日
本
の
寺
社
改
修
と
同
じ
よ
う
に
、

悪
く
な
っ
た
部
分
の
木
を
取
り
替
え
て
、ま
た
再
生
す
る
と
い

う
技
術
は
あ
り
ま
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
で
は
木
材
と
い
う
と
家
具
の
材
料
で
す
。
硬
く
て

重
い
木
か
ら
豪
華
な
木
彫
り
の
高
級
家
具
を
製
作
す
る
一
大
産

業
で
す
。
で
す
か
ら
日
本
の
よ
う
に
、建
材
と
し
て
木
材
を
見

る
感
じ
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ベ
ト
ナ
ム
で
も
ラ
オ
ス
、カ

ン
ボ
ジ
ア
国
境
の
辺
り
で
真
っ
す
ぐ
、す
っ
と
背
が
高
く
伸
び

る
木
材
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、ハ
ノ
イ
建
設
大
学（
Ｈ
Ｕ

Ｃ
Ｅ
）と
合
同
で
現
地
で
採
れ
る
木
材
が
建
築
に
使
え
る
よ
う

一
緒
に
研
究
開
発
を
す
る
覚
書
を
交
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し

な
い
と
ベ
ト
ナ
ム
の
国
の
も
の
に
な
ら
な
い
し
、地
元
で
暮
ら
す

人
々
の
支
持
も
得
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、木
造
を
勉
強

す
る
木
造
建
築
の
学
科
を
設
け
る
計
画
も
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら

は
日
本
木
造
建
築
海
外
推
進
協
会
を
通
じ
、国
内
大
学
の
先
生

方
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
な
が
ら
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

・
防
水
に
つ
い
て

　

東
南
ア
ジ
ア
は
、暖
か
く
と
に
か
く
湿
気
が
多
い
の
で
、シ

ロ
ア
リ
等
に
蝕
ま
れ
る
害
は
日
本
の
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先

ほ
ど
蒸
暑
地
と
い
う
話
が
で
ま
し
た
が
、気
候
の
面
で
は
日
本

も
厳
し
い
環
境
の
中
で
、長
年
培
っ
た
技
術
の
蓄
積
が
あ
り
ま

す
。
び
っ
く
り
し
た
の
は
、向
こ
う
の
建
築
に
は
防
水
と
い
う

概
念
が
全
く
な
い
ん
で
す
よ
。
雨
露
や
結
露
を
凌
ぐ
、僕
ら
が

い
う「
雨
仕
舞
い
」で
す
ね
。
日
本
で
は
雨
仕
舞
い
を
問
題
な

く
建
築
で
き
る
と
い
う
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、大
工
が
持
っ
て
い
る
の

で
、木
造
住
宅
だ
っ
た
ら
雨
漏
り
し
な
い
の
は
当
た
り
前
で
す
。

ス
コ
ー
ル
が
き
て
大
雨
に
な
る
と
、Ｒ
Ｃ
の
ビ
ル
で
も
天
井
付

近
か
ら
タ
ラ
タ
ラ
と
落
ち
て
き
ま
す
。
都
市
部
に
は
超
高
層
ビ

ル
も
あ
り
ま
す
し
、そ
れ
ら
は
し
っ
か
り
し
た
技
術
、世
界
基

準
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
２
，５
０
０
㎡
以
下
の
規
模

の
小
さ
な
建
物
に
は
基
準
が
な
く
、特
に
住
宅
の
よ
う
な
低
層

建
築
は
、本
当
に
勘
と
経
験
で
建
て
て
い
る
よ
う
で
す
。
日
本

で
屋
根
を
作
る
場
合
、勾
配
を
作
っ
て
、野
地
板
を
貼
っ
て
、防

水
紙
を
貼
っ
て
か
ら
屋
根
材
で
す
。
と
こ
ろ
が
ベ
ト
ナ
ム
に
は

防
水
紙
が
な
く
、野
地
板
に
直
接
屋
根
材
を
施
工
し
て
い
る
事

例
を
見
か
け
ま
す
。
防
水
と
い
う
考
え
方
、技
術
を
持
た
な
い

施
工
で
雨
漏
り
し
、そ
れ
が
巡
っ
て
木
造
の
悪
い
評
価
に
つ
な

が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
木
造
を
普
及
す
る
た
め
に
は
、こ
の

よ
う
な
現
状
に
危
機
感
を
持
ち
、基
本
的
な
施
工
方
法
を
Ｉ
Ｂ

Ｓ
Ｔ
の
論
文
集
に
入
れ
た
り
、Ｈ
Ｕ
Ｃ
Ｅ
で
の
講
演
で
木
造
建

築
の
注
意
点
を
敢
え
て
伝
え
た
り
す
る
な
ど
、Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
の
協

力
を
得
な
が
ら
徹
底
し
て
行
っ
て
い
ま
す

　

そ
れ
と
、現
地
特
有
の
建
築
形
状
と
し
て
、「
庇
の
長
さ
」が

あ
り
ま
す
。
軒
が
深
け
れ
ば
雨
も
か
か
り
に
く
く
、外
壁
の
傷

み
も
少
な
い
。
庇
の
長
さ
掛
け
る
4
倍
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
ま
で

は
、雨
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
の
木
造
モ
デ
ル
で
は
庇
を
深
く
出
し
て
、雨
に
よ
っ

て
外
壁
が
傷
ま
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
の
方
に

は
、「
木
造
で
建
築
す
る
と
き
は
軒
を
深
く
作
る
こ
と
」
を
印

象
付
け
る
狙
い
で
、あ
え
て
極
端
な
く
ら
い
長
い
庇
に
し
て
い

る
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。

・
断
熱
に
つ
い
て

　

日
本
の
建
物
は
、住
宅
も
含
め
て
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
基
準
が

あ
り
、設
計
段
階
で
断
熱
を
考
慮
し
ま
す
が
、ベ
ト
ナ
ム
に
は

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
考
え
方
は
あ
り
ま
す
が
、木
造
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
木
造
の
省
エ
ネ
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
と
違
い
暖

房
は
な
く
、冷
房
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、一
年
を
通
し
て
冷

房
が
稼
働
し
て
い
る
前
提
の
断
熱
を
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
初
め
に
実
験
棟
と
し
て
建
て
た
3
階
建
て
に
断
熱
材
を
施

工
し
、２
０
２
２
年
の
１
年
間
、休
ま
ず
エ
ア
コ
ン
を
稼
働
し

た
状
態
で
、湿
度
や
温
度
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
記
録

し
ま
し
た
。
大
学
の
先
生
方
や
有
識
者
に
お
声
掛
け
し
て
、ベ

ト
ナ
ム
に
木
造
建
築
を
建
て
る
場
合
の
断
熱
を
ど
う
考
え
た

ら
い
い
か
、１
年
掛
け
て
研
究
し
ま
し
た
。
エ
ア
コ
ン
を
使
用

す
る
室
内
は
湿
度
が
低
く
、外
は
90
〜
100
％
の
湿
度
で
す
。
日

本
は
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
や
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
な
ど
、布
団
の
よ
う
な

マ
ッ
ト
状
の
断
熱
材
を
壁
に
入
れ
ま
す
。
片
面
は
湿
度
が
通
り

抜
け
な
い
よ
う
防
湿
シ
ー
ト
に
な
っ
て
い
て
、日
本
と
同
じ
よ

う
に
使
う
と
外
気
の
ほ
う
が
湿
度
が
高
い
こ
と
で
、冷
房
に
よ

る
結
露
が
壁
の
中
で
起
こ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
日
本
と
同
じ
物
を
使
い
同
じ
よ
う
に
施
工
す
れ
ば
良

い
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
開
発
と
ま
で
は
い
か
な
く

て
も
工
夫
が
必
要
で
、現
地
に
普
及
さ
せ
る
た
め
に
現
地
に
あ

る
物
を
使
っ
て
い
く
方
法
を
思
案
中
で
す
。
ベ
ト
ナ
ム
は
南
北

に
長
く
ひ
と
括
り
に
は
で
き
ま
せ
ん
が
、ハ
ノ
イ
は
あ
る
程
度

四
季
が
あ
り
、ベ
ト
ナ
ム
で
も
比
較
的
寒
い
２
月
頃
は
10
℃
台

で
、４
月
頃
に
は
30
℃
を
越
え
る
暑
さ
に
な
り
ま
す
。
南
方
の

ホ
ー
チ
ミ
ン
で
は
、低
く
て
も
20
〜
25
℃
程
度
は
あ
り
ま
す
か

ら
ハ
ノ
イ
と
は
環
境
が
違
い
ま
す
。建
築
す
る
都
市
に
よ
っ
て
、

断
熱
の
仕
様
を
変
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て

決
め
た
断
熱
基
準
に
基
づ
き
建
築
し
た
の
が
、前
述
し
た
Ｉ
Ｂ

Ｓ
Ｔ
の
敷
地
内
に
建
築
し
た
２
棟
目
と
な
る
木
造
モ
デ
ル
で
す

（
写
真
10
）。
こ
れ
は「
木
造
モ
デ
ル
公
開
事
業（
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
木

造
モ
デ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」と
し
て
、日
越
外
交
関
係
樹
立
50

周
年
記
念
事
業
※
３
の
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

※３　日越外交関係樹立50周年について
1973年9月、日本とベトナムは外交関係を樹立。そ
の後、日越間の友好・協力関係は発展し続け、2023
年、日本とベトナムは外交関係樹立50周年を迎えた。

・
防
火
に
つ
い
て

　
「
木
は
燃
え
る
」と
い
う
の
は
万
国
で
同
じ
で
す
が
、日
本
で

は
防
火
基
準
、避
難
基
準
が
あ
り
ま
す
か
ら
、木
造
と
い
う
の

は
安
全
な
建
物
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
木
造
だ
か
ら
火
災
が

起
き
る
の
で
は
な
く
、ど
ん
な
建
物
に
も
火
災
は
起
こ
り
得
る
。

だ
か
ら
、い
か
に
人
の
命
を
守
る
か
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、

燃
え
し
ろ
設
計
な
ど
の
手
法
を
使
い
な
が
ら
建
築
し
て
い
く
こ

と
で
火
災
に
も
安
全
で
あ
る
と
い
う
事
を
伝
え
て
い
ま
す
。

・
耐
震
に
つ
い
て

　

ベ
ト
ナ
ム
は
地
震
が
極
端
に
少
な
い
で
す
が
、地
震
に
対
す

る
建
築
基
準
の
考
え
方
は
あ
り
ま
す
。
時
に
大
き
な
地
震
も
あ

り
ま
す
か
ら
。
し
か
し
、そ
の
基
準
と
な
る
地
震
の
外
力
は
日
本

の
10
分
の
１
程
度
で
す
。
世
界
中
で
日
本
ほ
ど
地
震
に
厳
し
い

基
準
を
持
っ
て
い
る
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。
耐
震
性
に
関
し
て
は

今
の
日
本
の
建
築
技
術
の
ま
ま
で
何
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

人
々
が
夢
見
る
高
級
住
宅
を

ー
ベ
ト
ナ
ム
国
内
の
経
済
格
差
は
今
も
大
き
く
、集
合
住
宅
に
住

ん
で
い
る
大
多
数
の
人
が
、ベ
ト
ナ
ム
の
街
に
立
ち
並
ぶ
日
本
式
の

木
造
家
屋
に
暮
ら
す
日
は
近
い
。「
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
は
国
民
性
が

似
て
い
ま
す
。
た
だ
、気
候
が
少
し
違
う
く
ら
い
で
す
。
日
本
が
木

造
住
宅
を
発
展
さ
せ
て
き
た
よ
う
に
、ベ
ト
ナ
ム
で
も
木
造
住
宅
は

受
け
入
れ
ら
れ
、や
が
て
人
々
は
皆
が
質
の
良
い
住
宅
に
住
め
る
よ

う
に
な
る
で
し
ょ
う
。」と
い
う
の
が
藤
本
さ
ん
の
言
葉
で
す
。

藤
本
　「
ベ
ト
ナ
ム
で
は
大
学
や
Ｉ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
な
ど
で
、論
文
を
出

す
、講
演
を
す
る
な
ど
し
て
、日
本
の
木
造
建
築
の
長
所
、木
材

の
長
所
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
展
示

会
に
出
展
す
る
と
き
は
、日
本
の
住
宅
展
示
場
で
使
う
も
の
と

同
じ
住
宅
パ
ネ
ル
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
我
々
の
ブ
ー

ス
を
訪
れ
た
人
た
ち
に
、「
あ
あ
、こ
う
い
う
格
好
良
い
住
宅
に

住
み
た
い
」と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
。
価
格
は
ど
れ
ぐ
ら
い
で

す
か
？
と
の
問
い
に
、1
億
か
ら
1
億
５
千
万
円
で
す
と
答
え

る
と
、「
あ
あ
、分
か
り
ま
し
た
…
…
」と
驚
く
わ
け
で
も
な
く

普
通
に
受
け
取
ら
れ
ま
す
。
や
は
り
大
多
数
の
人
に
は
手
が
届

く
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、将
来
は
こ
ん
な
家
に
暮
ら
し
た
い

と
い
う
夢
は
与
え
ら
れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
現
地
で
建
築
を

行
う
場
合
、日
本
国
内
で
全
て
の
木
材
に
防
腐
・
防
蟻
処
理
を

し
、さ
ら
に
プ
レ
カ
ッ
ト
、構
造
用
金
物
も
ま
と
め
て
現
地
へ
送

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
当
面
は
木
材
も
職
人
の
方
も
、日
本
か

ら
持
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
か
ら
、こ
れ
で
は
と
て
も
高
価

な
建
物
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
今
は
、「
木
造
住
宅
は
高
額
な

住
宅
で
す
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
作
り
を
し
て
い
ま
す
。
富
裕
層

に
は
お
金
を
か
け
た
日
本
式
の
木
造
住
宅
に
興
味
を
持
た
れ
る

方
々
も
い
ま
す
の
で
、ま
ず
は
そ
こ
に
向
け
高
級
住
宅
の
普
及

に
務
め
た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
若
い
人
達
に
木
造
住
宅
は
高
級

で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
も
ら
い
、や
が
て
、「
あ
あ

い
う
家
を
建
て
た
い
」と
夢
の
対
象
に
し
て
も
ら
え
た
ら
と
思
っ

て
い
ま
す
。
現
在
、ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
成
長
率
は
年
７
〜
８
％

程
で
す
か
ら
、若
者
た
ち
は
や
が
て
夢
に
手
が
届
く
よ
う
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
日
本
か
ら
プ
レ
カ
ッ
ト
の
会
社
が
進
出
し
て

い
っ
た
り
、ベ
ト
ナ
ム
で
も
使
え
る
木
材
が
開
発
さ
れ
て
き
た

り
す
れ
ば
、今
よ
り
も
っ
と
コ
ス
ト
が
下
が
り
、１
億
だ
っ
た
も

の
が
５
，０
０
０
万
、あ
る
い
は
３
〜
４
，０
０
０
万
と
い
う
今
の

日
本
ぐ
ら
い
の
レ
ベ
ル
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ハ
ノ
イ
の
郊
外
に
は
大
き
な
再
開
発
構
想
の
話
が
幾
つ
も

あ
り
、ほ
と
ん
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
高
層
棟
と
低
層
棟
エ

リ
ア
が
あ
り
ま
す
。
３
階
建
て
く
ら
い
のvilla

（
ヴ
ィ
ラ
）の

よ
う
な
建
物
が
立
ち
並
ぶ
エ
リ
ア
の
一
角
に
、ち
ょ
っ
と
高
級

な
日
本
式
木
造
住
宅
を
10
戸
で
も
20
戸
で
も
作
っ
て
い
た
だ

い
て
、少
し
で
も
多
く
普
及
し
て
い
き
た
い
、そ
う
い
っ
た
働
き

か
け
も
現
地
法
人
と
盛
ん
に
や
っ
て
い
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
の
事

例
が
成
功
す
れ
ば
、同
じ
技
術
を
使
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
、

気
候
条
件
が
似
て
い
る
ア
ジ
ア
展
開
も
可
能
に
な
る
と
思
い
ま

す
。将
来
的
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、タ
イ
、マ
レ
ー

シ
ア
な
ど
に
拡
げ
た
い
で
す
ね
。

　

我
々
が
昭
和
40
年
代
の
高
度
成
長
期
に
、や
が
て
は
一
戸
建

て
と
い
う
夢
を
も
っ
て
一
所
懸
命
働
い
て
た
の
と
同
じ
よ
う
な

世
情
が
今
の
ベ
ト
ナ
ム
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、住

宅
で
東
南
ア
ジ
ア
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、現
地
の
所

得
に
合
わ
せ
て
５
０
０
万
円
く
ら
い
で
建
て
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、そ
れ
で
は
事
業
と
し
て
成
り
立
た
ち
ま
せ
ん
。
日
本

で
は
、普
通
に
働
く
方
が
30
代
に
も
な
れ
ば
一
戸
建
て
を
持
て

ま
す
。日
本
が
歩
ん
で
き
た
住
宅
の
様
々
な
経
験
を
活
か
し
て
、

ベ
ト
ナ
ム
に
も
そ
う
い
う
世
界
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
で
す

ね
。
そ
し
て
い
ず
れ
は
日
本
が
昔
や
っ
て
き
た
の
と
同
じ
よ
う

に
、ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
成
長
戦
略
の
一
つ
と
し
て
住
宅
政
策
に

投
資
を
行
い
、住
宅
を
量
か
ら
質
へ
と
転
換
し
て
い
け
ば
、住

宅
は
一
つ
の
産
業
と
な
り
発
展
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
う

す
れ
ば
、木
材
関
係
の
輸
出
入
が
活
発
に
な
り
、現
地
で
仕
事

を
す
る
企
業
も
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。
我
々
で
そ

の
突
破
口
を
つ
く
っ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
に
は
今
、大
工
と
い
う
職
種
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今

現
在
、日
本
で
勉
強
し
て
い
る
実
習
生
を
現
地
へ
送
り
出
し
、

自
分
た
ち
が
や
る
と
い
う
よ
り
指
導
者
と
し
て
、あ
る
い
は
経

営
者
と
し
て
や
っ
て
い
っ
て
も
ら
え
た
ら
、こ
ん
な
に
嬉
し
い

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
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に
全
く
強
度
の
な
い
留
継
を
箱
に
多
用
し
ま
し

た
。
第
３
王
朝
の
箱
に
は
、他
に
も
た
だ
角
を

切
る
だ
け
で
な
く
、見
え
な
い
と
こ
ろ
で
段
を
つ

け
て
乾
燥
収
縮
に
よ
る
隙
間
が
目
立
た
な
い
よ

う
に
し
た
り
、上
か
ら
見
て
あ
た
か
も
突
き
付

け
継
の
よ
う
に
見
せ
る
工
夫
を
し
た
り
と
、豊

富
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
ら

が
こ
の
接
合
に
何
を
求
め
て
い
た
の
か
を
考
え

て
い
ま
す
。留
継
と
は
接
合
す
る
二
材
が「
同
等
」

で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
額
縁
が
そ
う
で
す

ね
。
ま
た
、外
観
に
接
合
線
を
見
せ
な
い
ス
ム
ー

ス
な
物
体
を
作
る
事
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た

効
果
は
日
本
の
家
具
職
人
さ
ん
も
熟
知
し
て
い

ま
す
が
、古
王
国
時
代
に
エ
ジ
プ
ト
で
も
何
か

考
え
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。
木
棺
研
究
で
有

名
な
ド
ナ
ド
ー
ニ
＝
ロ
ヴ
ェ
ッ
リ
※
１0
は
こ
れ
を

「
美
的
な
目
的
を
持
つ
接
合
法
」
と
呼
び
ま
し

た
。『
合
板
』の
木
棺
で
気
に
な
る
の
は
、６
枚

の
う
ち
中
４
枚
は
留
継
ぎ
な
の
に
そ
れ
を
覆
う

最
外
層
は
突
き
付
け
継
で
、使
い
分
け
が
あ
る

点
で
す
。
留
継
が
、も
し
外
観
に
接
合
線
を
見

せ
な
い
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
た
な
ら
ば
、こ
れ
は

不
合
理
で
す
。

ー
こ
の
凝
っ
た
接
合
部
を
持
つ
６
層
の
板
を
重
ね

た
木
片
が
、合
板
と
言
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

　

合
板
は
ア
メ
リ
カ
で
１
９
２
７
年
頃
に
規
格

化
さ
れ
、広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

調
査
隊
に
所
属
し
、最
初
に
レ
ポ
ー
ト
を
発
表

し
た
ロ
エ
ー
ル
は
建
築
家
で
あ
り
エ
ジ
プ
ト
学

者
と
し
て
、当
然
、薄
板
の
繊
維
の
向
き
を
互

い
に
直
交
方
向
に
貼
る
と
い
う
合
板
の
特
徴
も

知
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
王
墓
に
行
き
、重

な
っ
た
板
の
木
目
が
縦
横
に
重
な
っ
て
い
る
の

を
目
に
し
て
、も
の
す
ご
く
興
奮
し
た
と
思
う
ん

で
す
ね
。
新
し
い
技
術
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、

紀
元
前
２
６
５
０
年
、ジ
ョ
セ
ル
王
の
第
３
王
朝

に
既
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。「
す
ご
い
こ
と

だ
」と
本
人
が
書
い
た
論
文
か
ら
も
、そ
の
興
奮

が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

合
板
と
は
何
か

　

現
代
の
合
板
は
薄
板
を
接
着
し
て
束
ね
て
、一

体
化
す
る
こ
と
で
強
度
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

合
板
形
成
の
上
で
、接
着
剤
は
極
め
て
重
要
な

要
素
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
キ
ベ
ル
は
報
告
書

を
ま
と
め
る
直
前
に
、棺
の
合
板
に
接
着
剤
が

使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が
気
に
な
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト
の
物
質
文
化
の
第
一

人
者
で
あ
っ
た
ル
ー
カ
ス
に
調
査
を
依
頼
し
ま

す
。
そ
し
て
、表
面
に
付
い
て
い
た
粉
が
カ
ビ
の

よ
う
な
も
の
で
接
着
剤
で
は
な
い
と
判
り
ま
し

た
。
接
着
剤
が
使
わ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、ど

う
や
っ
て
ベ
ニ
ヤ
を
束
ね
た
か
で
す
が
、ベ
ニ
ヤ

に
多
数
見
ら
れ
る
小
さ
な
ダ
ボ
穴
を
分
析
し
た

結
果
、薄
板
は
ダ
ボ
で
結
束
さ
れ
て
い
た
と
推

定
さ
れ
ま
し
た
。
接
着
剤
に
よ
ら
ず
、ダ
ボ
で

束
ね
ら
れ
た
ベ
ニ
ヤ
は
、現
代
の
合
板
の
概
念
と

は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
こ
こ
に

湧
い
て
き
ま
し
た
。

　

調
べ
る
う
ち
に
、こ
の
木
棺
の
合
板
の
樹
種
は

一
つ
で
は
な
い
と
い
う
ル
ー
カ
ス
の
論
考
が
数
本

見
つ
か
り
ま
し
た
。
６
枚
全
部
の
樹
種
名
を
特

定
す
る
ま
で
に
、調
査
は
何
度
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
判
別
は
、訓
練
を
す
れ

ば
裸
眼
で
木
目
を
見
る
こ
と
で
比
較
的
容
易
に

判
別
で
き
る
の
で
す
が
、さ
ら
に
詳
し
く
樹
種
同

定
を
す
る
と
な
る
と
、最
新
の
技
術
で
も
、む
し

ろ
広
葉
樹
よ
り
も
針
葉
樹
に
難
し
さ
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
使
わ
れ

た
針
葉
樹
で
一
番
有
名
な
の
は
レ
バ
ノ
ン
ス
ギ
で

す
が
、こ
れ
は
実
は
マ
ツ
科
で
す
。
他
に
も
針
葉

樹
と
し
て
イ
ト
ス
ギ
、ヒ
マ
ラ
ヤ
ス
ギ
な
ど
、多

数
の
種
が
使
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、そ
れ
ら
の

見
分
け
は
繊
細
な
作
業
で
す
。
薄
板
の
厚
み
は

僅
か
に
４
ミ
リ
で
、し
か
も
傷
ん
で
い
ま
し
た
。

分
析
は
さ
ぞ
大
変
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

接
着
剤
の
有
無
を
調
査
し
た
ル
ー
カ
ス
は
、

見
た
瞬
間
か
ら
複
数
の
樹
種
が
混
在
し
て
い
る

こ
と
に
気
付
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
接
着

剤
調
査
を
終
え
た
後
に
、キ
ベ
ル
に
全
て
の
薄

板
の
樹
種
調
査
を
進
言
し
ま
す
。
科
学
的
調

査
は
、キ
ベ
ル
が
許
可
を
与
え
て
破
片
を
渡
し
、

ル
ー
カ
ス
が
依
頼
し
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

の
チ
ョ
ー
ク
博
士
に
よ
り
、プ
リ
ン
セ
ス
リ
ズ
ボ

ア
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
機
関
の
参
画
も
求

め
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
科
学
的
分
析
は
ゆ
っ
く

り
と
し
か
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、最
終
的
に

内
側
の
４
枚
は
イ
ト
ス
ギ
、ア
レ
ッ
ポ
パ
イ
ン
、

ビ
ャ
ク
シ
ン
、レ
バ
ノ
ン
ス
ギ
の
４
種
類
と
報
告

さ
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
大

変
高
価
で
あ
っ
た
輸
入
針
葉
樹
で
す
。
チ
ョ
ー

ク
は
何
回
も
判
断
を
重
ね
て
、や
っ
と
レ
バ
ノ

ン
ス
ギ
の
可
能
性
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
ま
す
。

最
外
層
と
最
内
層
は
２
種
の
広
葉
樹
で
い
ず
れ

も
エ
ジ
プ
ト
内
地
材
と
さ
れ
ま
し
た
。
ひ
と
つ

は
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
遺
物
の
サ
ン
プ
ル
と
の

比
較
か
ら
キ
リ
ス
ト
ノ
イ
バ
ラ
と
同
定
さ
れ
、も

う
一
つ
は
研
究
者
達
が
見
た
こ
と
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
エ
ジ
プ
ト
の
内
地
材
と
推

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

冒
頭
に
お
話
し
し
た
接
合
法
の
使
い
分
け
は
、

技
術
的
な
視
点
か
ら
で
は
理
解
し
尽
く
せ
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、６
層
が
そ
れ
ぞ
れ

違
う
６
種
類
の
樹
種
で
あ
る
と
知
る
と
、に
わ

か
に
こ
の
箱
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
腑
に
落
ち
て

く
る
の
で
す
。
現
代
の
合
板
の
概
念
は
、木
の

繊
維
方
向
を
縦
横
に
重
ね
て
接
着
す
る
こ
と
で
、

よ
り
大
き
な
、強
い
板
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
合

理
的
で
、経
済
的
な
技
術
で
す
。
し
か
し
私
た

ち
が
今
見
て
い
る『
合
板
』は
、そ
う
し
た
目
的

に
叶
う
と
は
ち
ょ
っ
と
思
え
な
い
の
で
す
。
箱

を
構
成
す
る
板
は
各
々
６
枚
の
薄
板
を
重
ね
て

い
る
の
で
す
が
、そ
の
薄
板
そ
れ
ぞ
れ
は
完
全
な

一
枚
板
で
は
な
く
、複
数
の
板
を
実さ
ね
つ
ぎ継
で
接
ぎ
あ

わ
せ
て
い
ま
し
た（
図
２
）。
輸
入
材
と
な
る
と

高
価
な
材
料
で
す
か
ら
、大
き
な
物
は
安
易
に

手
に
入
ら
ず
、そ
の
た
め
の
工
夫
と
思
わ
れ
ま
す

ー
２
０
２
３
年
に
日
本
建
築
学
会
誌
に
発
表
さ

れ
た
論
文「
古
代
エ
ジ
プ
ト
の『
合
板
』」は
、エ
ジ

プ
ト
で
発
見
さ
れ
た
木
箱
の
様
々
な
調
査
報
告
を

読
み
解
き
、木
工
技
術
や
樹
種
、時
代
背
景
か
ら
意

匠
の
意
図
や
製
作
目
的
を
考
察
す
る
も
の
で
、合
板

と
は
何
か
と
い
う
本
質
を
探
る
内
容
で
す
。
ま
ず
始

め
に
、論
文
の
主
た
る
研
究
対
象
に
な
っ
た
合
板
と

思
し
き
板
で
作
ら
れ
た
木
棺
に
つ
い
て
の
論
文
の
概

略
を
記
載
し
ま
す
。

「
１
９
３
２
〜
３
３
年
に
、古
王
国
時
代
、第
３
王
朝
の

ジ
ョ
セ
ル
王
の
階
段
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
発
掘
し
て
い
た
調

査
隊
が
、そ
の
地
下
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
置
か
れ
た
石
棺
の
中

か
ら
、10
歳
頃
の
子
供
の
亡
骸
を
納
め
た
木
棺
の
破
片
を

発
見
す
る
。
あ
ま
り
状
態
の
良
く
な
か
っ
た
こ
の
木
片

は
、６
枚
の
ベ
ニ
ヤ
を
木
の
繊
維
方
向
を
互
い
に
直
交
さ

せ
て
束
ね
た
板
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、発
掘
隊
員
で
あ
り

建
築
家
で
も
あ
っ
た
ロ
エ
ー
ル
※
１
は
、こ
れ
を「
合
板
」

と
称
し
た
。
後
に
発
掘
調
査
隊
を
率
い
る
こ
と
に
な
っ

た
キ
ベ
ル
隊
長
※
２
は
、ル
ー
カ
ス
※
３
に
調
査
協
力
を

乞
い
接
着
剤
の
有
無
を
調
べ
、木
片
の
科
学
的
調
査
を

行
っ
た
。
実
際
の
樹
種
同
定
は
チ
ョ
ー
ク
博
士
※
４
に
よ

り
行
わ
れ
、そ
の
結
果
判
っ
た
こ
と
は
６
層
か
ら
な
る
合

板
を
束
ね
る
に
あ
た
り
、接
着
剤
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、

ダ
ボ
で
束
ね
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
６
層

各
々
が
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
６
種
の
異
な
る
樹
種
で
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
た
。
ベ
ニ
ヤ
１
枚
の
厚

さ
は
４
ミ
リ
程
で
、板
厚
に「
実さ
ね

」※
５
を
納
め
て「
接は

ぐ
」

※
６
こ
と
で
面
積
の
大
き
な
板
を
形
成
し
て
い
た
。
箱
の

隅
の
仕
口
は
、中
の
４
層
の
ベ
ニ
ヤ
は
留と
め
つ
ぎ継
※
７
で
、
６

層
の
最
外
層
は
突
き
付
け
継
※
８
さ
れ
て
、箱
全
体
は
金

箔
で
覆
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
重
ね
合
わ
さ
れ
た
薄
板
の

力
学
的
有
用
性
や
意
味
は
、こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら

れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
隠
れ
て
し
ま
う
箇
所
に
こ
の
よ
う

な
木
工
技
術
の
粋
を
集
め
た
細
工
が
な
さ
れ
た
の
か
、棺

の
作
ら
れ
た
目
的
を
探
る
。」

※
論
文
全
文
は
上
記
２
次
元
コ
ー
ド
か
ら
リ
ン
ク
。

ー
西
本
さ
ん
は
何
故
こ
の
木
棺
に
関
す
る
資
料

を
研
究
す
る
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、今
日
の
研

究
に
至
る
経
緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

私
は
建
築
設
計
者
と
し
て
ホ
テ
ル
な
ど
の
意

匠
計
画
を
し
た
際
に
、家
具
の
木
工
に
触
れ
惹

か
れ
ま
し
た
。
も
と
も
と
和
歌
山
の
山
々
を
歩

き
幼
少
期
か
ら「
木
」に
魅
か
れ
て
も
い
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
廃
屋
と
な
っ
た
要
塞
の
再
利
用
を

提
案
す
る
コ
ン
ペ
に
参
加
し
賞
を
頂
く
な
ど
、古

い
も
の
に
出
会
っ
た
時
期
が
あ
り
、そ
の
頃
か
ら

古
代
エ
ジ
プ
ト
家
具
の
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
論
文
に
書
い
た
内
容
を
、日
本
で
広
く

知
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
、日

本
建
築
学
会
に
出
し
た
も
の
で
す
。
木
工
の
要
か
な
め

で
あ
る
接
合
の
考
え
方
と
そ
の
形
は
大
変
お
も

し
ろ
く
、研
究
対
象
と
し
て
古
代
エ
ジ
プ
ト
家

具
の
木
工
に
一
番
興
味
を
惹
か
れ
て
い
ま
す
。

家
具
と
い
う
の
は
身
体
に
近
い
道
具
と
し
て
い

ろ
い
ろ
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、

小
さ
な
建
築
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
が
世
の

常
の
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、古
代
エ
ジ
プ
ト
の

家
具
に
も
細
や
か
な
気
配
り
が
あ
り
、接
合
部

を
滑
ら
か
に
繋
ぐ
造
形
的
な
工
夫
や
、木
の
収

縮
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
て
、そ
の
心

配
り
の
仕
方
が
日
本
と
似
て
い
る
点
に
驚
か
さ

れ
て
い
ま
す
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
木
工
の
接
合

法
を
集
め
た
と
こ
ろ
、こ
の
論
文
の
テ
ー
マ
に
も

な
っ
た
合
板
の
棺
と
呼
ば
れ
る
木
箱
の
、留と
め
つ
ぎ継

と
呼
ば
れ
る
、斜
め
に
角す
み

を
き
っ
て
合
わ
せ
る

仕
口
の
存
在
を
知
り
ま
し
た（
図
１
）。
留
継
に

は
強
度
が
全
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、実
質
的
に

は
二
材
を
貫
通
す
る
穴
を
開
け
て
ダ
ボ
を
打
っ

た
り
、革
紐
で
結ゆ
わ

え
て
強
度
を
保
っ
て
い
ま
す
。

エ
ジ
プ
ト
の
人
達
は
、早
く
か
ら
包
み
継
※
９
に

ダ
ボ
を
打
つ
こ
と
で
、強
固
に
接
合
す
る
仕
口

を
疾と

う
に
知
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
な
の

※1　J.‒P. ロエール、1902‒2001
フランスの建築家・エジプト学者。第3王朝の
最初のピラミッドであるジョセル王の階段ピラ
ミッドについて長年、発掘調査を行った。ピラ
ミッド築造法に関する研究がよく知られる。

※２　J. E. キベル、1867‒1935
英国人で、科学的なエジプト学の先駆者と言わ
れるF. ピートリーの弟子。多くの発掘調査を行
なったが、ジョセル王のピラミッド調査ではC. 
ファース隊長亡き後に調査報告書を纏め上げた。

※３　A . ルーカス、1867‒1945
英国の化学分析者・エジプト学者。
20世紀前半にツタンカーメン王の遺
物の分析を行い、エジプト学における
物質文化研究の大書を著した。

※４　L . チョーク
オックスフォード大学王立林業研究所（Imperial 
Forestry Institute, Oxford University）の研
究者。1936年の同研究機関年次報告書にこの
ベニヤに関する報告を行なっている。

※10　A. M. ドナドーニ＝ロヴェッリ、1950‒
イタリアのエジプト学者。古王国時代の木棺に
関する研究論文を纏め、エジプト学における木工
研究の基本文献となっている。1965年からトリ
ノエジプト学博物館に在籍し副館長、館長を歴任
し、1984年から古代エジプト博物館特別監督官。
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図１　6層のベニアの仕口の見取り図

◉古代エジプトでは死者は来世で蘇る。亡骸は魂が還るところである
から、幾重にも大切に包まれ来世で使う副葬品と共に墓の中に納めら
れた。長い時を経て、死者を納めた木棺の破片を見つけた調査隊は
驚愕することになる。2023年、日本建築学会計画系論文集に「古代
エジプトの『合板』」という論文が掲載された。論文の著者であり、
古代エジプトの優れた木工技術の研究を長く続けてこられた西本直
子さんに、お話を聞くことができたので3回に分けて紹介したい。

古代エジプト木工の考察 －その1「合板の起源」

木棺に秘められた想いを探る

西本直子
武蔵野大学客員研究員・一級建築士事務所クロノス主幹
登録有形文化財旧西本組本社ビルおよび、あしべ屋妹背別荘館主

・和歌山県出身
・早稲田大学で故池原義郎氏に師事し設計を学ぶ
・建築家として意匠設計業務を行う一方、古代エジプト木工に惹かれ、
　木工家具の研究・論文発表を行っている

第16回

古代エジプトの「合板」
著：西本直子、西本真一

（日本建築学会計画系論文集　2023年10月）

実（さね）

ダボ

※６　接ぐ（はぐ）
部材の幅や長さを大きく
すること。

※５　実（さね）
二枚の薄板の木口の相応する位置
に設けたスリットに、別材ででき
た木片を差し込み接合する方法。

※８　突き付け継
　　（つきつけつぎ）
部材同士を90度に加工
して付き合わせる仕口。

※７　留継（とめつぎ）
部材同士を45度に加工
して付き合わせる仕口。

※9　包み継（つつみつぎ）
箱の隅で一方の板の木口
を欠き込んだ窪みにもう
一方の板を包むように納
めて、正面に木口を全く
見せない仕口。

図２　接ぐことで大面積の板を得ていた

実（さね）実（さね）

実（さね）実（さね）
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が
、厚
さ
１
ミ
リ
の
実
を
４
ミ
リ
の
厚
み
の
中
に

こ
し
ら
え
た
細
い
ス
リ
ッ
ト
に
差
し
込
ん
で
い

る
ん
で
す
。
こ
の
仕
業
に
は
、根
気
を
通
り
越
し

て
狂
気
す
ら
感
じ
ま
す
。
留
継
し
て
い
る
の
に
、

外
側
で
は
突
き
付
け
継
を
し
て
い
る
、と
い
う
不

合
理
を
先
に
述
べ
ま
し
た
が
、さ
ら
に
そ
れ
ら
は

す
っ
ぽ
り
と
金
箔
で
覆
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、高

価
な
素
材
も
込
み
入
っ
た
仕
口
も
、全
く
見
え

な
い
ん
で
す
ね
。

　

私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、こ
う
し
た
例
は
他
に

見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
副
葬
品

に
は
薄
い
黒
檀
を
化
粧
材
と
し
て
表
面
に
貼
っ

た
箱
が
あ
り
ま
す
。
象
牙
と
黒
檀
の
組
み
合
わ

せ
で
、一
つ
ひ
と
つ
の
と
て
も
細
か
な
ピ
ー
ス
を

ヘ
リ
ン
ボ
ー
ン
模
様
に
貼
り
付
け
た
見
事
な
意

匠
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ベ
ニ
ヤ
を
実
継
し
た

り
、直
交
し
て
重
ね
た
例
は
、今
の
と
こ
ろ
ほ
と

ん
ど
こ
れ
が
唯
一
だ
と
思
い
ま
す
。

宰
相
レ
ク
ミ
ラ
墓
の
壁
画

　
エ
ジ
プ
ト
で
は
パ
ピ
ル
ス
や
墓
の
壁
画
に
、ヒ

エ
ロ
グ
リ
フ
と
い
う
美
し
い
象
形
文
字
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
シ
ャ
ン
ポ
リ
オ
ン
が
こ
れ
を
解

読
し
た
と
き
か
ら
、文
字
は
エ
ジ
プ
ト
学
を
大
き

く
発
展
さ
せ
ま
し
た
。
研
究
は
文
献
学
や
美
術

史
の
分
野
に
成
果
が
多
く
見
ら
れ
、木
工
の
分

析
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ジ
ョ
セ
ル
王
の
時
代
か
ら
１
２
０
０
年
く
ら

い
後
の
新
王
国
時
代
の
高
官
で
あ
っ
た
レ
ク
ミ

ラ
の
お
墓
に
は
、接
着
剤
が
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
使

わ
れ
て
い
た
こ
と
の
根
拠
と
な
っ
た
壁
画
が
あ

り
ま
す（
写
真
１
）。
こ
の
墓
に
は
幅
が
２
ｍ
で

奥
行
き
が
30
ｍ
く
ら
い
の
細
長
い
空
間
が
あ
っ

て
、巨
大
な
壁
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
が
描
か
れ

て
い
る
の
で
す
が
、そ
の
中
に
、木
工
房
の
様
子

を
描
い
た
区
画
が
あ
り
ま
す
。

　

丁
寧
に
描
か
れ
た
レ
ク
ミ
ラ
の
壁
画
は
、多

く
の
エ
ジ
プ
ト
学
者
達
か
ら
当
時
の
様
子
を
知

る
手
が
か
り
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
ま
す
が
、特

に
木
工
房
に
関
し
て
の
情
報
は
少
な
い
の
で
、非

常
に
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

は
、椅
子
や
寝
台
、聖
堂
の
形
を
し
た
ナ
オ
ス
と

呼
ば
れ
る
箱
な
ど
を
、職
人
た
ち
が
作
っ
て
い
る

様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
細
か
く
見
て
い
く

と
、こ
の
人
は
縦
挽
き
鋸
で
板
を
挽
い
て
い
ま
す

ね
。
そ
し
て
こ
れ
は
弓ゆ
み
ぎ
り切
り
と
言
っ
て
、ド
リ
ル

で
穴
を
開
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
旋
盤
は
ま

だ
な
く
て
、穴
開
け
作
業
は
ド
リ
ル
を
使
い
ま

し
た
。
手
斧
で
木
材
の
表
面
を
整
え
て
い
る
場

面
も
あ
り
ま
す
。
手
斧
や
ド
リ
ル
の
刃
は
青
銅

で
す
。
鉄
を
製
造
し
て
使
う
よ
う
に
な
る
の
は

新
王
国
時
代
よ
り
も
っ
と
後
の
、末
期
王
朝
時

代
で
す
。
曲か
ね
じ
ゃ
く尺な
ど
の
道
具
は
わ
ざ
わ
ざ
単
独

で
描
か
れ
て
、木
工
房
の
全
て
を
描
き
切
ろ
う
と

す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
合
板
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
誤
解
の

元
に
な
っ
た
シ
ー
ン
が
こ
れ
で
す（
図
３
）。

１
８
８
３
年
、エ
ジ
プ
ト
の
生
活
と
習
慣
に
つ
い

て
著
し
た
本
が
評
判
を
呼
び
、一
般
に
広
く
読
ま

れ
た
の
で
す
が
、著
者
の
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
※
１1

は
、こ
の
場
面
を
、職
人
が
膠
を
溶
か
し
て
塗
っ

た
り
、薄
板
を
基
材
に
貼
る
様
子
を
描
い
て
い
る

ん
だ
と
、つ
ま
り「
練
付
加
工
」の
シ
ー
ン
だ
と

説
明
し
ま
し
た
。

　
こ
の
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
の
記
述
は
、古
代
エ
ジ

プ
ト
に
お
け
る
接
着
剤
の
存
在
を
広
く
認
知
さ

せ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、ロ
エ
ー
ル
が

『
合
板
』の
発
見
を
報
告
し
た
と
き
に
、専
門
家

達
に
現
代
の
合
板
に
欠
か
せ
な
い
接
着
剤
の
有

無
を
問
う
こ
と
を
さ
せ
ず
、そ
の
存
在
を
す
ん

な
り
と
受
け
入
れ
さ
せ
る
素
地
と
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
１
９
４
２
年
は
世
界

で
合
板
の
有
用
性
が
求
め
ら
れ
盛
ん
に
作
ら
れ

て
い
た
頃
で
す
が
、こ
の
年
に
出
版
さ
れ
た「
現

代
の
合
板（T. D. Perry, M

odern Plyw
ood)

」

と
い
う
本
に
、合
板
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
既
に
作

ら
れ
て
い
た
と
書
か
れ
ま
す
。

ー
こ
の
壁
画
の
解
釈
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
合
板

の
認
識
を
後
押
し
し
た
と
？

　

驚
い
た
の
で
す
が
、「
合
板
ら
し
き
木
片
」が

発
見
さ
れ
る
以
前
の
１
９
２
７
年
に
出
版
さ

れ
た
専
門
書（E. V. Knight and M

. W
ulpi, 

Veneers and Plyw
ood

）に
、ウ
イ
ル
キ
ン
ソ

ン
が
用
い
た
レ
ク
ミ
ラ
の
壁
画
の
図
を
引
用
し

て
、早
く
も「
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
合
板
が
作

ら
れ
て
い
た
」と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

絵
か
ら
自
由
に
想
像
し
て
書
い
て
し
ま
っ
た
ん

で
す
ね
。
接
着
剤
の
有
無
を
調
査
し
た
キ
ベ
ル

は
、実
は
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
気
づ
い
た
の
で
は
な

い
か
、と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
ロ
エ
ー
ル
が
先

行
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
発
表
し
て
お
り
、当
時
、す

で
に
大
変
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
ま
す
。
結
局
、６
種
類
の
違
う
樹
種

の
板
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
は
、そ
の
後

「
合
板
ら
し
き
木
片
」の
話
題
か
ら
全
く
忘
れ
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
薄
板
を
重
ね
て
い
る
の

で
す
か
ら
、合
板
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
良
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
６
種
類
の
違
う
材

料
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
接
合
法
の
使
い

分
け
を
知
れ
ば
、も
っ
と
深
い
違
う
意
味
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
最

初
に
そ
の
情
報
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
が
為
に
皆

そ
の
事
実
を
忘
れ
、機
能
的
な
合
板
の
世
界
だ

け
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
今
に
至
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。現
代
で
は
Ｃ
Ｌ
Ｔ
※
１2
も
あ
り
、

益
々
、古
代
に
は
な
か
っ
た
技
術
的
概
念
が
生

ま
れ
て
い
ま
す
。
現
代
人
は
木
材
の
伸
縮
と
い

う
自
然
の
現
象
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
古

代
の
職
人
も
非
常
に
合
理
的
に
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
木
工
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
し
か
し
科
学

が
未
発
達
な
古
代
の
技
術
の
出
発
点
は
、私
た

ち
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
こ
を
丁
寧
に
見
て
い

く
と
ベ
ニ
ヤ
じ
ゃ
な
い
の
か
、な
ん
だ
つ
ま
ら
な

い
と
い
う
事
で
は
な
く
、発
想
の
違
い
を
知
る
こ

と
に
な
り
、そ
こ
に
木
工
研
究
の
う
え
の
重
要

さ
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
量
生
産
の
前

提
が
な
い
点
に
も
面
白
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

自
然
の
摂
理
の
中
で
手
を
動
か
し
な
が
ら
徹
底

的
に
考
え
抜
く
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
発
想
に
光

を
当
て
る
こ
と
は
、今
の
技
術
を
展
開
さ
せ
る
ヒ

ン
ト
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

美
し
い
木
目
に
込
め
た
思
い

ー
こ
の
論
文
の
最
後
に
、西
本
さ
ん
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
ま
す
。

「
愛
し
い
子
供
の
遺
体
を
囲
う
６
枚
の
木
の
層
の
細
工
は

外
か
ら
見
え
る
わ
け
で
も
な
く
、極
上
の
品
が
こ
の
世
に

齎も
た
らさ
れ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
第
一
義

に
求
め
た
の
は
強
い
板
で
は
な
く
、現
世
で
最
も
美
し

く
、芳
し
く
、優
れ
た
樹
種
を
さ
ま
ざ
ま
に
集
め
、来
世
に

向
か
う
子
供
に
手
向
け
る
行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。」　

※
一
部
抜
粋

　

何
も
塗
装
や
装
飾
の
な
い
木
を
美
し
い
と
思

う
心
、そ
れ
は
、私
が
研
究
し
て
い
る
木
箱
の
意

匠
解
明
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
す
。
そ
の

手
掛
か
り
が
建
築
家
カ
ー
※
１3
の
８
つ
の
宝
箱

※
１4
に
あ
り
ま
す
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
が
主
に
地

中
海
東
沿
岸
か
ら
輸
入
し
て
重
用
し
た
レ
バ
ノ

ン
ス
ギ
は
、強
く
、美
し
い
木
目
と
香
り
を
持
ち
、

カ
ー
の
箱
に
も
使
わ
れ
て
、と
て
も
高
価
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
色
を
塗
っ
た

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、塗
ら
ず
に
流
麗
な
木
目

を
そ
の
ま
ま
見
せ
た
箱
が
あ
り
、中
に
は
特
別
な

聖
油
壺
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
箱
に

は
、素
地
の
木
目
の
上
に
針
葉
樹
の
木
目
を
描
い

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
な
ん
で

す
、「
木
目
を
描
く
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
」と

考
え
ら
れ
ま
す
。
最
近
に
な
り
、若
い
研
究
者

が
木
棺
に
木
目
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
て

議
論
を
始
め
ま
し
た
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
特

に
針
葉
樹
の
木
目
に
愛
着
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
と
日
本
に
は
針
葉

樹
を
使
う
点
に
共
通
性
が
あ
っ
て
、そ
の
こ
と
が

木
工
意
匠
の
共
通
性
を
産
ん
だ
可
能
性
を
考
え

て
い
ま
す
。
針
葉
樹
の
木
組
み
は
、お
互
い
に
こ

じ
て
、お
互
い
に
変
形
と
復
元
を
く
り
返
し
、強

さ
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は

針
葉
樹
の
木
接
合
の
特
徴
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

西
洋
で
は
よ
く
オ
ー
ク
な
ど
の
堅
木
を
使
い
ま

す
が
、硬
い
木
は
、鉄
か
石
み
た
い
に
カ
チ
ッ
と

組
み
合
わ
せ
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
ス
ギ
は
柔

ら
か
い
の
で
、お
互
い
を
押
し
合
っ
て
、お
互
い

に
支
え
合
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
或
い
は
、

ち
ょ
っ
と
小
さ
め
な
穴
に
太
め
の
堅
木
の
ダ
ボ

を
ギ
ュ
ッ
と
押
し
込
ん
で
部
材
に
テ
ン
シ
ョ
ン

を
か
け
た
り
、木
組
み
が
外
れ
な
い
よ
う
に
固

め
た
り
、ダ
ボ
の
使
い
方
も
多
彩
で
す
。

　

小
さ
な
接
合
部
材
の
働
き
が
大
き
な
構
造
を

成
立
さ
せ
る
、総
持
ち
、と
い
う
考
え
も
日
本
の

木
工
が
誇
れ
る
持
ち
味
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
概
念
そ
の
も
の
が
も
の
す
ご
く
重
要
だ
と

思
う
の
で
、も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
も
っ
と
形
に

し
て
い
け
れ
ば
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の

木
工
を
知
ら
せ
る
力
に
な
れ
な
い
か
な
と
、エ
ジ

プ
ト
の
分
析
を
し
な
が
ら
も
思
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
木
工
の
こ
と
を
調
べ
て
い
く
と
、人
文
的
な

こ
と
も
自
ず
と
入
っ
て
き
て
、木
工
は
た
だ
の
技

術
で
は
な
い
と
常
に
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を

皆
に
知
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

（
次
号
に
続
く
）

木材の需要と供給のバランスは、その時期の木材利用と大きく関わってお
り、木材貿易は重要な要素になっています。過去には、多くの木材が東南ア
ジア地域から南洋材として輸入され、現状では、国産材の需要拡大のために
木材製品等の輸出を官民挙げて推進するようになってきています。巻頭言
インタビューでは、国産木材を輸出し、それを利用して木造住宅を中心とし
た建築をベトナムで展開しようとされているライフデザイン・カバヤ（株）
のベトナムにおける住宅の試行建築から、公共建築としてのモデル棟試行
建築、さらに将来の展開等についてお話を伺いました。木アラカルトでは、
古代エジプトにおける木材利用、特にその起源が古代エジプトであると言わ
れている合板について、古代家具木工史研究として新たな重要性を発見さ
れた建築家から、考古学研究の諸活動等について、ご紹介を頂きました。（S）

編・集・後・記

10：00～17：00（最終入館時間16：30）
※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。

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
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facebook HP Map

開館時間

休 館 日

所 在 地

木材・合板博物館のご案内

月曜日、火曜日、祝日、年末年始

入館無料
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※11　J. G. ウィルキンソン、1797‒1875
「英国エジプト学の父」とも呼ばれ、エジプト学
草創期の19世紀から研究書を残している。

※12　CLT（Cross Laminated Timber）
ひき板を繊維方向が直交するように並
べ、積層接着した木質系材料。

※13　カー（建築家）　紀元前1400‒1350頃
古代エジプトが最も領土を拡大した新王国時代・第18王朝に王墓造営の職人を統括した
人物。カーとその妻メリトの墓はルクソールの「王家の谷」近くにある職人の町・ディル・
アル＝マディーナの遺構から未盗掘で見つかった。総数40を超える木製家具一式（イタリ
ア・トリノエジプト博物館蔵）に王族ではないために貴石や金は使われないが、絢爛豪華な
ツタンカーメン王の家具一式（カイロ博物館蔵）と双璧をなす見事なコレクションである。

写真1　宰相レクミラの墓にある壁画の一部
図3　壁画の解釈を示したウィルキンソンの図（J. G. Wilkinson, The Manners and 
Customs of the Ancient Egyptians, 1883年）
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。
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●クレオパトラ７世
●クフ王

●ツタンカーメン王●ジョセル王

●カー・メリト
●宰相レクミラ

初期王朝時代
第1～2王朝 第3～6王朝 第11～14王朝

第15～17王朝
第21～25王朝

第7～11王朝
第18～20王朝 第26～31王朝

古王国時代 中王国時代 新王国時代 末期王国時代 プトレマイオス時代

BC3000年頃 BC2000年頃 BC1000年頃 BC30年頃

（建築家とその妻）図4　古代エジプト王朝の年代分布図
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の
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