
日
本
の
代
表
的
な
常
緑
針
葉
樹
に
ヒ
ノ
キ
が
あ

り
ま
す
。
材
の
色
が
美
し
く
、芳
香
が
し
て
、

強
度
も
あ
り
、
湿
気
に
強
く
、
加
工
し
や
す
い
樹
木

で
す
。
古
語
で
「
ヒ
」
と
い
う
音
は
「
良
い
」
を
意

味
す
る
た
め
、
ヒ
ノ
キ
は
「
良
い
木
」
を
意
味
す
る

と
の
説
が
あ
り
ま
す
。
法
隆
寺
の
建
築
材
と
し
て
用

い
ら
れ
た
よ
う
に
、
ヒ
ノ
キ
は
日
本
家
屋
の
代
表
的

な
建
築
材
と
し
て
、
い
つ
も
私
た
ち
の
そ
ば
に
あ
り

ま
し
た
。「
檜ひ
の
き

舞ぶ

台た
い

」「
総そ
う

桧ひ
の
き

造づ
く

り
」「
檜ひ

皮わ
だ

葺ぶ
き

」
な

ど
の
言
葉
も
あ
り
ま
す
ね
。

ヒ
ノ
キ
科
ヒ
ノ
キ
属
は
世
界
に
６
種
あ
り
ま

す
が
、
い
ず
れ
も
海
岸
線
か
ら
２
５
０
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
圏
内
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
意
外

な
こ
と
に
海
洋
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
樹
木
の
よ

う
で
す
。
日
本
の
ヒ
ノ
キ
属
に
は
ヒ
ノ
キ
と
サ
ワ
ラ

の
２
種
が
あ
り
ま
す
。
今
日
、
ヒ
ノ
キ
の
天
然
木
を

多
く
観
察
で
き
る
場
所
は
長
野
県
木
曽
地
方
と
岐

阜
県
東
濃
地
方
で
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
産
出
さ
れ

た
天
然
の
ヒ
ノ
キ
材
は
、
年
輪
が
密
で
あ
る
こ
と
が

特
徴
で
「
木
曽
ヒ
ノ
キ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

木
曽
地
方
は
、
年
間
降
水
量
が
２
０
０
０
ミ
リ

を
超
え
る
多
雨
地
域
で
、
か
つ
火
山
起
源

の
酸
性
火
成
岩
の
分
布
域
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
地
面
に
は
ポ
ド
ゾ
ル
土
壌
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
こ

の
土
壌
は
強
酸
性
で
地
力
が
痩
せ
て
い
る
た
め
、
落

葉
広
葉
樹
だ
け
が
優
占
す
る
こ
と
な
く
、
ヒ
ノ
キ
な

ど
の
常
緑
針
葉
樹
が
混
交
し
た
林
が
育
ち
ま
す
。

安
土
桃
山
時
代
か
ら
伐
採
・
利
用
さ
れ
続
け
て

き
た
木
曽
ヒ
ノ
キ
で
す
が
、
そ
の
資
源
量
は

再
生
と
減
少
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
い
ま
で
も

木
曽
ヒ
ノ
キ
は
神
社
仏
閣
な
ど
日
本
の
大
切
な
文

化
財
の
修
復
に
欠
か
せ
な
い
木
材
で
す
。
今
後
も
減

ら
す
こ
と
な
く
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
、
地
域
や
関

係
者
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。　
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赤沢自然休養林

木曽地方の代表的なヒノキの美林

緻密な木曽ヒノキの材

冷涼な気候でゆっくりと育つこと

から年輪幅が密で、狂いの少な

い緻密な材となる。
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