
一見何げなく伸びている木にも成長
応力が蓄積されている。写真は森林総

合研究所の樹木園（つくば市）。

製材時に生じた材の反り。
半分に割った丸太から

板を切り出すときに、
成長応力が解放されることで

上下に反ってしまう。

乾燥機に入れられる前の
木材（上）と、

乾燥することで
反りのでた木材（下）
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木
材
の
利
用
で
は
、
切
っ
た
り
乾
か
し
た
り
と

い
っ
た
加
工
工
程
が
不
可
欠
で
す
。
そ
の
工

程
の
端
々
で
、
木
材
が
樹
木
と
い
う
生
き
も
の
で

あ
っ
た
と
き
の
痕
跡
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
こ
に
は
、
動
物
と
ち
が
っ
て
そ
の
場
を
動

く
こ
と
が
で
き
な
い
樹
木
が
成
長
す
る
上
で
の
生

存
戦
略
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

製
材
機
で
丸
太
を
板
材
な
ど
に
分
割
す
る
と
、

反
り
な
ど
の
変
形
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
変
形

は
、
樹
木
が
成
長
過
程
で
内
部
に
蓄
積
し
た“
成
長

応
力
”と
い
う
力
に
よ
る
も
の
で
す
。
同
じ
場
所
か

ら
一
歩
も
動
け
な
い
樹
木
は
、
成
長
に
伴
う
自
重

の
増
加
や
風
雪
な
ど
に
よ
っ
て
負
荷
を
受
け
ま
す
。

こ
れ
ら
の
力
の
作
用
に
対
し
、
樹
形
を
最
適
な
状

態
に
保
ち
続
け
る
た
め
の
生
存
戦
略
と
し
て
成
長

応
力
が
樹
木
の
内
部
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

成
長
応
力
と
い
う
痕
跡
は
、
樹
木
が
立
っ
て
い

る
間
は
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
ま
す
が
、
製

材
に
よ
っ
て
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
結
果
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
木
製
品
と

し
て
利
用
す
る
と
き
に
、
人
間
に
と
っ
て
は
不
都

合
な
変
形
が
ど
う
し
て
も
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

樹
木
を
木
材
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
は
、
光

合
成
や
細
胞
の
増
殖
と
い
っ
た
生
命
活
動
に

不
可
欠
な
水
と
い
う
痕
跡
も
適
切
に
除
去
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
蒸
気
の
熱
を
用
い
て
ス
ギ
材

を
人
工
乾
燥
す
る
場
合
、
乾
燥
機
の
中
で
お
よ
そ

10
日
前
後
の
時
間
を
か
け
て
乾
燥
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
乾
燥
の
工
程
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
と
、
木

材
に
変
形
や
割
れ
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
欠
点
が

顕あ
ら

わ
れ
て
き
て
、
木
製
品
と
し
て
の
利
用
に
支
障

を
き
た
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
木
製

品
が
樹
木
で
あ
っ
た
こ
と
や
木
製
品
に
な
る
ま
で

の
道
の
り
を
考
え
て
み
る
と
、
木
材
へ
の
愛
着
も

き
っ
と
倍
増
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
♣
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本
山
◉
土
井
さ
ん
に
、
お
料
理
と
木
を
め
ぐ
る
お
話

を
う
か
が
え
る
と
あ
っ
て
、
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら

や
っ
て
き
ま
し
た
。
木
の
道
具
は
、
台
所
で
も
い
ろ

い
ろ
な
場
面
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

土
井
◉
お
箸
を
は
じ
め
、
お
ひ
つ
や
お
し
ゃ
も
じ
、

お
寿
司
を
合
わ
せ
る
飯は
ん

切ぎ
り

（
飯
台
）
に
、
ま
な
板
な

ど
お
料
理
で
は
木
の
道
具
を
た
く
さ
ん
使
い
ま
す
。

木
の
道
具
は
食
材
を
守
っ
て
く
れ
る
し
、
使
う
人
に

も
楽
し
み
が
あ
る
し
、
使
い
込
む
と
ま
た
道
具
に
味

が
出
て
愛
着
が
生
ま
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
ご
は
ん
の

お
い
し
さ
は
ど
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

松
原
◉
炊
き
た
て
で
し
ょ
う
か
？

土
井
◉
た
し
か
に
炊
き
た
て
は
お
い
し
く
感
じ
ま
す

ね
。
そ
れ
は
炊
き
た
て
の
熱
々
と
い
う
触
覚
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
す
。
そ
れ
は
味
覚
的
に
お
い
し
い
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
触
覚
は
味
覚
に
優
先
し
ま

す
か
ら
、
あ
る
程
度
冷
め
な
い
と
ご
は
ん
の
味
は
わ

か
ら
な
い
も
の
で
す
。
ご
は
ん
に
限
ら
ず
お
か
ず
も

そ
う
で
す
。

松
原
◉
木
の
道
具
で
あ
る
お
ひ
つ
に
入
れ
て
お
く

と
、
ご
は
ん
が
お
い
し
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

土
井
◉
炊
き
上
が
っ
た
ご
は
ん
を
お
ひ
つ
に
移
す
こ

と
で
、
お
い
し
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
木
が

余
分
な
水
分
（
蒸
気
）
を
吸
っ
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。

そ
の
水
分
が
ご
は
ん
の
中
に
残
る
と
食
味
が
ど
ん
ど

ん
悪
く
な
る
し
、
傷
み
や
す
い
。
炊
き
た
て
の
ご
は

ん
を
お
ひ
つ
に
移
す
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
温
度

で
お
い
し
い
ご
は
ん
が
味
わ
え
ま
す
。
翌
朝
冷
た
く

な
っ
た
冷
や
ご
は
ん
、
ぷ
ん
と
ご
は
ん
の
匂
い
が
し

て
と
て
も
お
い
し
い
も
の
で
す
。
ご
は
ん
は
洗
っ
て

ザ
ル
に
あ
げ
、
30
分
ほ
ど
置
い
て
吸
水
さ
せ
た
洗
い

米
を
、
き
れ
い
な
水
で
水
加
減
し
て
、
す
ぐ
に
火
を
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入
れ
て
炊
き
ま
す
。
そ
れ
を
お
ひ
つ
に
移
す
と
格
別

で
す
。

　

現
代
人
は
、
お
料
理
は
味
付
け
だ
と
考
え
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
西
洋
的
な
考
え
方
で
、
和
食

の
お
い
し
さ
は
食
材
で
あ
っ
て
、
人
間
の
力
で
お
い

し
く
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
ん
で
す
ね
。「
和

食
で
は
何
も
し
な
い
こ
と
を
最
善
と
す
る
」
の
が
第

一
で
、
つ
ま
り
、
食
材
の
中
に
あ
る
お
い
し
さ
を
、

い
か
に
、
ま
ず
く
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
だ
か
ら
、
和
食
の
お
い
し
さ
は
人
間
が
つ
く
り

出
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
ま
す
。

松
原
◉
も
と
も
と
の
も
の
が
お
い
し
い
？

土
井
◉
一
木
か
ら
仏
を
彫
り
出
す
。
円
空
仏
＊
は
見

事
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
仏
さ
ま
を
見
る
と
木
の
中
に

す
で
に
仏
さ
ん
が
い
ら
し
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

人
間
は
仏
さ
ま
を
彫
り
出
す
の
で
す
。
一
方
、
西
洋

で
は
粘
土
な
ど
を
積
み
上
げ
て
姿
形
を
整
え
、
鋳
型

に
流
し
て
ブ
ロ
ン
ズ
像
を
つ
く
る
。
日
本
は
マ
イ
ナ

ス
的
彫
刻
で
、
西
洋
は
プ
ラ
ス
的
彫
刻
だ
と
わ
か
り

ま
す
。
料
理
も
お
な
じ
で
、
和
食
は
マ
イ
ナ
ス
的
調

理
、
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
西
洋
は
プ

ラ
ス
的
料
理
で
、
意
図
し
て
お
い
し
く
味
つ
け
を
す

る
ま
で
が
調
理
で
す
。
自
然
を
中
心
に
考
え
る
和
食

と
西
洋
と
で
は
、真
逆
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
り
ま
す
。

本
山
◉
私
は
専
門
が
環
境
心
理
学
で
、
内
装
に
木
を

使
っ
た
木
質
空
間
で
人
が
ど
う
感
じ
る
か
、
心
理
的

な
評
価
を
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
西
洋
人
と
日
本
人

と
で
は
、
木
質
空
間
に
対
す
る
感
じ
方
に
も
ち
が
い

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

土
井
◉
そ
う
な
ん
で
す
か
…
…
た
し
か
に
、
木
の
椅

子
に
座
っ
た
り
、
木
に
触
れ
た
り
す
る
と
、
心
地
が

よ
い
し
、
私
も
木
製
の
椅
子
を
使
っ
て
い
ま
す
。
以

前
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
木
に
触
れ
る
と
脳
内
に
癒
や
し
効
果

の
あ
る
ア
ル
フ
ァ
波
が
現
れ
る
と
い
う
の
を
見
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

本
山
◉
脳
活
動
や
心
拍
変
動
な
ど
生
理
的
な
面
か
ら

も
調
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
、
人
と
自
然
の
つ

な
が
り
や
距
離
感
と
い
う
点
か
ら
心
理
的
な
側
面
に

注
目
し
て
い
ま
す
。
お
料
理
だ
と
季
節
ご
と
の
素
材

の
ち
が
い
か
ら
自
然
を
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
木
質
空

間
で
人
は
自
然
を
ど
う
感
じ
と
っ
て
い
る
の
か
、
と

か
で
す
ね
。

土
井
◉
木
の
道
具
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
料
理
を

す
る
自
分
に
と
っ
て
も
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
自
然
物
で
あ
る
食
材
に
触
れ
る
と
元
気
に
な

る
の
と
お
な
じ
で
す
ね
。

　

市
場
の
人
が
元
気
な
の
は
、
大
自
然
と
仕
事
を
し

て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
食
材
と
い
う
自
然
に
触
れ

る
こ
と
で
人
間
は
元
気
に
な
る
。
そ
れ
は
、
木
に
触

れ
る
の
も
お
な
じ
で
す
ね
。
料
理
と
は
自
然
物
で
あ

る
食
材
と
の
対
話
だ
と
言
い
ま
す
。
畑
に
行
っ
て
穫と

れ
た
て
の
野
菜
を
見
る
と
う
れ
し
く
な
る
。
木
目
を

見
て
も
美
し
い
と
感
じ
る
し
、
切
り
た
て
の
木
は
、

い
い
匂
い
が
し
て
、
こ
の
上
な
く
清
ら
か
だ
と
思
い

ま
す
。
大
昔
の
人
は
皮
を
剥は

い
だ
白
木
に
神
さ
ま
が

現
れ
る
（
依よ

り

代し
ろ

）
と
信
じ
た
そ
う
で
す
ね
。

本
山
◉
私
の
母
は
木
の
道
具
が
好
き
で
よ
く
使
う
の

で
す
が
、
現
代
人
の
暮
ら
し
で
は
木
が
使
わ
れ
て
い

る
も
の
も
少
な
く
な
っ
て
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
が

希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

土
井
◉
縄
文
時
代
か
ら
、
私
た
ち
は
自
然
と
共
存
し

て
き
ま
し
た
。
大
昔
の
素
焼
き
の
土
器
か
ら
、
高
温

で
焼
き
上
げ
た
焼
き
締
め
、釉ゆ
う

薬や
く

の
か
か
っ
た
陶
器
、

そ
れ
に
磁
器
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
普
通
に
混
在
さ
せ

て
使
い
ま
す
。
漆
器
や
竹
の
道
具
も
そ
う
で
す
ね
。

こ
ん
な
国
は
他
に
な
い
の
で
す
が
、
前
時
代
的
な
も

の
も
一
緒
に
使
う
の
は
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
？　

本
山
◉
な
ぜ
っ
て
、
考
え
た
こ
と
も
な
い
で
す
。

土
井
◉
西
洋
で
は
自
然
と
人
間
の
間
に
哲
学
や
宗
教

が
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
に
は
、
自
然
と
人
の
間
に

宗
教
も
哲
学
も
何
も
な
い
、
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る

か
ら
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
時
空
を
超
え
て
、
ど
ん
な

時
代
の
焼
き
物
も
自
然
物
と
し
て
楽
し
め
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。
大
昔
に
人
は
人
間
が
つ
く
っ
た
器
も
、

神
さ
ま
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
多
様
な

焼
き
物
と
い
う
自
然
を
取
り
合
わ
せ
て
使
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
に
何
の
違
和
感
も
な
い
。
そ
う
し

た
自
然
観
が
、
日
本
人
の
美
意
識
を
生
み
だ
し
て
き

た
わ
け
で
す
。

本
山
◉
ふ
だ
ん
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
意

識
で
き
ま
せ
ん
が
、
縄
文
時
代
か
ら
続
く
日
本
人
の

自
然
と
の
関
わ
り
方
が
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の

暮
ら
し
に
も
、
連
綿
と
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

土
井
◉
そ
う
で
す
ね
、
人
間
は
自
然
の
一
部
だ
と
思

い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
箸
を
使
う
の
は
中
国
も
韓
国

も
お
な
じ
で
す
が
、
箸
を
横
に
置
く
の
は
日
本
だ
け

で
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
自
然
観
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。
自
然
と
人
間
の
間
に
境
を
引
く
の
は
結
界
で
す

ね
。
自
然
を
畏
怖
す
る
私
た
ち
人
間
と
自
然
と
の
間

に
境
を
引
く
。
大
昔
の
精
神
を
い
ま
で
も
残
す
名
残

り
で
す
。
お
膳
に
の
る
料
理
は
、
自
然
物
で
あ
る
神

さ
ま
で
す
。
お
膳
の
上
に
清
ら
か
な
自
然
物
が
あ
る

わ
け
で
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ご
は
ん
も
漬
物
も

味み

噌そ

汁
も
食
べ
も
の
は
み
ん
な
神
さ
ま
で
す
。

　
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
っ
て
箸
を
と
り
ま
す
。

茶
室
に
入
る
と
き
扇
子
を
横
に
置
く
と
か
、
落
語
家

さ
ん
が
扇
子
を
置
い
て
ご
挨
拶
し
て
話
し
始
め
る
と

い
う
の
も
お
な
じ
で
す
ね
。
そ
れ
は
す
べ
て
私
た
ち

の
自
然
観
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

松
原
◉
な
る
ほ
ど
。
食
事
と
は
自
然
と
人
間
の
関
係

を
改
め
て
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
、
そ
う
し
た
場
で

も
あ
る
の
で
す
ね
。

土
井
◉
食
事
は
食
べ
も
の
と
向
き
あ
う
時
間
な
ん
で

す
。
ご
は
ん
を
い
た
だ
く
こ
と
は
黙
っ
て
食
材
と
い

う
自
然
と
向
き
あ
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
子
ど
も

の
頃
は
よ
く
「
黙
っ
て
食
べ
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た

も
の
で
す
。
黙
食
が
当
た
り
ま
え
な
の
で
す
。

松
原
◉
お
料
理
で
木
の
道
具
を
使
わ
れ
る
と
き
に

は
、
樹
種
に
よ
る
ち
が
い
と
か
も
意
識
さ
れ
た
り
し

て
い
ま
す
か
？

土
井
◉
た
と
え
ば
、
ま
な
板
は
イ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
木

が
い
い
と
言
わ
れ
た
り
も
し
ま
す
が
、
い
ま
私
が

使
っ
て
い
る
ま
な
板
は
ヒ
ノ
キ
で
す
。
い
い
木
の
道

具
は
日
本
の
包
丁
に
や
さ
し
い
の
で
す
。
外
国
で
料

理
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
が
、
西
洋
の
ま
な
板
で

日
本
の
包
丁
を
使
う
と
、
ま
な
板
が
硬
く
て
す
ぐ
に

包
丁
が
切
れ
な
く
な
り
ま
す
。
日
本
の
木
の
ま
な
板

は
や
わ
ら
か
い
。
使
い
終
わ
れ
ば
、
た
わ
し
で
し
っ

か
り
洗
っ
て
乾
か
し
ま
す
。
木
の
ま
な
板
で
切
り
物

を
す
る
と
や
は
り
気
持
ち
が
い
い
の
で
す
。
樹
脂
製

の
ま
な
板
よ
り
も
、
丁
寧
に
き
ち
ん
と
や
ろ
う
と
い

う
気
に
な
り
ま
す
。
日
常
的
に
は
野
菜
を
切
る
こ
と

が
多
い
で
す
ね
。
お
刺
身
を
切
る
と
き
は
、
別
の
ま

な
板
を
使
っ
て
い
ま
す
。
生
で
食
べ
ま
す
か
ら
、
と

く
に
清
潔
な
ま
な
板
、
包
丁
、
布
巾
を
区
別
し
て
使

い
ま
す
。

　

お
刺
身
は
本
来
は
「
ハ
レ
＊
」
の
料
理
で
す
ね
。

Key Words  

円空仏（えんくうぶつ）

江戸時代前期の修験僧である円空（1632-

1695）が諸国をめぐりつつ彫った仏像群。

生涯に10万体以上を彫ったとされ、全国に

5000体ほどが現存している。木塊から鉈
なた

1本で（実際はいくつかの彫刻刀を使ったとされ

る）、いっきに彫りだした荒々しさが特徴。

『一汁一菜でよいという提案』

『一汁一菜でよいと至るまで』（新潮社）

Key Words  

「ハレ」と「ケ」

冠婚葬祭や年中行事などの非日常を「ハ

レ」、ふだんの日常の暮らしを「ケ」と区

別し、「ハレ」と「ケ」の時代的な変遷を比

較することで文化を読み解こうとする民

俗学における概念。民俗学者の柳田国男

が取り入れた。

＊＊

巻頭◉鼎談

お料理だと季節ごとの素材のちがいから自然を感じられますが、
木質空間で人は自然をどう感じとっているのか……。

土井 善晴（どい　よしはる）

1957年大阪府生まれ。大学卒業後、スイス、フランス、味
吉兆（大阪）で料理修行。土井勝料理学校勤務の後、1992年
に独立。「おいしいもの研究所」代表。料理研究家。十文字女子
大学副学長、東京大学先端研客員研究員、学習院女子大学講師、
甲子園大学客員教授。「一汁一菜」を提唱し食文化の振興・発信
に多大な貢献をしたことが評価され、2022年度 文化庁長官
表彰。著書に『一汁一菜でよいという提案』『一汁一菜でよい
と至るまで』（新潮社）、『おいしんもんには理由がある』（ウェッ
ジ）、『味つけはせんでええんです』（ミシマ社）ほか多数。

巻頭◉鼎談

食材という自然に触れることで人間は元気になる。
それは、木に触れるのもおなじですね。

本山 友衣（もとやま　ゆい）

1986年兵庫県生まれ。2009年聖心女子大学文学部教育学科
心理学専攻卒業。2016年日本大学大学院文学研究科博士後
期課程修了。博士（心理学）。科学警察研究所犯罪予防研究室 
研究補助員、日本大学文理学部人文科学研究所 研究員、日本
大学文理学部心理学科 助手を経て、2021年より森林総合研
究所木質構造居住環境研究室 主任研究員。専門は環境心理学
で、木質居住空間の心理的評価に関する研究に従事。共訳に『コ
ミュニティ犯罪学―個人と社会をつなぐ生態学アプローチ』

（公益財団法人日工組社会安全研究財団）。

☜土
井善
晴さ
んの
本
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「
ハ
レ
」
の
日
の
行
事
食
は
、
人
間
が
神
さ
ま
の
た

め
に
つ
く
る
料
理
で
す
。
だ
か
ら
、
ふ
だ
ん
よ
り
も

い
い
食
材
を
使
っ
て
、
手
も
時
間
も
か
け
て
、
き
れ

い
に
整
え
て
つ
く
り
ま
す
。
神
さ
ま
の
た
め
に
人
間

が
骨
を
折
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
祭
り
が
終
わ
れ

ば
、
お
供
え
物
を
下
ろ
し
て
き
て
、
神
さ
ま
と
人
間

が
共
食
し
ま
す
。

本
山
◉
「
ハ
レ
」
の
料
理
は
、
礼
を
尽
く
し
て
い
る

こ
と
が
伝
わ
る
よ
う
に
、
見
た
め
や
形
式
が
だ
い
じ

な
ん
で
す
ね
。

土
井
◉
そ
れ
に
対
し
て
、
日
常
の
「
ケ
」
の
料
理

は
、
人
間
が
自
分
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
の
た
め
に

つ
く
っ
て
食
べ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
慎
ま
し
く
、
い

う
な
れ
ば
「
一
汁
一
菜
」
で
よ
い
わ
け
で
す
。
そ
の

ほ
う
が
、
気
疲
れ
も
し
ま
せ
ん
し
、
お
い
し
く
い
た

だ
け
ま
す
。

松
原
◉
私
は
、
環
境
と
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
研
究

し
て
い
ま
す
が
、
心
身
相
関
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ

う
に
心
と
身
体
は
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
心
と

身
体
の
反
応
を
測
る
こ
と
で
、
自
然
が
人
に
も
た
ら

す
心
地
よ
さ
を
明
ら
か
に
し
た
く
て
研
究
を
進
め
て

い
る
の
で
す
が
、
い
ま
の
土
井
さ
ん
の
話
を
大
変
興

味
深
く
う
か
が
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
家
具
や
内

装
で
木
を
使
う
と
き
に
、
節
が
あ
る
材
は
人
目
に
つ

か
な
い
場
所
に
、
無
節
の
材
は
目
立
つ
場
所
に
と
使

い
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
無
節
の
見

た
目
き
れ
い
な
材
よ
り
も
、
節
が
あ
っ
た
り
ち
ょ
っ

と
個
性
的
な
木
目
模
様
が
入
っ
た
材
の
ほ
う
が
、
も

し
か
し
た
ら
私
た
ち
庶
民
の
日
常
の
暮
ら
し
に
は
向

い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

土
井
◉
食
材
も
木
も
自
然
物
で
す
か
ら
、
ひ
と
つ
と

し
て
お
な
じ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
食
は
何
も
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す

れ
ば
い
い
の
で
す
。

松
原
◉
自
然
の
ま
ま
に
木
を
使
う
こ
と
の
良
さ
を
再

発
見
し
て
い
か
な
い
と
も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
ね
。

土
井
◉
も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
。

松
原
◉
野
菜
に
し
て
も
木
材
に
し
て
も
、
曲
が
っ
た

り
歪ゆ

が

ん
だ
り
し
た
、自
然
の
ま
ま
の
も
の
の
ほ
う
が
、

私
た
ち
は
本
当
は
心
地
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

土
井
◉
そ
う
で
す
。
よ
り
自
然
的
で
い
る
こ
と
が
心

地
よ
い
。
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
引
い
た
線
の
ほ
う
が
温

か
い
も
の
で
し
ょ
う
。
多
少
歪
ん
だ
り
し
た
と
こ
ろ

の
あ
る
も
の
の
ほ
う
が
心
地
い
い
ん
で
す
。
料
理
で

も
、完
璧
な
も
の
は
日
常
的
な
料
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

完
全
な
千
六
本
切
り
と
か
は
居
心
地
が
悪
い
も
の
で

す
。
食
器
も
、
民み
ん

藝げ
い

の
器
の
よ
う
に
お
お
ら
か
な
も

の
の
ほ
う
が
良
く
て
、
ざ
っ
く
り
盛
ら
れ
た
ほ
う
が

お
い
し
そ
う
で
、
健
康
的
だ
と
思
い
ま
す
。

松
原
◉
自
然
の
ま
ま
の
心
地
よ
さ
と
い
う
こ
と
で
思

い
だ
し
ま
し
た
が
、
私
は
樹
木
の
香
り
が
人
の
心
や

身
体
に
ど
う
影
響
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
研
究
し
て

ま
し
て
、以
前
、レ
ス
ト
ラ
ン
の
内
装
に
木
材
を
使
っ

た
時
に
、
木
の
香
り
が
き
っ
と
喜
ば
れ
る
だ
ろ
う
と

考
え
た
の
で
す
が
、
じ
つ
は
…
…

土
井
◉
そ
ら
、
あ
か
ん
で
す
よ
。

松
原
◉
や
っ
ぱ
り
！　

お
客
さ
ん
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を

取
っ
た
と
こ
ろ
反
応
が
い
ま
い
ち
で
、
ち
ょ
っ
と

が
っ
か
り
し
た
事
を
思
い
だ
し
ま
し
た
。

土
井
◉
和
食
で
は
、
な
ん
の
音
も
し
な
い
、
何
も
匂

い
が
な
い
こ
と
が
基
本
で
す
。
料
理
屋
の
よ
う
に
、

何
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
ふ
と
い
い
香
り
が
し
た
な
と

思
っ
た
ら
、
そ
れ
は
ま
た
、
す
ぐ
に
な
く
な
る
と
い

う
の
が
い
い
で
す
ね
。

松
原
◉
な
る
ほ
ど
、
腑ふ

に
落
ち
ま
し
た
。

土
井
◉
と
は
い
え
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
木
の
香

り
を
か
ぐ
と
、
さ
わ
や
か
で
清
々
し
い
気
持
ち
に
な

り
ま
す
ね
。
人
間
や
は
り
森
に
入
る
と
元
気
に
な
り

ま
す
。
森
林
浴
を
し
て
、
森
の
空
気
を
た
っ
ぷ
り
吸

い
こ
む
と
、
眠
り
が
深
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
現
代

人
は
森
の
中
に
入
っ
て
過
ご
す
時
間
が
必
要
や
と
思

い
ま
す
。

　

料
理
の
下
に
葉は

蘭ら
ん

を
敷
く
と
か
、
わ
さ
び
と
一
緒

に
食
べ
る
と
か
は
、
古
く
か
ら
の
知
恵
で
、
植
物
の

持
つ
抗
菌
力
を
利
用
し
て
い
ま
す
が
、
森
の
木
々
の

放
つ
香
り
に
も
、
な
に
か
し
ら
の
抗
菌
物
質
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

松
原
◉
樹
木
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
香
り
物
質
＊

を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
抗
菌
性
を
持

つ
物
質
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

香
り
物
質
を
凝
縮
し
た
精
油
を
噴
霧
し
た
環
境
下
で

の
生
理
的
・
心
理
的
な
検
証
で
は
、
明
ら
か
に
森
の

木
々
が
放
つ
成
分
が
人
に
プ
ラ
ス
の
効
果
を
も
た
ら

す
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
森
の

持
つ
力
や
、
木
材
の
よ
さ
を
も
っ
と
多
く
の
人
に
再

発
見
し
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
山
◉
木
材
の
良
さ
と
い
う
点
で
い
う
と
、
木
は
壊

れ
た
り
歪
ん
だ
り
し
て
も
修
理
し
て
使
い
続
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
ね
。
最
後
に
は
燃
料
や
肥
料
に
も
な

り
ま
す
し
。

土
井
◉
漆
器
も
元
ど
お
り
塗
り
直
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
う
ち
に
あ
る
漆
器
は
も
う
何
回
も
塗
り
直
し
て

使
っ
て
ま
す
。

本
山
◉
そ
う
し
た
木
の
良
さ
が
、
な
か
な
か
体
験
的

に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
時
代
な
の
か
な
と
思
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

土
井
◉
た
し
か
に
、
も
の
を
直
す
ゆ
う
こ
と
を
、
い

ま
の
人
た
ち
は
あ
ま
り
し
な
い
。
金
づ
ち
で
釘
を

打
っ
た
り
、打
ち
間
違
っ
た
ら
釘
抜
き
で
抜
い
た
り
、

ノ
ミ
で
少
し
削
っ
て
調
整
し
た
り
と
か
。そ
も
そ
も
、

大
工
道
具
自
体
が
家
か
ら
な
く
な
っ
て
ま
す
。

本
山
◉
よ
り
多
く
の
人
が
木
質
の
も
の
を
使
う
よ
う

に
な
っ
て
、
使
っ
て
は
直
し
て
と
い
う
こ
と
を
繰
り

返
す
よ
う
な
暮
ら
し
が
ふ
つ
う
に
な
れ
ば
、
持
続
性

の
あ
る
社
会
の
実
現
に
向
か
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

松
原
◉
ち
ょ
っ
と
壊
れ
た
ら
捨
て
て
し
ま
う
使
い
捨

て
の
文
化
と
は
ち
が
っ
て
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
で
新
し

い
も
の
を
発
見
す
る
楽
し
さ
が
あ
る
文
化
を
育
め
る

と
い
い
で
す
ね
。
木
に
触
れ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
を

つ
く
る
こ
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
木
を
使
う
の

は
、面
白
い
こ
と
楽
し
い
こ
と
と
い
う
感
覚
を
ぜ
ひ
、

多
く
の
人
に
広
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

土
井
◉
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
暮
ら
し
の
楽
し
み
で

す
よ
。
文
化
と
い
う
の
は
幸
せ
に
な
る
た
め
の
普
遍

的
な
持
続
可
能
な
方
法
な
ん
で
す
。
食
事
の
時
間
と

か
、
洋
服
選
ぶ
と
か
、
部
屋
の
家
具
を
選
ぶ
と
か
、

あ
る
い
は
自
分
で
手
直
し
す
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ

に
こ
そ
、
生
き
る
喜
び
が
生
ま
れ
る
の
で
す
か
ら
。

本
山
◉
手
直
し
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
、
も
の
へ
の
愛

着
に
も
つ
な
が
り
ま
す
ね
。

　

土
井
さ
ん
の
著
書
の
中
に
、「
料
理
を
す
れ
ば
地

球
を
自
分
ご
と
と
し
て
考
え
ら
れ
る
＊
」
と
あ
り
ま

し
た
。
木
の
道
具
を
使
う
こ
と
も
、
そ
の
木
が
育
っ

た
森
、
そ
し
て
地
球
の
現
状
に
つ
い
て
自
分
ご
と
と

し
て
捉
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
よ
い
な
と
感
じ
ま

し
た
。
き
ょ
う
は
、
日
本
人
の
自
然
観
を
根
底
に
み

つ
つ
、
木
材
と
料
理
を
つ
な
ぐ
興
味
深
い
お
話
を
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

巻頭◉鼎談

曲がったり歪んだりした自然のままのもののほうが、
私たちは本当は心地いいのだと思います。

巻頭◉鼎談

漆器も元どおり塗り直すことができます。
うちにある漆器はもう何回も塗り直して使ってます。

Key Words  

樹木が出すさまざまな種類の香り物質

樹木はそれぞれに揮発性の有機化合物を放出し

ている。なかでも針葉樹に多い。細胞内にテル

ペン類を主とするさまざまな揮発性有機化合物

を含んでいて、それらの中には、抗菌・殺菌作

用を持つものもあり、抽出された精油が抗菌剤

や消臭剤などとして実用化されている。香り物

質によるリラックス効果も検証されている。

＊
P.153より＊

松原 恵理（まつばら　えり）

1977年福岡県生まれ。九州大学大学院生物資源環境科学府修
了。博士（農学）。教育学部で健康科学を学ぶ中で自然と人間
の関係に興味を持ち、農学系の博士課程へ進学。医学研究院
や農学研究院などで研究員として勤務後、2013年より森林総
合研究所に勤務。複合材料研究領域 主任研究員。専門は環境
生理学で、現在は内装の木質化や樹木の香り環境が人の心や
身体に与える影響に関する研究に従事。著書に『テルペン利用
の新展開』（共著 大平辰朗、宮澤三雄監修、シーエムシー出版）、

『木材学 基礎編・応用編』（共著 日本木材学会編、海青社）。

『おいしいもんには理由がある』（ウェッジ）

『味つけはせんでええんです』（ミシマ社）
☜土
井善
晴さ
んの
本

7 6Forestry & Forest Products Research Institute   No.68  2025巻頭◉鼎談　自然観でつながる木材と料理の世界



■   
暮
ら
し
の
中
の
木
の
道
具
、
家
具

　

木
材
は
、
古
く
か
ら
人
類
に
と
っ
て
最
も
重

要
な
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
家
の

中
を
見
ま
わ
せ
ば
、
そ
こ
に
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
木
材
で
つ
く
ら
れ
た
家
具
や
道
具
を
み

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

現
代
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
や
建
築
素
材
が
し

だ
い
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
新
素

材
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
、
木
材
が
私
た
ち

の
暮
ら
し
か
ら
少
し
遠
の
い
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

　

低
価
格
で
高
機
能
な
合
成
樹
脂
が
開
発
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
利
用
さ
れ
る
中
、
加
工
に

手
間
が
か
か
り
高
価
格
に
な
り
や
す
い
木
材
は
、

ど
う
し
て
も
商
品
と
し
て
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
す
。

と
は
い
え
、
木
材
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が

人
に
与
え
る
プ
ラ
ス
面
へ
の
影
響
を
考
え
る
な

ら
、
価
格
差
を
超
え
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
、

そ
こ
に
は
あ
る
と
い
え
そ
う
で
す
。

　

暮
ら
し
の
中
で
使
わ
れ
る
木
材
の
魅
力
と
は
、

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
機
能
面
に

加
え
て
人
の
生
理
的
・
心
理
的
な
側
面
か
ら
も
、

見
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

■   

伝
統
的
に
使
わ
れ
て
き
た
樹
種

　

暮
ら
し
の
中
で
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た

木
材
に
は
、
ど
の
よ
う
な
樹
種
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
、
マ
ツ
と
い
っ
た
針
葉

樹
は
入
手
し
や
す
く
加
工
も
し
や
す
い
こ
と
か

監修： 渋沢 龍也（研究ディレクター）
安部 久（木材加工・特性研究領域）   杉山 真樹（木材加工・特性研究領域）

暮らしの中の
木の魅力再発見

私たちは日々 、木の道具を使い、
木の床や柱、家具に囲まれて暮らしています。
合成樹脂などの新しい素材に置き換えられた

道具や家具もたくさんありますが、それでもまだまだ
木製の道具や家具が身近なところにあり、

ふしぎとそれらが暮らしに安らぎをもたらしてくれています。
あたりまえのように感じている木の心地よさですが、
なぜ、木は私たちを心地よくしてくれるのでしょうか？

研究の最前線から、
木の魅力を再発見してみましょう。

＊注 ：多孔質構造

左の写真のように、微細な孔
あな

が

たくさんあいている構造のこと。

（ヒノキの電子顕微鏡写真）

特集◉
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暮らしの中の
木の魅力再発見

特集◉

リラックスや癒やし

あたたかみやぬくもり

生活空間の心地よさ

樹種ごとの面白さ

衝撃安全性

断熱性

調湿作用

防虫、抗菌、消臭作用

樹種ごとの香り

人は、木のどこに惹
ひ

かれるのか？

木の魅力は、
どんなところにある？

あたたかみのある色や
美しい木目模様、ぬく
もりを感じるやわらか
な質感など、木を見て
触れることで良さを感
じられる。

硬さ、やわらかさ、重
さ、軽さ、緻密さなど
樹種ごとに個性があり、
用途によって使い分け
ることができる。

ストレスの軽減、免疫
力や睡眠の質の向上な
ど、木のある空間が人
の健康にさまざまな効
果をもたらす。

木材の多孔質構造＊に
よって衝撃を緩和して
くれるため、ぶつかっ
ても大きなけがにつな
がりにくい。

木 材 の 多 孔 質 構 造 に
よって、熱伝導性が低
い（熱の移動が小さい）の
で、触れたときの温度
変化を緩和してくれる。

木材に含まれる成分に
より、虫や菌に対する
抵抗力が生まれ、イヤ
な臭いをとりのぞいて
くれる。

木材が水分を吸着した
り放出したりするので、
室内空間が心地よい湿
度に保たれて過ごしや
すい。

色や光沢、木目模様、
質感、香りなど、木材
が持つ性質が人の心や
身体に落ち着きをあた
えてくれる。

木の種類や部位ごとに
さまざまな香りを持ち、
建材ばかりでなく、精
油やお香などでも気持
ちを和ませてくれる。
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0

拍 / 分μM

ら
、
昔
か
ら
建
材
と
し
て
多
用
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
同
時
に
、
木
材
の
性
質
や
特
徴
に
応
じ
て

樽た
る

や
桶お

け

な
ど
の
容
器
類
や
、
食
器
類
、
家
具
類
、

台
車
な
ど
身
近
な
道
具
の
素
材
と
し
て
も
欠
か

せ
な
い
も
の
で
し
た
。

　

針
葉
樹
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に

は
約
１
０
０
０
種
の
広
葉
樹
が
生
育
し
て
お
り
、

古
く
か
ら
日
本
人
は
、
硬
さ
、
や
わ
ら
か
さ
、

重
さ
、
軽
さ
、
材
の
緻
密
さ
、
意
匠
性
、
入
手

し
や
す
さ
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
に
樹
種
を
使
い
わ
け
て
き
ま
し
た
。
た
と
え

ば
、
硬
さ
や
強き

ょ
う

靭じ
ん

さ
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な

鋤す
き

、
鍬く

わ

な
ど
の
農
具
の
柄
に
は
ナ
ラ
や
カ
シ
が

用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
し
、
緻
密
で
き
め
細
か

い
ツ
ゲ
、
イ
ス
ノ
キ
、
ウ
メ
は
髪
の
毛
の
通
り

が
よ
い
こ
と
か
ら
櫛く

し

な
ど
に
用
い
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
ま
た
、
硬
い
ケ
ヤ
キ
は
臼
に
、
軽
く
て

吸
湿
性
に
優
れ
る
キ
リ
は
箪た

ん

笥す

な
ど
に
用
い
ら

れ
て
き
た
の
で
す
。

■   

樹
種
の
特
徴
と
心
地
よ
さ

　

伝
統
的
に
使
わ
れ
て
き
た
樹
種
に
は
機
能
面

だ
け
で
な
く
、
肌
ざ
わ
り
や
香
り
の
良
さ
、
き

め
細
か
さ
、
見
た
目
の
美
し
さ
な
ど
、
暮
ら
し

の
中
で
使
う
が
ゆ
え
の
別
の
魅
力
も
求
め
ら
れ

て
き
た
と
い
え
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
ケ
ヤ

キ
は
堅け

ん

牢ろ
う

で
あ
る
と
同
時
に
木
目
の
美
し
さ
か

ら
お
椀わ

ん

や
お
盆
、
家
具
類
な
ど
に
好
ま
れ
て
使

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
ト
チ
ノ
キ
は
比
較

的
軽
く
て
丈
夫
で
す
が
、
加
え
て
そ
の
木
目
は

美
し
く
意
匠
性
が
高
い
こ
と
か
ら
銘
木
と
し
て

お
盆
や
座
卓
の
天
板
に
好
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

キ
リ
が
箪
笥
の
素
材
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
理
由

に
は
、
先
に
述
べ
た
機
能
性
だ
け
で
な
く
、
肌

ざ
わ
り
の
良
さ
も
大
事
な
選
択
理
由
だ
っ
た
に

ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
木
材
の
見
た
目
の
美
し
さ
、
き
め

細
か
さ
や
肌
ざ
わ
り
の
良
さ
か
ら
人
は
だ
れ
し

も
心
地
よ
さ
や
優
し
さ
、
安
ら
ぎ
を
感
じ
と
っ

て
き
た
こ
と
は
体
験
的
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
実
際
に
そ
れ
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
影
響

を
人
に
お
よ
ぼ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

木
材
の
手
ざ
わ
り
（
接
触
温
冷
感
）
が
生
理
的

に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
査
し
た
実
験
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
実
験
に
よ
る
と
金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
に
触
れ
た
と
き
に
は
血
圧
が
上
昇
し
ま
す
が
、

木
材
に
触
れ
た
と
き
に
は
血
圧
の
変
化
は
よ
り

小
さ
い
も
の
で
し
た
。
こ
の
結
果
は
体
温
よ
り
も

冷
た
い
材
料
を
触
れ
た
時
の
身
体
へ
の
シ
ョ
ッ
ク

が
木
材
の
場
合
小
さ
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

香
り
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
？　

乳
児
を
対

象
と
し
た
生
理
反
応
の
調
査
で
は
、
木
材
の
香

り
は
、
乳
児
を
生
理
的
に
落
ち
着
い
た
状
態
に

さ
せ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

古
代
イ
ン
ド
や
中
国
で
は
仏
像
を
木
で
作
る

際
に
高
貴
な
香
り
を
持
つ
ビ
ャ
ク
ダ
ン
を
用
い

る
こ
と
が
最
良
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

香
木
と
し
て
お
香
な
ど
に
使
わ
れ
る
ビ
ャ
ク
ダ

ン
が
、
心
を
落
ち
着
か
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
、
昔
の
人
は
、
体
験
的
に
知
っ
て
い

暮らしの中の
木の魅力再発見

特集◉

森林総研の木材標本室には、30000

本の木から採取した世界のおよそ

8000種の木材標本が収められてい

ます。下記2次元コードからバーチャ

ルツアーをお楽しみください。

見た目の美しさと質感
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イタヤカエデ

トチノキ

ヤマザクラ

ホオノキ

ツゲ

クスノキ

ケヤキ

ブナ

スギ

ウメ

キリ

カヤ

ミズナラ

ヒノキ

イスノキ

キハダ

クリ

シラカシ

カラマツ

木の香りへの乳児の反応
樹木の香り成分のひとつであるα-ピネンを乳児にかがせたところ、脳活動（左）が活性
化したことから香りを感知しているものの、心拍数（右）が下がったことから、落ち着い
た状態になったことがわかる。　出典：日本生理人類学会誌 , 18 特(1), 118-119 (2013)

触れた時のショックの緩和
室温（24℃）においてさまざまな素材でできた
手すりを触った前後での血圧の変化を測定した
ところ，金属とプラスチックでは大きく血圧は上
がったのに対して、木材では塗装、無塗装とも血
圧の変化が小さいことから、木材に触れたときの
人体への影響が小さいことがうかがえる。
出典：J. Wood Sci., 67, 27 (2021)

落ち着いた！

脳が感知した 樹種によって、さまざまな表情、
さまざまな個性を楽しむことができる

ポ
リ
エ
チ
レ
ン

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

ミ
ズ
ナ
ラ
塗
装

ミ
ズ
ナ
ラ
無
塗
装

ヒ
ノ
キ
塗
装

ヒ
ノ
キ
無
塗
装

5
mmHg

4

3

2

1

0

肌ざわりや香りが心地いい

収
縮
期
血
圧
の
安
静
時
か
ら
の
変
化
量

酸
素
化
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
濃
度

心
拍
数

においのありなし

心拍数測定用
センサー

脳活動測定用
センサー

木材では、
血圧の変化が
少なかった

https://www2.ffpri.go.jp/labs/specimens/


た
の
で
し
ょ
う
。
森
林
総
研
等
の
調
査
に
よ
る

と
、
仏
教
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
当
初
の
飛
鳥
時

代
や
奈
良
時
代
に
制
作
さ
れ
た
一
木
彫
の
仏
像

の
多
く
が
木
材
に
独
特
の
香
り
を
持
つ
ク
ス
ノ

キ
や
カ
ヤ
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
ビ
ャ
ク
ダ
ン
が
生
育
し
て
い
な
い
日
本

で
、
香
り
を
通
し
て
人
々
に
仏
像
の
存
在
感
を

示
せ
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
樹
種
が
代
替
的
に
使

わ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

■  

木
質
空
間
が
も
た
ら
す
総
合
的
な
効
果

　

こ
の
よ
う
に
、
森
林
総
研
を
は
じ
め
と
す
る

各
機
関
の
研
究
で
、
か
つ
て
は
感
覚
的
に
し
か

捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
木
の
心
地
よ
さ
が
科

学
的
に
検
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
木
の
香
り
が
す
る
空
間
に
宿
泊

し
た
前
後
で
免
疫
細
胞
の
活
性
や
ス
ト
レ
ス
の

指
標
を
計
測
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
宿
泊
後
に
は

免
疫
力
が
あ
が
り
ス
ト
レ
ス
が
減
少
し
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
働
い
て
い
る
人

を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
と
睡
眠
計
測
の

調
査
結
果
か
ら
は
、
寝
室
で
の
木
材
利
用
の
程

度
と
快
適
さ
や
不
眠
と
の
関
係
が
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
オ
フ
ィ
ス
を
木
質
化
す
る
こ

と
で
仕
事
の
能
率
が
高
ま
る
こ
と
も
、
わ
か
っ

て
き
て
い
ま
す
。
勉
強
や
仕
事
に
集
中
す
る
こ

と
で
感
じ
る
精
神
的
な
疲
労
も
、
木
質
化
さ
れ

た
空
間
で
は
回
復
度
が
高
い
こ
と
が
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
木
質
化

直
後
か
ら
の
生
理
状
態
を
追
跡
調
査
す
る
と
、

時
間
が
経た

つ
ご
と
に
働
く
人
の
免
疫
力
が
向
上

し
、
心
理
的
に
も
徐
々
に
落
ち
着
い
て
く
る
こ

と
が
実
験
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

木
質
化
し
た
部
屋
で
は
湿
度
の
変
動
幅
が
小
さ

く
、
木
が
湿
度
を
調
節
し
て
快
適
な
生
活
環
境

に
す
る
こ
と
も
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
は
、
木
の
機
能
性
が
生

活
環
境
を
整
え
る
と
同
時
に
、
何
気
な
く
木
と

い
う
素
材
を
み
た
り
、
香
り
を
嗅
い
だ
り
、
触
っ

た
り
す
る
こ
と
で
、
人
は
癒
や
さ
れ
気
持
ち
が
落

ち
着
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ほ
か
の
素
材
と
異
な
り
、
視
覚
や
触
覚
、
嗅

覚
な
ど
人
の
感
覚
に
複
合
的
に
働
き
か
け
る
と

こ
ろ
が
、
木
材
な
ら
で
は
の
特
質
や
魅
力
と
い

え
そ
う
で
す
。

■   

国
産
材
を
利
用
し
た
暮
ら
し
の
木
質
化

　

古
く
か
ら
日
本
人
の
暮
ら
し
の
中
で
培
わ
れ

て
き
た
木
材
の
良
さ
を
も
う
い
ち
ど
見
直
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
樹
種
の
特
徴
を
活い

か
し
た
利
用
方

法
を
再
検
証
す
る
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に

求
め
ら
れ
る
分
野
と
な
る
で
し
ょ
う
。
日
本
の

森
林
で
育
ま
れ
た
木
材
を
現
代
の
家
具
や
器
具

な
ど
へ
利
用
す
る
こ
と
は
、
安
ら
ぎ
の
あ
る
心

地
よ
い
住
環
境
や
オ
フ
ィ
ス
環
境
を
生
み
だ
し

つ
つ
、
現
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
持
続
可
能
な

暮
ら
し
の
実
現
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。

　

木
材
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
性
を
再
発
見

し
、
積
極
的
に
生
活
空
間
を
木
質
化
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

生活環境や人への効果

▶注1 ：LF/(LF+HF)

一般に交感神経活動を表す指標で、心拍変動のLF(低周波)

成分とHF(高周波)成分の値を用いて算出される。この値

はストレス状態で大きく、リラックス状態で小さくなる。
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リラックスや癒やしの効果

寝室での木材利用の程度と快適さとの関係
木材の睡眠への効果を検証するために、働いている人を対象にアン
ケートと睡眠計測の調査を行ったところ、寝室内に木材の利用が多
いと回答したグループほど、快適さややすらぎを感じている割合が
高いことが示された。
出典：Morita E et al., J. Wood Sci.,66(10),(2020)

寝室での木材利用の程度と不眠との関係
寝室内に木材の利用が多いと回答したグループほど、不眠症の疑い
の割合が低かったことから、寝室に木材を取り入れることで、日常
の睡眠を改善できる可能性が示された。
出典：Morita E et al., J. Wood Sci.,66(10),(2020)

樹種ごとに異なる香りのリラックス効果
木材の精油を揮発させた空間と、そうでない空間（対照）で、計算課題を行わせながら交感
神経活動の変化を計測したところ、ヒノキ材の香りが漂う空間では計算中でもずっと低い
値を示し、リラックスして作業に取り組んでいたことが示唆された。
出典：Wood Sci.tech, 54:269‒286(2020)

一木彫の仏像にも、香りを持つ樹種が選ばれていた
仏像に使われる樹種はヒノキが主流と考えられていたが、調査したところ飛鳥
時代や奈良時代に作られた一木彫の仏像の多くが個性的な香りを持つクスノキ
やカヤで作られていることがわかった。木の香りも仏像の御利益に一役買った
のだろうか？　出典：仏像の樹種から考える古代一木彫像の謎．東京美術．(2015)金子啓明，
岩佐光晴，藤井智之，能城修一，安部久

木材の小さなかけらが入手できれ
ば、切片を作り（写真中央）、組
織を顕微鏡で調べることで、どの
樹種で作られたものか知ることが
できる。さらに近赤外分光法等で
非破壊で樹種を調べる技術を開発
したことで、仏像の樹種に関する
知見がさらに広がりつつある。
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寝室に木材利用が多い
と回答したグループほ
ど、不眠は少なかった。

樹種により香りの印象は異なる。実際
に空間に漂うヒノキとサワラの香りを
分析すると、香りの構成成分の組み合
わせや量が異なっていた。さらにリラッ
クスの程度にもちがいが表れることが
わかった。

寝室に木材利用が多いと回
答したグループほど、快適
さの割合が高かった。

作業中 休憩中

ヒノキ

サワラ

対照

カヤで作られた帝釈天立像
（静岡県河津町南禅寺所蔵）



大
径
材
の
木
取
り
を
く
ふ
う
す
る

　

製
材
を
す
る
と
き
に
、
木
の
曲
が
り
や
樹
心

の
位
置
、
節
や
割
れ
と
い
っ
た
丸
太
の
状
態
を
見

て
、
製
材
品
の
種
類
や
寸
法
、
ノ
コ
を
入
れ
る

位
置
を
決
め
る
こ
と
を「
木
取
り
」と
い
い
ま
す
。

木
取
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
丸
太
の
状
態
ご
と
に
、

で
き
る
だ
け
品
質
の
高
い
製
材
品
を
歩
留
ま
り

良
く
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

適
切
な
木
取
り
を
行
う
に
は
、
熟
練
し
た
技
術

を
必
要
と
し
ま
す
。
従
来
の
大
径
材
の
製
材
は

多
く
の
場
合
、
高
樹
齢
の
良
質
材
か
ら
手
間
を

か
け
て
和
室
の
内
装
材
な
ど
付
加
価
値
の
高
い

製
材
品
が
生
産
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
図
１

、
丸

太
も
高
値
で
取
引
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
一
方
、
戦
後
に
造
成
さ
れ
た
ス
ギ
を
は
じ
め
と

す
る
人
工
林
は
い
ま
成
熟
期
を
迎
え
、
大
径
材

の
供
給
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
主

体
は
、
節
が
多
く
年
輪
幅
が
広
い
な
ど
、
高
品

質
な
製
材
品
の
生
産
に
は
不
向
き
な
「
一
般
材
」

と
呼
ば
れ
る
グ
レ
ー
ド
の
丸
太
（
以
下
、「
一
般
大

径
材
」）
写
真
１

が
多
数
を
占
め
、
需
要
が
少
な
く

低
価
格
で
流
通
し
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
を
ふ
ま
え
て
森
林
総
研
で
は
、

樹
心
を
含
む
心
持
ち
平
角
や
、
樹
心
を
含
ま
な

い
心
去
り
平
角
な
ど
断
面
の
大
き
な
製
材
品
を

一
般
大
径
材
か
ら
生
産
す
る
技
術
の
開
発
を
推

し
進
め
て
い
ま
す
。
国
産
材
の
利
用
割
合
が
少

な
い
住
宅
の
梁は

り
・
桁
材
と
い
っ
た
建
築
構
造
用
の

部
材
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
図
２

、
大
径
材
の

需
要
拡
大
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

効
率
化
を
図
る
た
め
の
技
術
開
発

　
一
般
大
径
材
の
製
材
で
は
、
従
来
の

良
質
材
の
場
合
の
よ
う
な
製
材
方
法

で
は
採
算
が
取
れ
な
い
た
め
、
作
業

の
効
率
化
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
木
口
面
（
木
の
繊
維
方

向
に
垂
直
な
断
面
）
の
樹
心
位
置
を
認
識

し
て
木
取
り
写
真
２

に
反
映
さ
せ
る
芯

出
し
と
い
う
作
業
が
あ
り
、
こ
れ
に

は
多
く
の
時
間
が
費
や
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
製
材
品
の
曲
が
り
の
度
合
い

が
採
材
位
置
と
樹
心
位
置
と
の
関
係

で
変
わ
る
な
ど
、
一
般
大
径
材
の
製

材
に
お
い
て
芯
出
し
は
重
要
な
作
業

に
な
り
ま
す
。
森
林
総
研
で
は
、
製

材
機
械
メ
ー
カ
ー
と
連
携
し
て
AI
（
人

工
知
能
）
を
活
用
し
た
大
径
材
製
材
の

効
率
化
に
取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、

こ
こ
で
は
芯
出
し
の
作
業
時
間
短
縮

図２　一般大径材の利用
一般大径材は、梁や桁といった構造用の部材として利用することで、需要拡大を図ることができるが、

そのためには、木取りのくふうが必要となる。

写真２　熟練作業員による木取り
熟練した作業員は、丸太の状態を見て木取りを行い、ノコ

を入れる位置と順番を決定する。

写真１　一般大径材（木口面）
末口径44cm。節があり年輪幅も広く、高品質な製材品の

生産には不向きで需要が少ない。

の
要
と
な
る
樹
心
位
置
の
自
動
測
定
技
術
開
発

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

AI
を
活
用
し
た
大
径
材
製
材
の
効
率
化

　

こ
の
技
術
開
発
の
当
初
は
、
画
像
解
析
の
手

法
を
用
い
て
幾
何
学
的
に
樹
心
位
置
を
測
定
す

る
こ
と
を
試
み
ま
し
た
が
、
丸
太
の
木
口
面
の

年
輪
抽
出
が
難
し
い
な
ど
の
理
由
で
う
ま
く
い

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
AI
の
一
種
で
あ
る

図１　良質な大径材の利用
良質な大径材からは、品質の高い製材品を無駄なく木

取りすることができる。高品質の製材品は、内装材と

して柱や鴨
かも

居
い

、廻
まわり

縁
ぶち

などに使われている。

写真３　AIによる樹心位置測定のイメージ
ディープラーニングの手法を用いてさまざまなパターンの樹心の画像を教師データとして学習させることで、未

知の画像上における樹心の位置を正確に認識できるようになった。

樹心を中心に配置した領域の画像を教師データとして学習 未知の画像上で検出した領域の中心が樹心

デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
を
用
い
、
木
口
面

の
画
像
を
教
師
デ
ー
タ
と
し
て
与
え
学
習
さ
せ

た
と
こ
ろ
、
平
均
誤
差
２
㎜
の
精
度
で
樹
心
位
置

を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
写
真
３

。

　

現
在
は
、
ノ
コ
を
入
れ
た
後
に
現
れ
る
節
の
有

無
や
木
口
面
の
年
輪
の
様
子
な
ど
、
熟
練
作
業

員
が
木
取
り
の
判
断
材
料
と
し
て
い
る
他
の
要

素
に
つ
い
て
も
AI
で
自
動
測
定
す
る
技
術
の
開

発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
当
面
は
、
長
時
間

を
要
す
る
測
定
に
係
る
部
分
は
AI
が
担
い
、
自

動
測
定
し
た
情
報
に
基
づ
き
作
業
員
が
木
取
り

の
決
定
を
行
う
よ
う
な
、
人
と
機
械
が
協
働
す

る
形
で
の
大
径
材
製
材
の
効
率
化
を
目
指
し
て

い
ま
す
が
、
将
来
は
熟
練
作
業
員
の
木
取
り
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
継
承
し
た
AI
に
よ
る
自
動
製
材
が

可
能
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
AI
を
活
用
し

た
大
径
材
の
製
材
の
さ
ら
な
る
進
化
に
、
ぜ
ひ

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

枠組壁工法用部材
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九州支所 AIを活用して
大径材を製材する

Q1. なぜ研究者に？
　未来のエネルギーに関する研究をしたくて

大学入試では第 1 希望の工学部を受験したの

ですが、結果は第 3 希望の農学部林産学科に

合格となり、今の自分があります。

Q2. 影響を受けた人など
　カール・セーガンの『COSMOS』（朝日新聞

社）です。この本を読んだ頃は、宇宙飛行士に

なりたいと思っていました。

Q3. いまホットなマイテーマは？　

　大径材の利用が進み、国産材資源の循環利

用に貢献できればと思っています。

Q4. 若い人へ
　これは研究に限ったことではないのですが、

物事をいろんな角度から見るようにするとよ

いと思います。

廻縁

廻縁

鴨居

鴨居

梁・桁材 中大規模木造建築用部材

樹心

柱

柱

心持ち平角 心去り平角 幅広板



木
の
床
の
歩
き
や
す
さ
を
評
価
す
る
に
は

　

日
本
人
に
と
っ
て
、
長
い
歴
史
の
あ
る
木
の

床
は
馴な

染じ

み
深
く
、
そ
の
性
能
は
住
み
心
地
に

影
響
し
ま
す
。
中
で
も
歩
行
に
関
係
し
た
性
能

に
つ
い
て
は
、
転
び
や
す
さ
や
疲
れ
や
す
さ
に

影
響
す
る
こ
と
か
ら
、
床
の
物
性
と
歩
行
感
の

比
較
を
中
心
に
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
研
究
さ
れ
、

硬
さ
や
滑
り
や
す
さ
が
影
響
す
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
歩
行
は
人
の
身
体

活
動
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
の
生
理
面
か

ら
床
の
歩
き
や
す
さ
を
検
討
し
た
研
究
は
、
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
私
た
ち
の
研
究
室
で
は
、
表
面
性
状

の
異
な
る
２
種
類
の
床
仕
上
げ
材
と
硬
さ
の
異

な
る
２
種
類
の
床
下
地
材
を
組
み
合
わ
せ
た
４

種
類
の
木
の
床
、
お
よ
び
ビ
ニ
ー
ル
仕
上
げ
材

＋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
下
地
材
の
対
照
床
写
真
１

を

使
っ
て
、
裸は

だ
し足

の
時
と
、
靴
下
履
き
で
歩
い
た

時
の
足
の
表
面
筋
電
位（
筋
肉
の
活
動
量
を
示
す
値
）

を
測
定
し
写
真
３

、
歩
き
や
す
い
木
の
床
の
条
件

に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。

　

床
仕
上
げ
材
に
は
、
年
輪
の
凹
凸
が
強
調
さ

れ
た
“
凹
凸
仕
上
げ
材
”
と
、
滑
ら
か
に
加
工

さ
れ
た
“
平
滑
仕
上
げ
材
” 

写
真
２

を
用
意
し
、

下
地
材
に
は
厚
い
合
板
か
ら
な
る
“
硬
い
下
地

材
”
と
薄
い
合
板
＋
根
太
（
床
板
を
下
支
え
す
る
横

木
）
か
ら
な
る
“
軟
ら
か
い
下
地
材
”
を
用
意

し
ま
し
た
。

　

床
の
滑
り
や
す
さ
は
、
裸
足
で
は
、
凹
凸
仕

上
げ
材
と
平
滑
仕
上
げ
材
は
同
程
度
で
、
対
照

靴
下
履
き
で
の
歩
行

　

靴
下
履
き
で
は
、
裸
足
と
同
様
に
凹
凸
仕
上

げ
材
＋
硬
い
下
地
材
が
最
も
歩
き
や
す
い
一
方
、

他
３
つ
の
床
は
対
照
床
よ
り
も
歩
き
に
く
く
、

滑
り
や
す
さ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
（
図
１
右
）。
硬
い
下
地
材
で
は
、
裸
足

と
同
様
に
凹
凸
仕
上
げ
材
が
平
滑
仕
上
げ
材
よ

り
歩
き
や
す
い
と
い
う
結
果
で
し
た
が
、
軟
ら

か
い
下
地
材
で
は
逆
の
結
果
で
し
た
。
平
滑
仕

上
げ
材
＋
軟
ら
か
い
下
地
材
で
は
、
た
わ
み
に

よ
る
高
低
差
が
足
の
取
っ
掛
か
り
と
な
り
歩
き

や
す
か
っ
た
一
方
で
、
凹
凸
仕
上
げ
材
＋
軟
ら

か
い
下
地
材
で
は
、
下
地
材
の
不
安
定
さ
が
凹

凸
で
体
に
伝
わ
り
、
歩
き
に
く
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

歩
き
や
す
い
木
の
床
の
条
件

　

裸
足
と
靴
下
履
き
の
い
ず
れ
も
、
凹
凸
仕
上

げ
材
＋
硬
い
下
地
材
が
最
も
歩
き
や
す
い
こ
と

が
表
面
筋
電
位
の
測
定
か
ら
わ
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
履
物
や
仕
上
げ
材
と
下
地
材
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
り
、
歩
き
や
す
さ
が
変
化
す
る
こ

と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
か
ら
、
床
の
硬
さ
や
滑
り
や
す
さ
が
歩
行
に

影
響
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
本

床
が
最
も
滑
り
に
く
く
、
靴
下
履
き
で
は
、
平

滑
仕
上
げ
材
が
最
も
滑
り
や
す
く
、
凹
凸
仕
上

げ
材
、
対
照
床
の
順
に
滑
り
に
く
い
も
の
と
な

り
ま
す
。
硬
さ
に
は
仕
上
げ
材
の
影
響
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
対
照
の
床
は
、
４
種
類
の
木

の
床
よ
り
硬
い
床
で
す
。

裸
足
で
の
歩
行

　

図
１

に
歩
行
時
の
表
面
筋
電
位
を
示
し
ま
す
。

表
面
筋
電
位
が
低
い
こ
と
は
、
少
な
い
筋
肉
の

活
動
量
で
歩
け
る
、
す
な
わ
ち
歩
き
や
す
い
こ

と
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
表
面
筋
電
位
は
対
照

と
の
比
で
表
し
て
い
る
た
め
、
１
よ
り
低
い
値

は
対
照
よ
り
歩
き
や
す
い
こ
と
を
示
し
ま
す
。

　

測
定
の
結
果
、
裸
足
で
の
歩
行
で
は
、
ど
の

下
地
材
で
も
凹
凸
仕
上
げ
材
が
平
滑
仕
上
げ
材

写真１　4種類のモデル床と対照床
奥行7.2ｍの4種類の床を作成して用いた。対照床は実験室の床（い

ちばん左側）を使った。

写真２　凹凸仕上げ材（上）と平滑仕上げ材（下）の断面
年輪の凹凸が強調された凹凸仕上げ材と、表面を滑らかに加工し

た平滑仕上げ材を用意した。

写真３　裸足（左）と靴下履き（右）での歩行時における表面筋電位測定
それぞれの床と対照床を17人の被験者に歩いてもらい、足にとりつけた測定器で、

表面筋電位を測定した。歩行は、右足から踏み出して、10歩ほど歩く形で行った。

足に電極を装着してある。

図１　各床での歩行時における足の表面筋電位　
17人の被験者の平均値。対照床を歩いた時の値との比で表している。

よ
り
表
面
筋
電
位
が
低
く
、
歩
き
や
す
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
（
図
１
左
）。
裸
足
の
場
合
、

滑
り
や
す
さ
は
両
仕
上
げ
材
で
同
程
度
な
た
め
、

凹
凸
の
有
無
が
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
凹
凸
が
足
を
後
ろ
に
蹴
り
出
す
取
っ
掛
か

り
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
床
か
ら
の
圧
力
を

感
じ
る
足
裏
の
感
覚
は
立
っ
た
状
態
で
の
バ
ラ

ン
ス
維
持
に
影
響
す
る
た
め
、
凹
凸
で
床
か
ら

の
圧
力
変
化
を
感
じ
や
す
く
歩
行
バ
ラ
ン
ス
が

取
り
や
す
か
っ
た
こ
と
が
要
因
と
し
て
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
下
地
材
の
影
響
と
し
て
は
、
硬
い
下

地
材
の
床
が
、
さ
ら
に
硬
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
下

地
の
対
照
床
や
軟
ら
か
い
下
地
材
の
床
よ
り
歩

き
や
す
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

硬
す
ぎ
ず
軟
ら
か
す
ぎ
ず
適
度
な
床
の
硬
さ
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

研
究
に
よ
り
、
床
表
面
の
凹
凸
の
有
無
も
影
響

す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
結
果
は
、
よ
り
安
全
で
快
適
に
歩
け
る
木
の

床
の
開
発
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。
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森川 岳　Morikawa Takeshi　

構造利用研究領域
研究の森から

人の生理面から、
歩きやすい木の床の
条件を明らかにする

Q1. なぜ研究者に？
　幼少期に読んださまざまな研究者の伝記が

きっかけですが、大学のワンダーフォーゲル

部で各地の山々を歩く中で、木や森に関わる

研究に進む気持ちをかためました。歩くのが

好きなことは、木の床での歩行に関する研究

につながりました。

Q2. 影響を受けた人など
　高校、大学時代にさまざまな議論を交わした

同級生たちに影響を受けました。最も影響を受

けたのは、大学の同級生で、チャタテムシの研

究でイグノーベル賞を受賞した吉澤和徳氏で

す。彼の研究に対する姿勢からは、特に刺激を

受けました。

Q3. いまホットなマイテーマは？
　「バイオフィリックデザイン」と呼ばれる自

然の要素を建築や都市計画に取り入れ、居住

者の健康や幸福感を向上させる空間設計の研

究について、床をはじめとした木の内装を活
い

かせる分野として注目をしています。

Q4. 若い人へ
　研究の道に進む上では、外の世界のさま

ざまな現象に対する好奇心を持つことが大切

ですが、その好奇心を自分の内面にも向けて

みて下さい。なぜその現象が起こったのか？　

を追うだけでなく、なぜその現象に惹
ひ

かれた

のか？　と自分に問いかけ、その疑問の根源

を整理すると、外の現象もクリアに見えてき

ます。

硬い下地材

凹凸仕上げ材 凹凸仕上げ材

平滑仕上げ材 平滑仕上げ材

対照床 軟らかい下地材

表面筋電位
測定用センサー

表面筋電位
測定用センサー

凹凸仕上げ材

歩きにくい

表面筋電位
（対照床との比）

歩きやすい

裸足 靴下履き
1.3 1.6

1.2 1.4

1.1 1.2

1.0 1.0

0.9 0.8

0.8 0.6

0.7 0.4

凹凸仕上げ材

硬い下地材
軟らかい下地材

平滑仕上げ材

平滑仕上げ材



　

里
山
の
広
葉
樹
林
は
、
か
つ
て
は
人
々
の
暮

ら
し
を
支
え
る
燃
料
材
や
食
糧
、
生
活
資
材
な

ど
の
供
給
源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

日
本
で
古
来
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
広
葉
樹

利
用
の
知
恵
、
職
人
技
術
、
木
を
使
う
伝
統
や

文
化
か
ら
は
、
樹
種
の
特
性
を
見
極
め
適
材
適

所
に
利
用
し
て
き
た
先
人
た
ち
の
造ぞ
う

詣け
い

の
深
さ

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
現
在
の
広
葉
樹
林
は
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

樹
種
や
サ
イ

ズ
、
林
齢
の
揃そ
ろ

っ
た
人
工
林
と
は
異
な
り
、
広

葉
樹
林
は
姿
か
た
ち
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
の

た
め
、
資
源
の
見
積
も
り
や
規
格
の
揃
っ
た
材

の
安
定
供
給
が
難
し
く
、「
一
山
い
く
ら
」
で
多

く
が
チ
ッ
プ
な
ど
の
低
質
材
と
し
て
安
い
価
格

で
取
引
さ
れ
て
い
る
現
状
で
す
。

　

広
葉
樹
林
は
、
生
物
多
様
性
を
は
じ
め
と
し

た
多
岐
に
わ
た
る
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
を
も
つ
環

境
要
素
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
機
能
の
中
で
木
材

生
産
は
ほ
ん
の
一
つ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
木

材
を
生
産
す
る
た
め
に
環
境
と
し
て
の
多
様
な

多様な広葉樹を未来に繋
つな

ぐ　

山下 直子　Yamashita Naoko

関西支所

昨年4月14日、茨城県つくば市内で開かれた科学技術
週間プレイベントに出展した森林総研のブース

昨年4月19日開かれた一般公開「春の森林講座」の樹木
園見学ツアー

公
開
イ
ベ
ン
ト
「
春
の
森
林
講
座
」
を
開

催
し
ま
す
。
お
な
じ
内
容
の
午
前
の
部（
９

時
半
か
ら
）
と
午
後
の
部
（
１
時
半
か
ら
）

の
２
部
制
で
、
研
究
員
に
よ
る
講
演
と
樹

⽊
園
⾒
学
ツ
ア
ー
を
予
定
し
ま
す
。
参
加

に
は
公
式
サ
イ
ト
「
申
込
み
フ
ォ
ー
ム
」

か
ら
の
事
前
予
約
が
必
要
で
、
午
前
・
午

後
そ
れ
ぞ
れ
60
名
の
定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
り
ま
す
。
参
加
無
料
。
詳
し
く
は
公

式
サ
イ
ト
の
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

る
、
と
い
う
全
道
で
共
通
し
た
傾
向
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

本
研
究
の
結
果
は
、
人
工
林
内
で
の
保

全
活
動
が
、
こ
れ
ま
で
に
大
き
く
減
少
し

て
き
た
開
放
地
性
種
や
天
然
林
性
種
の
回

復
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

本
研
究
成
果
は
、
２
０
２
４
年
12
月
12
日
に

E
c
o

lo
g

ic
a

l A
p

p
lic

a
tio

n
s

誌
で
オ
ン
ラ
イ
ン

公
開
さ
れ
ま
し
た
。次

号
予
告

　

６
月
発
行
予
定
の
次
号
69
号
で
は
、
53

号
「
森
の
昆
虫
。
採
集
と
観
察
」（
２
０
２
１

年
６
月
発
行
）
の
続
編
「
森
の
昆
虫
Ⅱ　

飼
育
と
観
察
」（
仮
）
を
お
届
け
し
ま
す
。

昆
虫
を
飼
育
し
て
観
察
す
る
楽
し
さ
を
は

じ
め
、
農
林
業
害
虫
を

防
除
す
る
技
術
の
研
究

開
発
を
特
集
す
る
予
定

で
す
。
巻
頭
の
鼎て

い

談だ
ん

で

は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
「
ダ
ー

ウ
ィ
ン
が
来
た
！
」「
ワ

イ
ル
ド
ラ
イ
フ
」
な
ど

で
生
き
物
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
を
手
掛
け
て
い

る
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
山
本

伊
智
郎
さ
ん
を
お
招
き

し
、
自
然
へ
の
対
し
方

や
観
察
の
仕
方
な
ど
に

つ
い
て
関
西
支
所
の
向

井
裕
美
主
任
研
究
員
、

東
北
支
所
の
高
梨
琢
磨

研
究
グ
ル
ー
プ
長
と
語

り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
お
楽
し
み
に
！

◀持続可能な開発目標 (SDGs）

森林総合研究所は、森林・林業・木

材産業等の幅広い研究を通して、国

連の持続可能な開発目標（SDGs）

の達成に積極的に貢献しています。

該当する目標と記事のページ数は、

左記の通りです。

P.3, 8, 16 P.14, 18 P.3, 8, 14, 16

P.3, 8, 14, 
   18, 20

P.3, 8, 14, 
   18, 20

ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

農
林
業
の
発
展
に
伴
う
土
地
利
用
の
変

化
は
草
地
や
湿
地
、
老
齢
林
を
減
少
さ
せ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
生
物
多
様
性
の

減
少
傾
向
を
増
加
へ
と
反
転
さ
せ
る
国
際

目
標
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
を
達

成
す
る
た
め
に
は
、
管
理
さ
れ
た
土
地
に

お
け
る
保
全
活
動
も
重
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
研
究
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
や
季

節
の
鳥
類
の
保
全
に
つ
な
が
る
人
工
林
管

理
策
を
探
る
た
め
、
北
海
道
各
地
で
針
葉

樹
人
工
林
と
天
然
林
に
生
息
す
る
鳥
類
を

調
査
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
10
年
生
未

満
の
幼
齢
人
工
林
に
は
繁
殖
期
に
開
放
地

性
鳥
類
が
多
く
生
息
し
、
人
工
林
内
に
少

し
で
も
広
葉
樹
が
混
交
す
る
と
多
く
の
天

然
林
性
鳥
類
の
個
体
数
が
大
き
く
増
加
す

科
学
技
術
週
間
プ
レ
行
事
に
出
展

　

今
年
の
第
66
回
科
学
技
術
週
間
（
４

月
14
～
20
日
）
の
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
、
４
月
12
日
（
土
）
に
茨
城
県
つ
く

ば
市
内
で
開
か
れ
る
研
究
体
験
イ
ベ
ン

ト
「S

C
IE

N
C

E
 &

 T
E

C
H

N
O

LO
G

Y
 

P
R

E
 E

V
E

N
T

２
０
２
５
」
に
森
林
総

合
研
究
所
も
ブ
ー
ス
出
展
し
、
研
究
紹
介

や
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
も
楽
し
め
る
同
イ
ベ
ン
ト
は
午

前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
、
つ
く
ば
セ

ン
タ
ー
広
場
な
ど
で
開
か
れ
、
入
場
無
料

（
一
部
体
験
は
参
加
費
要
）
で
す
。
昨
年
は

市
内
13
の
研
究
機
関
や
大
学
が
参
加
し
、

約
１
５
０
０
人
が
来
場
し
ま
し
た
。
つ
く

ば
ま
ち
な
か
デ
ザ
イ
ン
主
催
、
つ
く
ば
市

な
ど
共
催
。
ご
来
場
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

一
般
公
開
「
春
の
森
林
講
座
」

　

今
年
の
第
66
回
科
学
技
術
週
間
（
４
月

14
～
20
日
）
の
一
環
と
し
て
、
森
林
総
合

研
究
所
は
４
月
18
日
（
金
）、
地
域
の
方
々

な
ど
に
研
究
所
を
知
っ
て
い
た
だ
く
一
般

お問い合わせ
森林総合研究所
企画部　広報普及科　広報係　
TEL　029-829-8372
Emall　kouho@ffpri.affrc.go.jp

プレスリリース等の最新
情報はこちらから→

https://www.ffpri.affrc.
go.jp/index-r.html

令 和 ７ 年 度 　 森 林 講 座 の お 知 ら せ

　森林・林業や木材への関心や理解を深めていた
だこうと、一般の方々を対象にした「森林講座」を
多摩森林科学園森の科学館で新年度も開きます。
受講無料。

◆受講申込み
　メールまたは往復はがきで、講座名と受講人数

（最多3人まで）、受講者（複数人の場合は代表者）
の郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記して下記
の申込先にお送りください。講座開催日の前月1
日から受け付け、先着順で定員30名に達し次第、
または開催2日前に締め切ります。詳しくは下記

「森林講座（2025年度）」ページをご覧ください。

◆講座会場・申込先・問合せ先

多摩森林科学園
メール：shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp
〒193-0843 
東京都八王子市廿里町1833-81
お問合せ電話：042-661-1121

◆「森林講座（2025年度）」ページ
開催時間 ： 毎回 午後1時15分〜3時
日付調整中の講座開催日は決まりしだい、
右記二次元コードのURLにてご案内します。

6月13日（金曜日）

「樹木に不可欠な水は
　　　　　  木材利用の悩みの種」
鳥羽 景介 （木材加工・特性研究領域） 

7月11日（金曜日）

「ボルネオの森のきのこと昆虫」
山下 聡 （生物多様性・気候変動研究拠点） 

8月20日（水曜日）

「シカは減っているのか？
効率的な個体数管理のためのメスジカの捕獲」

鈴木 圭 （九州支所） 

9月19日（金曜日）

「野と林の近現代史」
八巻 一成 （関西支所）

10月24日（金曜日）

「木の香りを活かして、
　　　　　  生活を少し豊かに」
森川 卓哉 （森林資源化学研究領域）

11月21日（金曜日）

「雪と森林」
勝島 隆史 （森林防災研究領域（十日町試験地）） 

12月（日付調整中）

「固有種の宝庫、小笠原諸島の
　　林木遺伝資源保全に向けた取組」
玉城 聡 （林木育種センター遺伝資源部） 

1月22日（木曜日）

「日本へとつながるアジア大陸の人類移動
　  氷河期の森林拡大が要因だった」
志知 幸治 （四国支所） 

2月5日（木曜日）

「赤トンボの知られざる旅
－生息地のつながりを理解しよう－」

東川 航 （九州支所） 

設置前
機
能
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
う
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
生
産
さ
れ
た
材
は
丁
寧
に
仕
分
け
ら
れ

る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
約
９
割
が
チ
ッ
プ
と
し

て
安
い
値
段
で
流
通
し
て
い
る
の
で
す
。
一
度

失
わ
れ
た
資
源
が
再
生
す
る
に
は
何
百
年
と
い

う
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
今
後
は
、
利
用

後
の
森
林
再
生
の
行
方
を
し
っ
か
り
見
定
め
る

た
め
の
調
査
研
究
も
必
要
で
す
。

　

広
葉
樹
林
が
も
つ
多
様
性
は
、
未
来
に
残
す

べ
き
財
産
で
す
。
次
世
代
の
更
新
木
が
担
保
さ

れ
た
場
合
の
み
材
を
供
給
す
る
と
い
っ
た
持
続

性
を
重
視
し
た
地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
支
援
す
る
企
業
も
増

え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

（
２
０
２
３
年
10
月
13
日
開
催
講
座
よ
り
）

森
林
総
合
研
究
所
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
貢
献
す
る
人

工
林
管
理—

定
期
的
な
伐
採
・
植
林
と
広
葉

樹
の
保
持
が
鳥
類
保
全
の
鍵—

　

森
林
総
合
研
究
所
と
北
海
道
大
学
の
研

究
グ
ル
ー
プ
は
、
定
期
的
な
人
工
林
の
伐

採
・
植
林
が
開
け
た
環
境
を
好
む
鳥
類
（
開

放
地
性
種
）
の
回
復
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
う
る
こ
と
、
少
量
の
広
葉
樹
を
人
工

林
内
に
保
持
す
る
こ
と
が
広
葉
樹
天
然
林

を
好
む
鳥
類
（
天
然
林
性
種
）
の
保
全
に
効

果
的
で
あ
る
こ
と
を
、
北
海
道
全
域
で
の

繁
殖
期
（
春
）
と
冬
期
の
調
査
に
よ
り
明

人工林伐採時に混交した広葉樹の一部を残す「保持林業」の実証実験地
（北海道有林）
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祇
ぎ

園
おん

祭などの祭礼行事に用

いられる山
やま

鉾
ほこ

や曳
ひき

山
やま

、屋台

の車軸にはアカガシが使わ

れてきた。現在、アカガシ

は全国的に不足しており、

流通量はごくわずかしかな

いが、その一方で、全国各

地の山鉾や曳山、屋台など

の部材は定期的に修理が必

要で、アカガシの育成が各

地の祭りの継承にとって大

きな課題となっている。写

真は滋賀県日野町の曳山。

mailto:shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp
mailto:kouho@ffpri.affrc.go.jp
https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/kengakuannai/event/shinrinkouza/2025kouza.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/index-r.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/index-r.html

