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ヒ
バ
と
は

ヒ
バ
は
ヒ
ノ
キ
科
の
常
緑
針
葉
樹
で
、

青
森
凛
や
新
潟
県
佐
渡
島
に
多
く
分
布
す

る
ほ
か
、
東
北
各
地
に
も
点
在
し
て
い
ま

す
。
ヒ
バ
の
泣^

基
本
種
は
ア
ス
ナ
ロ
と
い

い
、
こ
ち
ら
は
青
森
県
か
ら
鹿
児
島
県
ま

で
分
布
し
て
お
り
、
富
山
県
や
石
川
県
で

は
ア
テ
と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ヒ
バ
の
仲
間
は
地
方
名
が
多
く
て
や
や
こ

し
い
の
で
す
が
、
表
ー
を
み
た
ら
少
し
整

理
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ヒ
バ
の
葉
は
ヒ
ノ
キ
の
葉
を
厚
ぼ
っ
た
＜

し
た
感
じ
で
ヒ
ノ
キ
と
の
違
い
は
す
ぐ
に

わ
か
り
ま
す
（
写
真
1
)
。
ヒ
バ
と
ア
ス

ナ
ロ
は
球
果
の
形
が
違
う
（
ア
ス
ナ
ロ
の

球
果
は
突
起
が
あ
る
）
ら
し
い
の
で
す
が

葉
で
は
見
分
け
が
つ
き
ま
せ
ん
。
ヒ
バ
の

材
は
防
菌
成
分
を
持
つ
ヒ
ノ
キ
チ
オ
—
ル

を
多
く
含
む
た
め
耐
久
性
が
高
く
、
建
築

材
や
風
呂
桶
、
外
装
材
に
使
わ
れ
ま
す
。

神
社
仏
閣
な
ど
大
径
で
耐
久
性
の
高
い
材

が
必
要
な
と
こ
ろ
は
ヒ
バ
が
活
躍
す
る
場

に
な
っ
て
い
ま
す
。
青
森
県
は
ヒ
バ
の
一

大
生
産
地
で
、
木
材
を
大
量
に
産
出
し
て

い
ま
し
た
が
、
現
在
は
生
産
量
が
減
り
、

択
抜
や
間
伐
に
よ
る
材
が
わ
ず
か
に
出
て

ヒ
バ
の

表 1.ヒバとアスナロの違い

和名 学名 分布 形態 別名

アスナロ Thujopsis do/ab「ata

ヒバ
Thujops is do I ab「ata
var. hondae 

宇示
自木木

～鹿児島

北海道南部

～栃木

球果に突起がある
アテ

（富山 •石川）

球果は丸い ヒノキアスナロ来

※こちらの方が標準和名ですが、本稿では東北で普通に使われる「ヒバ」を採用しています

く
る
だ
け
で
す
。
ま
れ
に
植
林
さ
れ
ま
す

が
、
成
長
が
遅
い
た
め
、
材
が
と
れ
る
よ

う
に
な
る
ま
で
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
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写真 1 ヒバの葉

※
分
類
学
で
変
種
な
ど
の
基
本
と
な
る
種
の
こ

と
。
表
ー
で
ヒ
バ
の
学
名
に
あ
る
var
は
変
種

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す

天
然
更
新
で
木
材
生
産
で
き
る
ヒ
バ
林

ヒ
バ
は
日
本
産
の
針
葉
樹
の
中
で
、
天

然
更
新
に
よ
り
持
続
的
に
木
材
を
生
産
で

き
る
唯

一
の
樹
種
と
い
っ
て
も
過
―
―
-0

で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ヒ
バ

は
耐
陰
性
が
高
く
、
伏
条
更
新
す
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ヒ
バ
は
非
常
に
耐
陰

性
が
強
く
、
か
な
り
暗
い
林
内
で
も
稚
樹

が
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
他
の

樹
種
な
ら
枯
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
を
何
年

も
、
時
に
は
何
十
年
も
耐
え
忍
び
、
択
抜

等
で
明
る
く
な
っ
た
と
き
に
成
長
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
も
う

―
つ
の
特
徴
で
あ

る
伏
条
更
新
は
日
本
海
側
の
ス
ギ
で
も
見

ら
れ
る
更
新
の
様
式
で
、
積
雪
期
に
細
い

枝
が
地
面
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
根
が
生
え
、

無
性
的
に
個
体
数
が
増
え
ま
す
。
森
林
総

合
研
究
所
東
北
支
所
は
青
森
県
内
の
国
有

林
に
設
置
し
た
試
験
地
で
90
年
以
上
に
わ

た
り
調
査
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
試
験
地

で
は
こ
れ
ま
で
に

5
⑬
択
伐
を
行
い
お
よ

そ
8
0
0
3m
/
ha
の
木
材
を
生
産
し
て
き

ま
し
た
。

2
0
2
0
年
時
点
の
材
積
が

5
2
3
3
m
/
h
a
な
の
で
、
林
分
構
造

（こ

こ
で
は
幹
の
太
さ
ご
と
の
本
数
割
合
）
は

大
き
く
変
わ
ら
な
い
ま
ま
、
現
存
材
積
を

は
る
か
に
超

xる
量
の
材
を
生
産
し
て
き

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
簡
単
に
書
い
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
実
行
す
る
に
は

生
産
者
（
管
理
者
）
の
高
度
な
選
木
技
術

と
伐
出
技
術
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
下
北

森
林
管
理
署
の
大
畑
ヒ
バ
施
業
実
験
林
で

は
、
施
業
区
を
20ブ
ロ
ッ
ク
に
分
割
し
て

毎
年
計
画
的
に
択
抜
を
進
め
、
皆
伐
に
よ

ら
な
い
ヒ
バ
林
施
業
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

3

岩
手
県
内
の
ヒ
バ
生
育
地

青
森
県
を
中
心
に
分
布
す
る
ヒ
バ
で
す

が
、
岩
手
県
に
も
分
布
す
る
場
所
が
あ
り

ま
す
。
早
池
峰
山
周
辺
（
宮
古
市
、
遠
野

ヒバの樹種特性と遠野での天然生林再生に回けた取り組み
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写真2 平蔵沢ヒバ人工林、太い木に混じり細い後継木も育っている

市
）
、
雫
石
町
の
秋
田
県
境
寄
り
、
五
葉
山

周
辺
（
釜
石
市
な
ど
）
に
み
ら
れ
ま
す
。

昨
年
の

N
H
K
朝
ド
ラ
「
お
か
え
り
モ

ネ
」
の
序
盤
で
ヒ
バ
の
話
が
出
て
き
ま
し

た
が
、
ド
ラ
マ
の
舞
台
に
な
っ
た
登
米
市

に
は
実
は
ヒ
バ
の
天
然
分
布
は
な
く
、
植

え
ら
れ
た
ヒ
バ
か
五
葉
山
あ
た
り
の
ヒ
バ

を
モ
デ
ル
に
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
に
点
在
す

る
ヒ
バ
は
古
い
時
代
に
は
も
っ
と
面
的
に

分
布
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
氷

期
か
ら
間
氷
期
に
か
け
て
の
気
候
変
動
に

よ
り
現
在
の
よ
う
に
飛
び
地
的
に
分
布
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
天

然
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
岩
手
県
滝
沢

市
に
は
1
8
4
0
年
代
に
植
栽
さ
れ
た
と

い
う
平
蔵
沢
ヒ
バ
人
工
林
が
あ
り
、

2
0

1
9
年
に
は
※
「
林
業
遺
産
」
に
選
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
人
工
林
と
い
っ
て
も

1
8

0
年
生
に
も
な
る
と
見
た
目
は
天
然
生
林

と
変
わ
り
な
く
、
更
新
木
も
み
ら
れ
ま
す

（
写
真
2
)
。 （

 

※
一
般
社
団
法
人
日
本
森
林
学
会
が
毎
年
選
定
す

る
、
林
業
の
歴
史
を
示
す
特
徴
的
な
景
観
、
施

設
、
技
術
、
道
具
類
、
古
文
書
な
ど
の
こ
と

4

ヒ
バ
天
然
林
再
生
へ
の
取
り
組
み

岩
手
南
部
森
林
管
理
署
遠
野
支
署
と
森

林
総
合
研
究
所
束
北
支
所
は
2
0
2
0
年

に
協
定
を
結
び
、
ヒ
バ
天
然
生
林
の
再
生

に
向
け
て
、
国
有
林
に
試
験
地
を
設
置
し

ま
し
た
。
こ
こ
は
も
と
も
と
カ
ラ
マ
ツ
植

林
地
で
し
た
が
、
大
き
い
ヒ
バ
が
単
木
的

に
存
在
し
、
場
所
に
よ
っ
て
は
群
状
に
分

（
 

写真3 試験地におけるヒバの稚樹調査
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布
し
、
林
床
に
は
伏
条
更
新
と
思
わ
れ
る

稚
樹
パ
ッ
チ
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
今
の
と

こ
ろ
ヒ
バ
林
と
し
て
は
分
断
化
さ
れ
規
模

が
小
さ
い
の
で
す
が
、
今
後
カ
ラ
マ
ツ
な

ど
を
間
伐
し
光
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ヒ
バ
林
を
再
生
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
面
積
1
5
0
1

6
0
り
mの
調
査
プ
ロ
ッ
ト
を

4
か
所
設

置
し
、
毎
木
調
査
と
ヒ
バ
の
稚
樹
調
査
を

始
め
ま
し
た
（
写
真
3
)
。
ヒ
バ
成
木
の

本
数
は
場
所
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
、
伏

条
更
新
に
よ
る
稚
樹
の
分
布
に
も
大
き
な

偏
り
が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
は
林
床
の
光

環
境
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
つ
つ
択
伐
を

実
施
し
、
ヒ
バ
の
成
木
や
稚
樹
の
成
長
を

地
道
に
追
跡
し
て
い
く
予
定
で
す
。
不
安

材
料
と
し
て
は
、
遠
野
支
署
管
内
で
も
二

ホ
ン
ジ
カ
の
増
加
が
著
し
く
、
稚
樹
や
樹

皮
に
対
す
る
食
害
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
今

の
と
こ
ろ
大
き
な
被
害
は
見
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
調
査
を
続
け
な
が
ら
注
視
し
て
い
き

ま
す
。

ヒバの樹種特性と遠野での天然生林再生に同けた取り組み
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