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吉野中央木材株式会社のこだわり

吉野中央木材に木を見に行こう
木のことを聞いてみよう

私
た
ち
は
吉
野
の
木
と

お
客
様
を
つ
な
ぐ

仕
事
を
し
て
い
ま
す

　
私
た
ち
が
扱
う
吉
野
の
木（
吉
野
材
）

は
、
何
世
代
も
の
人
の
手
を
か
け
育
て

ら
れ
た
木
で
、
日
本
の
中
で
も
「
良
質

な
材
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
丁
寧
に
育
て
ら
れ
て
い
る
と

は
言
え
、
自
然
環
境
の
中
で
育
っ
て
い

る
木
に
は
１
本
１
本
ク
セ
や
特
徴
が
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
の
１
本
１
本
の

「
個
性
」
を
よ
く
見
て
、
適
切
な
「
丸

か
ら
四
角
」
に
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り

を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
そ
の
「
個
性

あ
る
木
と
そ
れ
を
使
い
た
い
お
客
様
を

つ
な
げ
る
」
と
い
う
こ
と
も
私
た
ち
の

重
要
な
仕
事
で
す
。　
　
　

　
お
客
様
の
予
算
や
要
望
な
ど
を
う
か

が
い
、
木
の
特
徴
を
考
え
な
が
ら
、
仕

様
に
合
っ
た
材
を
マ
ッ
チ
ン
グ
し
ま
す
。

　
高
い
け
れ
ど
美
し
い
材
は
玄
関
に
、

水
回
り
に
は
耐
水
性
が
あ
る
材
を
、
隠

れ
る
構
造
材
に
は
安
く
強
い
材
を
な
ど
、

こ
の
本
の
流
れ

   

６ 

注
文
時
の
選
別

　
　
二
次
製
材

　
　
仕
上
げ
加
工

  

吉
野
中
央
木
材
の

  

木
と
暮
ら
す
こ
と　

     

   

１ 

職
人
さ
ん
に
木
の
使
い

　
　

 

方
を
相
談
し
て
み
る

   

２ 

新
築

   

３ 

リ
フ
ォ
ー
ム

   

４ 

桶
材

  

吉
野
の
木
と

  

暮
ら
す
活
動

  

吉
野
中
央
木
材
の

  

製
品
に
つ
い
て

   

１ 

構
造
材

   

２ 

床
・
壁
天
井
材

   

３ 

注
文
の
ポ
イ
ン
ト

   

４ 

床
の
お
手
入
れ
方
法

P21P28

木
と
暮
ら
し
た
い
と
思
っ
て
く
だ
さ
る

方
が
納
得
で
き
る
提
案
を
心
が
け
ま
す
。

　
「
１
本
１
本
の
木
を
大
切
に
使
い
切

る
」
私
た
ち
の
日
々
の
仕
事
の
積
み
重

ね
が
、
吉
野
の
山
の
持
続
的
な
循
環
を

支
え
て
い
く
と
信
じ
、「
木
と
暮
ら
す
」

提
案
を
丁
寧
に
続
け
て
い
ま
す
。

P30

  

吉
野
の
木
の

  

予
備
知
識

  

山
か
ら
製
材
、

  

製
品
に
な
る
ま
で　

 「 

山 

」　

　

  

伐
採
・
出
材

 「 

市
場 

」　

　

  

競
り
・
目
利
き

 

吉
野
貯
木
場
と
は　

 「 

製
材
所 

」　

   

１ 

原
木
の
選
別

   

２ 

皮
む
き

   

３ 

製
材
・
木
取
り

　

    

目
立
て

   

４ 

乾
燥

   

５ 

在
庫
管
理

P4P6P10P12

１
、
木
の
持
ち
味
を
生
か
し
き
る

２
、
木
と
暮
ら
し
た
い
お
客
様
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う　

３
、
山
の
持
続
的
な
循
環
に
つ
な
げ
る

P8
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製材職人：
吉野中央木材株式会社
石橋輝一

　

吉
野
の
林
業
は
「
吉
野
林
業
」
と
言
わ
れ
、
多
く
の

他
の
地
域
よ
り
も
こ
だ
わ
り
を
持
っ
た
木
の
育
て
方
を

す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
言
わ
れ
る

吉
野
林
業
地
域
と
は
、
吉
野
川
の
上
流
に
あ
る
川
上
村
、

東
吉
野
村
、
黒
滝
村
の
３
つ
の
地
域
で
す
。

　

吉
野
の
人
工
植
林
の
歴
史
は
古
く
、
５
０
０
年
ほ
ど

前
の
室
町
時
代
、
豊
臣
秀
吉
が
吉
野
の
地
を
支
配
し
た

際
に
、
山
に
あ
っ
た
天
然
の
木
を
伐
り
、
大
阪
城
や
伏

見
城
の
城
づ
く
り
や
お
寺
な
ど
の
建
築
に
使
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
す
。
こ
の
天
然
林
（
自
然
に
育
っ
た
木
）

が
切
ら
れ
た
後
に
植
林
が
さ
れ
、
そ
の
後
、
林
業
が
こ

の
地
域
の
生
業
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
長
い
歴
史
の

中
で
、
農
業
の
知
恵
や
技
術
を
取
り
入
れ
発
展
し
た
と

も
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
積
み
重
ね
が
日
本
の
林
業
の

基
礎
を
築
い
た
と
も
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。　

　

第
１
の
ポ
イ
ン
ト
は
吉
野
地
域
の
気
候
と
土
壌
で
す
。

こ
の
地
域
は
降
水
量
が
多
く
、
積
雪
も
少
な
く
、
風
害

の
少
な
い
気
候
で
、
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
が
育
つ
の
に
適
し

た
恵
ま
れ
た
環
境
で
す
。
古
生
層
、
中
世
層
か
ら
な
る

土
壌
は
保
水
力
と
浸
透
性
が
極
め
て
高
く
、
植
物
が
育

つ
た
め
に
必
要
な
栄
養
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
場
所
で
、
こ
だ
わ
り
の
山
づ

く
り
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
吉
野
の
木
を
製
材
す
る
と

「
ま
っ
す
ぐ
で
、
目
が
混
ん
で
い
て
、
節
が
な
く
、
色

つ
や
が
い
い
」
吉
野
材
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
山
づ
く
り
の
こ
だ
わ
り
と
は
「
密
に
植
え
る
こ

と
（
密
み
っ
し
ょ
く

植
）」、「
成
長
す
る
木
を
残
し
、
残
さ
な
い
木

は
伐
っ
て
い
く
（
多たか
ん
ば
つ

間
伐
・
長ちょ
う
ば
っ
き

伐
期
）」、
他
地
域
よ
り

多
い
枝えだ
う打

ち
な
ど
の
山
仕
事
の
丁
寧
さ
に
あ
り
ま
す
。

　

ス
ギ
は
密
に
植
え
る
こ
と
で
日
が
当
た
ら
ず
、
自
ら

枝
を
落
と
し
ま
す
。
ヒ
ノ
キ
は
枝
を
落
と
さ
な
い
た
め
、

人
が
手
で
枝
打
ち
し
、
木
の
径
が
細
い
時
期
に
節
を
閉

じ
込
め
る
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
節
が
な

い
（
中
心
部
分
に
節
を
閉
じ
込
め
た
）
木
が
で
き
ま
す
。

吉
野
林
業
で
は
枝
打
ち
は
大
切
な
作
業
だ
っ
た
た
め
、

他
地
域
と
比
べ
て
も
枝
打
ち
の
技
術
が
発
達
し
て
い
る

そ
う
で
す
。

　

密
植
の
割
合
は
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
８
０
０
０
本

か
ら
１
２
０
０
０
本
、
他
地
域
の
約
３
〜
４
倍
植
え
ま

す
。
数
回
に
渡
る
間
伐
に
よ
っ
て
、
最
初
１
０
０
０
０

本
あ
っ
た
木
が
１
０
０
年
後
に
は
３
０
０
〜
５
０
０
本

に
選
別
さ
れ
ま
す
。
１
０
０
年
後
の
木
は
１
０
０
年
を

経
て
選
ば
れ
た
良
材
で
あ
る
わ
け
で
す
。

　　

ま
た
密
植
し
、
き
ち
ん
と
人
の
手
を
入
れ
る
こ
と
で
、

細
か
な
年
輪
を
持
っ
た
ま
っ
す
ぐ
な
木
に
育
ち
ま
す
。

細
か
な
年
輪
は
強
度
に
も
関
係
し
て
お
り
、
他
地
域
の

木
と
比
べ
て
強
い
強
度
を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ス
ギ
の
ヤ
ン
グ
係
数
（
数
字
が
大
き
い
ほ
ど
硬
く
変

形
に
強
い
）
の
全
国
平
均
値
は
Ｅ
70
で
す
が
、
吉
野
杉

の
平
均
値
は
そ
の
1.3
倍
の
Ｅ
90
で
す
。
吉
野
の
ヒ
ノ
キ

の
ヤ
ン
グ
係
数
は
Ｅ
110
で
あ
り
、
全
国
平
均
を
上
回
っ

て
い
ま
す
。

吉野の木の予備知識

Q：
吉野の植林は
いつ頃から
始まったんですか

A：
500 年ほど前の
室町時代からと
言われています

川上村に「歴史の証人」と呼ば
れる 400 年生のスギやヒノキ
が立っている村有林があります。
人工林の歴史を感じる場所です。

『歴史の証人』

Q：
吉野の木の特徴を
教えてください

A：
１、中心に芯があ
　　り、まっすぐ
２、年輪が細かい
３、節がない
４、色つやがよい

余分な枝を取ることで、節のない材を
作ります。8 ～ 10 年生は背丈の高さ、
１5 年生程度は 4 ｍ、20 年生で 6 ｍ、
25 年生で 8 ｍまで、と数回丁寧な枝
打ちを繰り返し、良質な材を作ります。

『枝打ち』

吉野では他地域の３～４倍の木を植林し（密
植）、他地域より長く、成長させる木を山に
残します（長伐期）。数回に渡る間伐を経て、
山に残ってある木は超優良材。時間と手をか
け育てられた木になります。

『密植→間伐』

➡

ヤング係数は梁などの横架材（横で使う材）
に特に注意が必要な数値です。①かかる荷重、
②スパン、③その変形の程度、④梁の断面に
よって計算されます。ヤング係数が大きいほ
ど「たわみ」に対して強くなります。

『ヤング係数』

Q：
樽丸林業って
なんですか

A：
吉野材は酒樽用の
材として重宝され
たため、その材を
作るための山づく
りが発展しました

　
「
樽
た
る
ま
る丸
林
業
」
と
も
言
わ
れ
た
吉
野
林
業
。
吉
野
杉

の
木
香
が
酒
に
最
も
い
い
香
り
を
つ
け
る
と
、
酒
樽
の

最
高
級
品
材
と
し
て
江
戸
時
代
か
ら
、
酒
処
の
灘
や
伏

見
に
大
量
に
出
さ
れ
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。
い
い
樽
材
と

は
「
節
が
な
く
、目
が
細
か
く
、ま
っ
す
ぐ
な
」
材
で
す
。

　

樽
材
の
需
要
が
少
な
く
な
っ
た
戦
後
以
降
、
吉
野
材

が
「
高
級
建
築
材
」
と
し
て
売
れ
た
の
も
、
こ
の
「
樽

材
」
と
し
て
作
ら
れ
た
材
の
質
が
よ
く
、
山
に
大
量
に

あ
っ
た
た
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

樽
丸
製
造
は
山
の
中
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
山
の

中
で
乾
燥
し
、
軽
く
な
っ
た
も
の
を
製
品
と
し
て
出
荷

Q：
吉野材は
高いですか

A：
適材適所、
使い方次第です

吉野の材は酒処の灘や伏見に送られ、その
地で酒樽に組まれました。その酒樽に詰め
られた酒は船に載せられ江戸へ。１週間ほ
どの航海を経て、酒にうつったほのかな木
香は酒の味わいを深めたと言われています。
吉野材の木香は優しく、軽やかで好まれた
ため、樽材として重宝されたそうです。

『酒樽の材料』

　

値
段
だ
け
を
見
る
と
他
と
比
べ
て
高
い
よ
う
に
感
じ

る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
価
格
は
「
材
自
体
の
品
質
」

に
対
す
る
価
格
だ
け
で
な
く
、
製
材
時
に
「
１
本
１
本

を
見
極
め
て
そ
の
木
に
合
っ
た
製
材
を
す
る
」
こ
と
や

「
そ
の
木
に
合
っ
た
乾
燥
」
な
ど
の
工
程
に
よ
る
も
の

で
す
。
そ
の
た
め
、
使
っ
て
い
く
う
ち
に
わ
か
る
満
足

度
の
高
い
製
品
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
ご
相
談

い
た
だ
け
れ
ば
、
使
用
場
所
に
応
じ
て
、
ご
予
算
に
応

じ
た
製
品
を
ご
提
案
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
価
格
の

面
だ
け
で
な
く
、「
木
」
自
体
の
特
性
を
知
り
、
使
っ

て
い
た
だ
け
る
こ
と
が
最
良
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
一

度
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

す
る
こ
と
は
、
原
木
と
し
て
出
材
す
る
こ
と
よ
り
も
容

易
で
し
た
。
こ
の
仕
組
み
こ
そ
が
、
大
量
の
樽
丸
が
吉

野
か
ら
出
て
い
く
要
因
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
樽
丸
の
た

め
に
ス
ギ
が
多
く
植
林
さ
れ
た
こ
と
で
、
川
上
村
で
は

今
も
山
の
７
割
が
ス
ギ
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。明治時代に発行された「吉野林業全書」は吉野林業の極意が詰め

込まれた林業の手引書です。この絵は、主力商品であった樽丸の
製造について描かれた挿絵です。数人がチームになり、分業で効
率的に樽丸を作っていく様子がわかります。

『樽丸製造と樽丸』
当時、数人がチームになり山の中で「木を伐る」「製品に合わせ丸
太を伐る」「大割りにする」「小割りにする」「クレ（樽の側板）を
削る」「クレを干す」「クレをひとまとまりにする（このまとまり
を樽丸という）」などの仕事をしました。

『樽丸製造と樽丸』

製材職人さんに聞いてみよう！
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プ
タ
ー
が
飛
ぶ
距
離
は
出
来
る
だ
け
短
い
方

が
良
い
の
で
、
山
中
の
比
較
的
平
坦
な
場
所

に
一
度
置
か
れ
、
そ
こ
か
ら
は
ト
ラ
ッ
ク
で

原
木
市
場
に
運
ば
れ
ま
す
。

１

　　　　

山
で
育
て
ら
れ
た
木
を
伐ばっ
さ
い採す

る
時
、
当

然
立たち
き木

（
生
え
て
い
る
状
態
）
か
ら
伐き
り
倒

す
の
で
す
が
、
材
と
し
て
よ
り
い
い
素
材
を

得
た
い
場
合
は
ヒ
ノ
キ
で
２
週
間
、
ス
ギ
で

半
年
ほ
ど
適
し
た
時
期
を
選
ん
で
切
り
倒
し
、

「
葉は
が枯

ら
し
」
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
「
葉
枯
ら
し
」
は
主
に
ス
ギ
の
木
に

と
っ
て
重
要
で
す
。
ス
ギ
は
伐
採
直
後
、
株

か
ら
流
れ
出
て
く
る
ほ
ど
水
分
を
多
く
含
ん

で
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
伐
採
現
場
で
根ねか
ぶ株

を
切
り
離
し
た
後
、
枝
葉
を
付
け
た
ま
ま
倒

し
、
半
年
ほ
ど
放
っ
て
お
き
ま
す
。
そ
う
す

る
こ
と
で
枝
葉
を
通
し
て
水
分
を
蒸
散
さ
せ
、

自
然
乾
燥
を
あ
る
程
度
施
し
ま
す
。

　

葉
枯
ら
し
を
行
う
こ
と
で
、
渋
が
抜
け
、

吉
野
杉
の
特
徴
で
あ
る
薄
い
ピ
ン
ク
色
に
な

り
ま
す
。
吉
野
杉
の
評
価
の
基
準
と
し
て
は

色
と
目
合
い
（
木
目
の
混
み
具
合
）
を
重
視

さ
れ
る
た
め
、
特
に
渋
の
多
い
ス
ギ
の
高
齢

木
に
つ
い
て
は
必
ず
こ
の
葉
枯
ら
し
を
行
い

ま
す
。
こ
の
時
デ
ン
プ
ン
含
有
量
も
減
少
す

る
た
め
、
青
カ
ビ
菌
や
キ
ク
イ
ム
シ
の
被
害

も
減
少
し
ま
す
。

　

他
に
も
重
量
が
軽
く
な
る
た
め
、
出
材
し

や
す
く
な
り
、
出
材
コ
ス
ト
の
低
下
に
な
る

な
ど
、
た
く
さ
ん
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

約
半
年
が
経
過
し
、
も
と
も
と
１
５
０
％
ほ

ど
あ
っ
た
含
水
率
（
木
に
含
ま
れ
る
水
分
の

割
合
）
は
80
％
程
度
に
ま
で
下
が
り
ま
す
。

　　　　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
木
を
出
し
て
い
く
わ
け

で
す
が
、
15
ｍ
程
の
長
さ
で
あ
っ
て
も
、
先

の
方
は
細
く
、
使
え
る
部
分
を
切
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
作
業
は
「
玉たま
ぎ切

り
」
と
呼

ば
れ
４
ｍ
ご
と
に
切
ら
れ
る
事
が
多
い
で
す
。

　

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
出
し
ゅ
つ
ざ
い

材
は
コ
ス
ト
が

山
で
の
伐
採
時
に

木
材
を
予
備
乾
燥
さ
せ
る

「
葉
枯
ら
し
」
を
行
い
ま
す

高
い
た
め
、
全
国
的
に
は
少
な
い
よ
う
で
す

が
、
吉
野
で
は
山
が
急
で
高
低
差
も
大
き
い

た
め
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
重
宝
さ
れ
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

ト
ラ
ッ
ク
が
通
れ
る
よ
う
な
道
を
つ
け
る

な
ら
、
そ
の
土
地
に
木
を
植
え
た
方
が
い
い

と
い
う
考
え
か
ら
、
林
道
や
作
業
道
に
整
備

が
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
よ
う

で
す
。

　

た
だ
、
吉
野
で
は
林
道
を
整
備
で
き
な
い

よ
う
な
崖
や
急
な
斜
面
が
多
い
の
で
、
無
理

に
林
道
を
つ
け
て
崩
壊
し
て
使
え
な
く
な
っ

た
り
（
林
道
は
１
箇
所
崩
れ
る
と
使
え
な
く

な
る
）、
高
樹
齢
の
山
に
林
道
を
つ
け
る
費

用
を
考
え
る
と
、
15
〜
30
年
に
１
回
し
か
使

わ
な
い
林
道
よ
り
、
ヘ
リ
出
材
の
方
が
コ
ス

ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と

い
っ
た
よ
う
な
理
由
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

一
昔
前
ま
で
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
使
っ
て

も
十
分
採
算
が
取
れ
る
く
ら
い
に
吉
野
杉
・

吉
野
桧
の
価
値
は
高
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で

す
が
、
現
在
で
は
、
例
え
ば
50
年
生
く
ら
い

の
間
か
ん
ば
つ伐

材
は
出
材
さ
れ
る
事
は
少
な
く
、
山

に
そ
の
ま
ま
捨
て
ら
れ
る
事
が
多
い
よ
う
で

す
。
80
年
〜
１
０
０
年
生
の
材
も
、
一
部
は

山
に
放
置
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
売
り
上
げ

以
上
に
出
材
コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め
、
収
支

で
損
を
し
な
い
範
囲
で
し
か
出
材
が
で
き
な

い
わ
け
で
す
。
長
い
年
月
を
か
け
て
育
っ
た

木
が
日
の
目
を
見
な
い
の
は
本
当
に
残
念
で

す
が
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
す
。

　　　　

コ
ス
ト
と
効
率
性
を
考
え
た
時
、
ヘ
リ
コ

近くの土場に降ろされた原木、ここから
はトラックに積み込まれ、原木市場へと
運ばれます。

吉野材は「元末同大（もとすえどうだい）」と言われ、木の根元から先まで
の太さの違いがあまりなくまっすぐです。これは人の手が丁寧に入った証で、
まっすぐ伸びる大変美しい立ち姿は、自然と人が共に作りあげました。

吉
野
林
業
で
は
山
で
木
を
育
て
る
時
の
こ
だ
わ
り

が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん

木
を
伐
り
、
山
か
ら
出
す
時
に
も
「
間
伐
」
や
「
葉

枯
ら
し
」
な
ど
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
こ
の
こ
だ

わ
り
が
材
の
質
を
高
め
て
い
ま
す
。

葉枯らしの様子。穂先を山側に向
かって倒し、葉からの蒸散作用で
乾燥させます。

山
が
急
な
吉
野
で
は

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
使
っ
て

出
材
し
ま
す

ヘリコプターのすごいパワー。約１ｔ弱
の荷物を吊り上げて、輸送できます。

山
か
ら
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で

出
さ
れ
た
原
木
は

ト
ラ
ッ
ク
で
原
木
市
場
に

運
ば
れ
ま
す

４ｍごとに小切りされた後、ヘリコプ
ターで吊り上げるため、７～８本毎に
ワイヤーでくくられます。

木の伐採の様子

刻印とは原木丸太に押された印、どの林
業家に育てられた木かわかり、材質の特
徴がわかることもあります。

密に植えられた木を、成長した折々に間引
いていくことで、残した木を太く育ててい
きます。現在吉野では、50 年生ほどの間
伐材が出材経費までの値段がつかず、山で
放置されることが多くなっています。

『間伐』

➡

玉切りされた木は株のほうから元玉（もと
だま）、二番玉…、末玉（すえだま）と言われ、
元玉と二番玉が高値で取引されます。株に
近いほうが節の出る確率が少ないからです。

『玉切り』
元玉

二番玉

三番玉

伐採の時期は年に 4 回あります。春伐り
4 月～ 5 月下旬、土用伐り（左記参照）7
月中旬～ 8 月中旬、秋伐り 9 月～ 11 月、
寒伐り１～ 2 月です。

『伐採時期』

木
材
用
語
…
夏
の
土どよ
う用
伐
り
（
土
用
は
年
に
４
回
あ
り
ま
す
が
、
夏
の
土
用
に
伐
る
と
、
皮
が
き
れ
い
に
む
け
て
虫
も
付
か
な
い
の
で
、
伐
採
に
い
い
時
期
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。）

山から製材、製品になるまで

　

原
木
市
場
で
は
、
職
員
さ
ん
が
競せ
り
（
原

木
の
競
売
）
を
行
い
や
す
い
よ
う
に
並
べ
て

い
き
ま
す
。
こ
の
時
、
原
木
の
サ
イ
ズ
や
樹

種
、
状
態
の
善
し
悪
し
な
ど
を
見
て
、
何
本

か
の
セ
ッ
ト
に
分
け
て
並
べ
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
断
面
に
は
刻こく
い
ん印が

押
さ
れ
ま
す
。　
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市
場
と
聞
い
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
、
東

京
の
築
地
市
場
な
ど
の
魚
介
類
や
野
菜
類
の

競せ
り
を
行
う
場
所
で
す
が
、
原
木
市
場
も
同

じ
で
す
。
こ
こ
で
は
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど

が
競
り
に
か
け
ら
れ
て
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

吉
野
町
に
は
大
き
な
原
木
市
場
が
３
箇
所
あ

り
、
多
く
の
市
場
で
は
月
に
１
、
２
回
ほ
ど

市
が
開
か
れ
ま
す
。　

　

吉
野
の
中
で
も
特
に
よ
い
木
が
多
い
産
地

と
し
て
川
上
村
や
東
吉
野
村
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
が
、
同
じ
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
で
も
山
が
違
え

ば
驚
く
程
の
違
い
が
出
て
き
ま
す
。
魚
や
野

菜
が
育
つ
場
所
や
育
て
方
に
よ
っ
て
味
が

違
っ
て
く
る
よ
う
に
、
材
木
も
質
が
違
っ
て

く
る
わ
け
で
す
。

　

夏
に
木
を
切
る
と
水
が
多
く
虫
が
つ
き
や

す
い
た
め
、
原
木
市
で
は
夏
が
木
が
少
な
く
、

木
が
多
い
の
は
秋
と
冬
で
す
。

　

競
り
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
の
原
木
市
場
で

も
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
、「
振ふ
り
子こ
」
と
呼
ば

れ
る
市
場
の
職
員
さ
ん
が
、
原
木
を
１
本
ず

つ
競
り
に
か
け
て
行
き
ま
す
。
振
り
子
さ
ん

の
「
さ
あ
、
こ
ち
ら
５
万
か
ら
〜
」
と
い
う

甲
高
い
掛
け
声
に
、
買
い
方
は
購
入
の
意
志

を
伝
え
ま
す
。
ラ
イ
バ
ル
が
い
な
け
れ
ば
落

札
で
す
が
、
ラ
イ
バ
ル
が
い
れ
ば
価
格
が
上

が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
競
り
は
、
最
も
高

い
金
額
を
出
し
た
買
い
方
が
落
札
し
ま
す
。

購
入
の
意
思
の
伝
え
方
は
軽
く
手
を
上
げ
る

感
じ
で
す
。
振
り
子
さ
ん
の
掛
け
声
に
す
ば

や
く
反
応
し
て
、
サ
ッ
と
軽
く
手
を
上
げ
ま

す
。
指
を
動
か
し
て
金
額
を
振
り
子
さ
ん
に

伝
え
る
事
も
あ
り
ま
す
。

　　

木
を
買
う
に
あ
た
り
、
何
を
目
安
に
す
る

か
、
原
木
の
目め
き利

き
術
を
紹
介
し
ま
す
。　

　

最
初
、
断
面
を
見
ま
す
。
そ
し
て
、
木
目

の
細
か
さ
を
見
ま
す
。
木
目
が
細
か
い
と
い

う
こ
と
は
、
木
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
証
で

す
。
特
に
芯
の
方
の
木
目
の
詰
ま
り
方
が
重

要
で
す
。
次
に
、
芯
が
真
ん
中
に
あ
り
、
き

れ
い
な
円
形
で
あ
る
こ
と
。
木
目
が
円
形
で

な
い
と
い
う
事
は
、
で
こ
ぼ
こ
な
木
で
あ
る

と
い
う
事
で
、
使
え
な
い
部
分
が
多
い
わ
け

で
す
。
こ
れ
を
「
製
材
の
歩ぶ
ど留

ま
り
が
悪
い

（
使
え
る
部
分
が
少
な
い
）」
と
言
い
ま
す
。　

　

そ
の
次
は
、
断
面
の
色
の
具
合
や
木
目
の

揺
れ
具
合
を
見
て
、
木
が
腐
っ
て
な
い
か
、

異
常
は
な
い
か
、
を
判
断
し
ま
す
。
さ
ら
に

木
全
体
の
姿
を
見
ま
す
。
や
は
り
曲
が
り
の

少
な
い
も
の
を
選
び
ま
す
。
曲
が
っ
て
い
る

木
は
歩
留
ま
り
が
悪
い
か
ら
で
す
。

　

他
に
、
木
の
表
皮
も
見
ま
す
。
枝
の
跡
が

あ
る
か
な
い
か
を
見
る
の
で
す
。
伐
採
し
た

時
に
切
り
落
と
し
た
枝
の
跡
は
す
ぐ
に
分
か

り
ま
す
が
、
表
皮
に
残
る
跡
を
見
て
、「
枝

打
ち
」
が
い
つ
頃
行
わ
れ
た
か
を
推
測
す
る

の
は
経
験
の
成
せ
る
技
で
す
。
枝
打
ち
の
時

期
が
適
切
に
早
く
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
節
は

芯
の
付
近
で
な
け
れ
ば
出
て
き
ま
せ
ん
。
枝

打
ち
の
時
期
が
遅
け
れ
ば
、
表
皮
近
く
で
節

が
出
て
く
る
の
で
、
製
品
の
表
面
に
節
が
出

や
す
く
な
る
の
で
す
。

原木市場では木の断面に数字が書かれています。
青字の「34」はこの木の直径（最も狭い部分）、
白地の「60」は立方メートルあたりの単価が６
万円ということ、「27」は買い方番号「27」の
吉野中央木材が競り落としたという意味です。

競りの時に使う指数字

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10

原
木
は
市
場
で

何
人
か
の
買
い
手
が

競
い
合
っ
て
買
い
ま
す

競
り
は

振
り
子
さ
ん
の

リ
ズ
ム
で
進
み
ま
す

い
い
原
木
を
買
う
た
め
に
は

目
利
き
の
ポ
イ
ン
ト
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す

山
か
ら
市
場
に
出
さ
れ
た
原
木
を
競
り
落
と
す
た
め
に
、

多
く
の
製
材
業
者
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
前
日
か
ら
木

を
「
目
利
き
」
す
る
業
者
も
お
り
、
競
り
は
毎
回
白
熱

し
ま
す
。
秋
と
冬
の
市
場
に
は
、
伐
り
時
期
と
の
関
係

か
ら
、
木
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
市
場

に
ず
ら
り
と
並
ぶ
原
木
の
様
子
は
、
圧
巻
の
光
景
で
す
。

Q：目利きポイント　
を教えてください

A：次の５点です
１、木目の細かさ
２、きれいな円形か
３、断面の色
４、木全体（まっすぐか）
５、木の表皮の様子

山から製材、製品になるまで
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弊
社
は
、吉
野
川
沿
い
の
中
洲
に
あ
る
製
材
団
地「
吉

野
貯
木
場
」
の
中
に
あ
り
ま
す
。

　

吉
野
貯
木
場
は
、
昭
和
14
年
に
完
成
。
吉
野
の
木
に

付
加
価
値
を
つ
け
販
売
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
計
画

で
、
当
時
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
、
吉
野
川
の
上
流
で
伐
り
出
さ
れ
た
吉
野

材
は
筏
い
か
だに
組
ま
れ
、
川
を
使
い
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

売
買
の
主
導
権
は
川
の
終
点
で
あ
る
和
歌
山
が
握
っ
て

お
り
、吉
野
側
は
決
定
権
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

木
を
吉
野
で
止
め
製
材
し
、
自
分
た
ち
で
価
格
を
つ
け

て
売
る
こ
と
は
、地
元
の
強
い
願
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

場
内
に
は
、
原
木
市
場
と
３
つ
の
水
中
貯
木
場
と
木

材
団
地
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
製
材
し
た
製
品
を

貨
車
で
運
ぶ
た
め
に
、
吉
野
神
宮
駅
か
ら
貯
木
場
内
に

線
路
が
引
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
貨
車
輸
送
整
備
の

お
か
げ
で
、
貯
木
場
で
貨
車
に
乗
せ
ら
れ
た
木
材
製
品

は
吉
野
口
駅
を
経
由
し
、
国
鉄
線
路
に
乗
せ
ら
れ
、
東

京
・
汐
留
ま
で
も
運
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。
戦
後
、
吉

野
の
製
材
が
飛
躍
的
に
伸
び
た
背
景
に
は
貯
木
場
か
ら

東
京
ま
で
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
製
品
を
輸
送
で
き
る
こ
の

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
そ
う
で
す
。

先
人
の
将
来
を
見
通
し
た
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
お
か

げ
で
、
吉
野
は
木
材
の
先
進
地
に
な
り
ま
し
た
。

　

80
年
近
い
時
間
を
重
ね
た
今
で
も
こ
の
場
所
は
、「
吉

野
貯
木
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
３
つ
の
池

吉野貯木場とは

貯木場内に引き込まれた線路

３つの水中貯木場

木は貨車で運ばれていた

池に水を引き込む水路

は
な
く
、
時
代
の
最
先
端
だ
っ
た
引
き
込
み
線
も
ト

ラ
ッ
ク
輸
送
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
廃
線
と
な
り
ま
し
た
。

木
材
関
連
事
業
所
の
数
も
、
最
盛
期
で
あ
っ
た
平
成
元

年
と
比
べ
て
３
分
の
１
に
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

最
先
端
だ
っ
た
吉
野
貯
木
場
。
再
び
吉
野
の
木
の
魅

力
を
伝
え
て
行
く
た
め
に
、「
吉
野
貯
木
ま
ち
あ
る
き
」

や
「
吉
野
杉
の
家
」
な
ど
の
新
し
い
試
み
を
地
域
の
仲

間
た
ち
と
始
め
て
い
ま
す
。（
P 

28
・
29
参
照
）

今も残る水門

製品の市売りを行う吉野材センター

吉野貯木場のシンボル連合会旧事務所

線路の木製電柱が今も残る

貯木場内の原木市場

貯木場内には木がたくさん製材所のシンボル「挽き粉つぼ」
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運
ば
れ
て
き
た
原
木
は
、
ま
ず
使
わ
れ
る

種
類
別
、
用
途
別
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
弊
社

で
取
り
扱
っ
て
い
る
樹
種
は
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ

の
２
種
で
、
両
方
原
木
の
ま
ま
で
は
同
じ
よ

う
に
見
え
ま
す
が
、
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
よ
く

検
討
し
、
そ
の
原
木
に
合
っ
た
部
材
を
取
る

た
め
に
、
ま
ず
は
種
類
別
に
分
け
て
積
み
上

げ
て
お
き
ま
す
。　
　

　

山
か
ら
出
材
す
る
時
に
、
原
木
は
株
の
方

か
ら
元
玉
、
二
番
玉
…
と
玉
切
り
さ
れ
る
と

言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
部
位
ご
と
に
分
け
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
で
性
格
が
異
な
り
、
価
値
も

用
途
も
違
っ
て
く
る
た
め
で
す
。
牛
肉
の
カ

ル
ビ
や
ロ
ー
ス
な
ど
に
近
い
感
覚
で
す
。

　

こ
の
元
玉
や
二
番
玉
と
い
う
区
別
の
他
に

重
要
な
の
が
、
長
さ
・
太
さ
の
問
題
で
す
。

無
垢
材
は
、
原
材
料
の
原
木
丸
太
以
上
、
長

い
材
や
太
い
材
を
採
る
事
は
で
き
な
い
た
め

で
す
。 原

木
を
よ
く
見
て

と
れ
る
製
品
の
種
類
や
用
途

長
さ
や
太
さ
に
わ
け
ま
す

　

そ
の
他
に
も
、
表
皮
の
状
態
を
見
て
節
の

程
度
を
想
像
し
、
節
が
少
な
そ
う
な
原
木
は

化けし
ょ
う
よ
う

粧
用
構
造
材
（
見
え
る
場
所
に
使
う
建

物
の
基
礎
構
造
に
必
要
な
材
）や
造ぞう
さ
く
ざ
い

作
材（
内

装
に
使
わ
れ
る
見
え
る
場
所
に
使
う
材
）
に
、

節
が
多
そ
う
な
も
の
は
一
等
の
構
造
材
（
基

本
的
に
見
え
な
い
場
所
に
使
う
）
な
ど
に
使

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
要
因
を
考
え
な
が
ら
、

各
原
木
を
用
途
別
に
分
け
る
の
で
す
。
す
ぐ

に
使
わ
な
い
よ
う
な
原
木
は
桟さん
づ積

み
し
て
置

い
て
お
き
ま
す
。
風
通
し
を
よ
く
し
て
乾
燥

を
促
進
さ
せ
ま
す
。　

直径の大きさによってとれる製品が異なります。そ
こにプラス元玉か二番玉か等の条件で、同じ樹種、
同じ木でもとれる部材は様々になります。原木から
のこの見極めは、製材業者として一番重要なスキル
とも言えます。

桟積みする事で空間ができ、風通しもよくなります。
外皮（そとかわ）をつけたままにしておくことで、
干割れや傷を防ぐこともできます。

市
場
で
競
り
落
と
し
た
木
を
工
場
に
運
ん
だ

後
、
そ
の
木
に
合
っ
た
製
材
を
行
う
た
め
に
、

長
さ
や
太
さ
を
作
る
製
品
別
に
分
け
ま
す
。

そ
の
後
の
皮
む
き
は
、
ほ
と
ん
ど
製
材
す
る

前
に
機
械
で
行
い
ま
す
。
手
で
む
か
れ
た
皮

は
、
屋
根
の
材
料
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。

機
械
を
使
っ
て
の
皮
む
き
は

製
材
を
す
る
直
前
に
行
い
ま
す

丸太も元と末によって太さが違ったり、飛び出した
節や曲りもあるので、バーカーをうまく操作して皮
だけをむいていくようにするのは、慣れないと意外
と難しい作業です。

手
作
業
で
の
皮
む
き
は

ス
ギ
は
山
で

皮むきに使う道具はたった２つ、左下のカマと左上
のヘラです。カマを使い１ｍ間隔で縦に区切りをつ
け、ヘラで皮をむきます。軽トラック一杯分の桧皮
を取るのに約 100 本の原木が必要です。

杉
（
ス
ギ
）

１、軽くて加工しやすい

２、芯の赤身部分は

　　耐水性がある

３、日本酒に合う香り

スギは日本の固有種の常緑針葉樹です。植林木として日本で１番多く植えられていま

す。天然林は谷あいの少し湿ったところに多く生え、日本の針葉樹の中では最も樹高

の高くなる木です。また「屋久杉」なども有名ですが、とても高寿命な木です。材は

軽くて加工しやすく、古くから一般的な建築材として多くの用途に使用されています。

芯部分の赤身は、耐水性に優れ香りがよいことから、樽材として重宝されてきました。

特に日本酒にほのかに香りをつけるための酒樽としてはかかせない存在です。その他

にも、樹皮は屋根を葺くときに用いられ、葉は線香の原料として使用されます。

桧・檜（
ヒ
ノ
キ
）

１、杉より成長が遅い

２、白く高貴な色合い

３、耐久性・強度がある

４、すっきりした香り

ヒノキは、スギと並んで日本を代表する常緑針葉樹です。植林木としてスギに次いで

多く植えられています。スギよりも木目が詰んで成長が遅いため、多くは 60 年〜 90

年生ほどで伐採され木材として利用されます。昔からヒノキで作られた家は値打ちの

高いものとされてきました。細かく美しい年輪、すっきりとした香り、全体に白く感

じる高貴な色合い、耐朽性がずば抜けて高い、強度が高く長い年月を経ても落ち難い、

などのたくさんの長所を持つ材だからです。そのため、高級建材として古くから時の

権力者の建物や寺社仏閣、神具などに多く用いられました。樹皮も飛鳥時代から、屋

根葺き材として現在まで用いられています。

Q：スギとヒノキの違いを教えてください

皮むき機の全体像。皮むきはできるだけ製材をす
る直前に行います。皮むきした原木を放置してお
くと、小石などが付く可能性があり、製材のノコ
ギリを傷めてしまうからです。　

『手作業での皮むき道具』

カマ

ヘラ

【 製材の流れ 】

１、原木の選別

２、皮むき

３、一次製材
　　木取り

⇦
⇦

４、乾燥

５、在庫管理

⇦
⇦

⇦

材が乾燥すると歪みが出たりサイズ
が変わったりするため、仕上がり寸
法よりも少し大きめに製材する。製
材の仕方に注意する。

乾燥材を等級付けし、表示し仕分け
保管する。

６、注文選別・
      二次製材・
      仕上げ加工

オーダーに合わせ、乾燥材を
使用場所や用途に合わせ選別
し、注文サイズへ製材する。
注文に応じ、仕上げ加工を施す。

原木を「径級」「長さ」「材質」
に応じて選別し、製材用途別に
分ける。

注文や在庫状況に応じて、製材する直
前に皮むきをする。

材に応じて自然乾燥するか、乾燥室３機
を種類別に使い分けて人工乾燥する。　

A：どちらも昔から山に植えられ、日本人の生活の中で多く使われてきました

　　

製
材
に
入
る
前
に
必
要
な
工
程
が
あ
り
ま

す
。「
皮
む
き
」
で
す
。
皮
付
き
の
原
木
の

山から製材、製品になるまで

ま
ま
で
は
製
材
し
に
く
い
の
で
皮
を
む
き
ま

す
。
皮
む
き
に
は
手
作
業
と
機
械
の
２
種
類

が
あ
り
ま
す
。

　

木
材
の
皮
む
き
の
機
械
化
は
早
く
、
40
年

ほ
ど
前
に
登
場
し
ま
し
た
。
弊
社
で
は
カ
ッ

ト
バ
ー
カ
ー
式
と
呼
ば
れ
る
皮
む
き
機
を
使

用
し
て
い
ま
す
。
原
理
は
台
の
上
に
原
木
を

載
せ
、
バ
ー
カ
ー
と
い
う
刃
物
を
回
転
さ
せ

丸
太
の
上
を
往
復
さ
せ
ま
す
。
む
く
と
い
う

よ
り
削
る
感
じ
で
皮
を
と
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
で
は
皮
の
性
質
が
異
な
り
、

む
き
や
す
さ
が
違
い
ま
す
。
ヒ
ノ
キ
の
方
が

む
き
や
す
い
で
す
。
ヒ
ノ
キ
な
ら
１
往
復
で

ほ
ぼ
終
わ
る
の
で
す
が
、
ス
ギ
は
２
往
復
以

上
か
か
り
ま
す
。
ス
ギ
の
皮
は
、
乾
燥
が
進

む
と
吸
着
し
や
す
い
性
質
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

手
作
業
で
剥
く
場
合
は
、
杉すぎ
か
わ皮や

桧ひわ
だ皮

を

取
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
皮
は
、
昔
か
ら
屋
根
材

と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
最
近
で
は
一

般
住
宅
で
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
神
社

仏
閣
で
は
使
わ
れ
る
事
が
多
い
製
品
で
す
。

杉
皮
や
桧
皮
は
断
熱
効
果
が
高
く
腐
ら
な
い
、

湿
度
の
調
整
に
も
優
れ
て
い
る
の
で
、
日
本

の
建
物
に
は
非
常
に
適
し
て
い
る
よ
う
で

す
。　

　

杉
皮
は
、
乾
燥
が
進
む
と
木
に
吸
着
し
、

む
き
に
く
い
の
で
、
山
で
切
り
倒
し
た
時
に

む
き
ま
す
。
昔
は
こ
の
売
上
で
、
伐
採
費
用

を
カ
バ
ー
で
き
た
そ
う
で
す
。　
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い
よ
い
よ
「
製
材
」
に
つ
い
て
で
す
。
木
材

は
主
に
建
築
資
材
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
柱
・
梁

な
ど
の
構
造
材
や
床
・
天
井
な
ど
の
内
装
材
、

扉
・
窓
枠
な
ど
の
建
具
材
の
材
料
を
、
原
木
か

ら
作
り
出
す
作
業
を
「
製
材
」
と
呼
び
ま
す
。　
　

　

大
昔
は
大
工
さ
ん
が
「
ち
ょ
う
な
」
と
い
う

斧おのを
使
っ
て
丸
い
原
木
を
削
り
、
柱
な
ど
の
角

材
を
作
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
大
工
仕
事
の
分

業
化
が
進
み
、
製
材
の
仕
事
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

原
木
を
製
材
す
る
時
に
は
、
木
の
性
質
を
よ

く
判
断
し
、
そ
の
木
材
に
最
も
適
し
た
「
角

材
」
を
得
る
た
め
「
木
取
り
」
を
し
ま
す
。
ほ

と
ん
ど
の
製
品
は
、
一
度
10
ミ
リ
〜
20
ミ
リ
大

き
め
に
製
材
（
一
次
製
材
）
を
し
、
乾
燥
し
た

後
、割
れ
や
曲
が
り
を
修
正
挽び
き
（
二
次
製
材
）

し
、
製
品
に
仕
上
げ
て
い
き
ま
す
。
特
別
注
文

品
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
せ
て
も
製
材
し
ま
す
。　

　

弊
社
の
製
材
所
に
入
っ
て
最
初
に
目
に
入
る

の
が
「
送
材
車
付
帯
ノ
コ
盤
」、
通
称
「
台だい
し
ゃ車」

で
す
。
主
に
原
木
を
製
材
し
た
り
、
乾
燥
し
た

角
材
を
製
材
し
直
し
た
り
す
る
機
械
で
、
こ
れ

が
な
い
と
製
材
が
始
ま
り
ま
せ
ん
。
弊
社
に
は

こ
の
台
車
が
３
機
あ
り
、
古
い
も
の
で
40
年
近

く
頑
張
る
働
き
者
も
い
ま
す
。　
　
　

　

現
在
、
帯
ノ
コ
盤
は
進
化
し
、
ツ
イ
ン
ソ
ー

（twin saw

）
と
い
う
帯
ノ
コ
盤
も
登
場
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
２
台
並
ん
だ
帯
ノ
コ
盤
に
原
木

を
通
す
も
の
で
、
行
き
戻
り
で
原
木
を
製
材
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
効
率
性
が
ア
ッ
プ
し
ま

す
。
ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
で
無
人
で

製
材
を
す
る
機
械
も
登
場
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
製
材
機
械
は
、
規
格
品
の

大
量
生
産
を
製
材
す
る
こ
と
に
は
適
し
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
吉
野
の
よ
う
に
節
あ
り
の
一
等
材

だ
け
で
な
く
、
美
し
さ
が
求
め
ら
れ
る
化
粧
材

も
主
力
と
し
て
い
る
所
で
は
、
や
は
り
人
間
の

目
で
見
な
が
ら
１
本
１
本
の
原
木
を
丁
寧
に
製

材
す
る
以
外
に
手
段
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
あ

た
り
が
吉
野
材
の
コ
ス
ト
を
引
き
上
げ
る
要
因

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
吉
野
材
の
特
徴

で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
期
待
し
て
い
な
か
っ
た

原
木
か
ら
美
し
く
節
の
な
い
材
が
取
れ
た
り
、

最
高
の
材
が
と
れ
る
と
思
っ
て
い
た
原
木
か
ら

節
や
ハ
チ
ク
イ
（
＊
左
記
）
が
出
た
り
と
、「
製

送材車付帯ノコ盤（台車）
上下の大きな円盤（ノコ車と呼ぶ）に「帯ノコ」が固定
され、高速回転しています。上下２ヶ所を支点とする為、
安定度が非常に増します。その「帯ノコ」に向かって「送
迎車」にのせられた材木が押し当てられて製材されます。

材
」
と
い
う
も
の
は
自
然
を
相
手
に
し
て
い
る

の
で
非
常
に
難
し
く
も
あ
り
、
楽
し
く
も
あ
り

ま
す
。

　　

丸
太
を
製
材
す
る
時
に
何
も
考
え
ず
に
ノ
コ

ギ
リ
を
入
れ
て
し
ま
う
と
、
最
悪
の
場
合
に
は

製
品
を
何
も
取
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
場
合

も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
大
事
な
の
が「
木
取
り
」

で
す
。「
無
駄
な
く
」「
品
質
よ
く
」
取
る
事
を

「
歩
留
ま
り
が
良
い
」
と
言
い
、
製
材
を
す
る

時
に
心
が
け
る
大
切
な
事
の
ひ
と
つ
で
す
。
ど

の
方
向
に
ノ
コ
ギ
リ
を
入
れ
て
い
く
か
が
重
要

で
、
１
本
の
原
木
の
性
能
を
最
大
限
に
引
き
出

い
よ
い
よ
「
丸
か
ら
四
角
」
に
す
る
工
程
で
す
。
一
度

ノ
コ
を
入
れ
る
と
元
に
戻
れ
な
い
た
め
、
木
を
し
っ
か

り
見
て
、
慎
重
に
ノ
コ
を
入
れ
ま
す
。
こ
の
時
の
ノ
コ

の
入
れ
方
で
、
い
い
製
品
が
と
れ
る
か
ど
う
か
決
ま
り

ま
す
。
こ
の
し
っ
か
り
木
を
見
て
何
を
取
る
か
決
め
て

い
く
こ
と
を
「
木
取
り
」
と
い
い
ま
す
。

原
木
を
よ
く
見
て

そ
の
木
材
に
最
も
適
し
た

角
材
を
と
り
ま
す

木
材
用
語
…
ハ
チ
ク
イ
（
虫
が
卵
を
産
ん
だ
跡
の
虫
穴
や
、
卵
か
ら
か
え
っ
た
幼
虫
が
外
に
出
る
た
め
に
通
っ
た
道
筋
の
こ
と
。
耐
久
性
に
問
題
は
な
い
が
、
ハ
チ
ク
イ
が
多
い
と
見
た
目
が
悪
く
な
り
ま
す
。
多
少
の
ハ
チ
ク
イ
は
化
粧
材
に
使
用
し
ま
す
。）

木
取
り
と
は

そ
の
木
の
特
徴
を
見
て

ど
う
ノ
コ
ギ
リ
を
入
れ
る
か

す
よ
う
な
木
取
り
を
心
が
け
ま
す
。

　　　　

ま
ず
、
木
取
り
に
お
い
て
最
初
に
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
木きお
も
て表と

木きう
ら裏

を
見
極
め

る
と
い
う
事
で
す
。

　

何
に
で
も
表
と
裏
が
あ
る
よ
う
に
、
木
に
も

「
表
」
と
「
裏
」
が
あ
り
、丸
太
の
皮
側
を
木
表
、

芯
側
を
木
裏
と
言
い
ま
す
。
木
は
方
向
に
よ
っ

て
収
縮
率
が
違
う
の
で
、
乾
燥
に
つ
れ
て
、
木

に
染
み
付
い
た
応
力
に
よ
り
木
表
側
に
曲
る
性

質
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
性
質
を
考
え
、
製
品
を

と
っ
て
い
く
の
で
す
。

。
　　

次
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
芯
去
り
」
と
「
芯
持
ち
」

で
す
。「
芯
」
と
は
木
の
中
心
、
年
輪
の
中
心

で
す
。
こ
の
芯
を
入
れ
て
製
材
す
る
か
、
外
し

て
製
材
す
る
か
で
違
っ
た
製
品
が
で
き
ま
す
。

　

大
き
な
特
徴
は
、
芯
が
残
っ
て
い
る
方
が
強

く
、
芯
が
な
い
方
が
変
形
し
に
く
い
と
い
う
事

で
す
。
芯
は
骨
み
た
い
な
も
の
で
、
骨
が
残
っ

て
い
る
分
強
く
、
芯
持
ち
材
は
柱
な
ど
の
構
造

材
に
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
た
だ
芯
が
残
っ
て
い

る
と
、
乾
燥
が
進
む
に
つ
れ
て
割
れ
て
く
る
可

能
性
が
高
い
の
で
、「
背
割
り
」
を
入
れ
て
使

う
事
が
多
い
で
す
。
基
本
的
に
は
柱
に
だ
け
背

割
り
を
入
れ
、
梁
な
ど
の
横
架
材
の
場
合
に
は

横
を
支
え
る
力
が
落
ち
る
為
に
、
背
割
り
は
あ

ま
り
入
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
横
架
材
の
表

面
に
は
大
な
り
小
な
り
干
割
れ
が
入
り
ま
す
。　

　

芯
去
り
材
は
変
形
し
に
く
い
と
い
う
の
が
特

フローリングも階段板も、このような変形は起こります。変形
を起こさせないために、二次製材したり、しっかり乾燥したり、

「反り止め」という加工を施してみたりします。「敷居」も「鴨
居」も、木表側が室内側を向くように製材します。反りを抑え
つける方向で材を留める必要があるからです。大工さんはこの
性質をうまく利用して木が暴れないよう、木表・木裏のバラン
スを取りながら家を建てているのです。

木
表
と
木
裏
を
見
極
め

反
る
こ
と
を
前
提
に

製
品
の
木
取
り
を
し
ま
す

木
の
芯
（
中
心
）
を
入
れ
て

製
材
す
る
と
強
く
な
り
ま
す

【 製材の流れ 】

１、原木の選別

２、皮むき

⇦
⇦

４、乾燥

５、在庫管理

⇦
⇦

⇦

材が乾燥すると歪みが出たりサイズ
が変わったりするため、仕上がり寸
法よりも少し大きめに製材する。製
材の仕方に注意する。

乾燥材を等級付けし、表示し仕分け
保管する。

６、注文選別・
      二次製材・
      仕上げ加工

オーダーに合わせ、乾燥材を
使用場所や用途に合わせ選別
し、注文サイズへ製材する。
注文に応じ、仕上げ加工を施す。

原木を「径級」「長さ」「材質」
に応じて選別し、製材用途別に
分ける。

注文や在庫状況に応じて、製材する直
前に皮むきをする。

材に応じて自然乾燥するか、乾燥室３機
を種類別に使い分けて人工乾燥する。　

３、一次製材
　　木取り

ハチクイ
節の周りに見える「ハチクイ」
です。木の繊維がボロボロと
粉末状になっています。（左
記参照）

➡︎ ➡︎
製材 乾燥

木
表

木
裏

木
表

木
裏

『変形の様子』

芯去り角
（四方柾）

芯去り角
（対面柾）

板目板

柾目板 芯持ち板

山から製材、製品になるまで
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原
木
の
断
面
を
見
る
と
、
中
心
の
赤
い
部
分

と
そ
れ
を
囲
む
白
い
部
分
が
あ
る
の
が
分
か
り

ま
す
。
赤
い
部
分
を「
赤
身
」、白
い
部
分
を「
白

太
」
と
呼
び
ま
す
。
赤
身
だ
け
の
材
を
「
赤
身

材
」、
白
太
だ
け
を
「
白
材
」、
赤
味
と
白
太
の

混
じ
っ
た
材
を
「
源
平
材
」
と
い
い
ま
す
。

　

赤
身
の
部
分
は
脂
分
が
多
く
含
ま
れ
る
た
め

耐
久
性
に
優
れ
ま
す
。
こ
の
赤
身
は
元
々
白
太

だ
っ
た
部
分
で
、
成
長
を
終
え
た
部
分
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
白
太
は
成
長
を
続
け
て
い
る

部
分
で
水
の
通
り
道
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

源
平
材
は
赤
白
材
と
も
言
わ
れ
、
一
般
的
で

最
も
木
取
り
を
し
や
す
い
材
で
す
。
ど
の
よ
う

な
サ
イ
ズ
の
原
木
か
ら
も
取
る
事
が
可
能
で
す
。

赤
身
材
と
白
材
を
取
る
と
な
る
と
、
そ
れ
だ
け

　　　　

そ
も
そ
も
年
輪
と
は
、
２
月
〜
６
月
に

育
っ
た
「
早そう
ざ
い材」

と
７
月
〜
１
月
に
育
っ
た

「
晩ばん
ざ
い材」

が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
た
跡
で
す
。

早
材
は
よ
く
成
長
し
た
跡
で
厚
み
が
あ
り
色
は

薄
く
、
晩
材
は
ゆ
っ
く
り
成
長
し
た
跡
で
色
が

濃
く
な
っ
て
い
ま
す
。
板
目
は
年
輪
に
対
し
て

水
平
方
向
に
ノ
コ
を
入
れ
る
と
出
て
く
る
模
様

で
す
。
対
し
て
柾
目
は
年
輪
に
対
し
て
垂
直
方

向
（
中
心
か
ら
外
）
に
ノ
コ
を
入
れ
る
と
出
て

き
ま
す
。

　

年
輪
の
模
様
「
柾ま
さ
め目
」「
板い
た
め目
」

を
意
識
し
て
製
材
し
ま
す

徴
で
す
が
、
も
う
一
つ
重
要
な
要
素
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
木
目
の
美
し
さ
。
木
目
が
詰
ま
り
、

真
っ
直
ぐ
に
伸
び
る
「
柾まさ
め目

」
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
出
る
の
で
す
。
芯
去
り
材
は
丸
太
の
芯
を

外
し
た
部
分
か
ら
と
る
た
め
、
芯
去
り
で
大
き

な
材
を
採
ろ
う
と
す
る
と
、
大
き
な
原
木
（
樹

齢
数
百
年
単
位
！
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
芯

去
り
材
は
高
級
材
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。　

製材をする時に大事なのは「木取り」です。歩留まりよく、
いい製品がとれるよう心がけます。

製
材
す
る
時
に
使
う
「
ノ
コ
」
を
切
れ
味
よ
く
調

整
す
る
こ
と
を
目
立
て
と
言
い
ま
す
。
弊
社
に
は

目
立
て
工
房
が
あ
り
、
自
社
で
目
立
て
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。
美
し
い
製
品
を
安
全
に
作
る
た
め

に
は
か
か
せ
な
い
、
大
切
な
仕
事
で
す
。

　　

大
工
さ
ん
が
カ
ン
ナ
を
研
い
だ
り
す
る

よ
う
に
、
製
材
す
る
時
に
よ
く
切
れ
る
よ

う
に
帯
ノ
コ
を
調
整
す
る
事
を「
目
立
て
」

と
言
い
ま
す
。
帯
ノ
コ
を
よ
く
切
れ
る
よ

う
に
目
立
て
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
製

材
の
精
度
が
低
下
す
る
だ
け
で
な
く
、
帯

ノ
コ
が
割
れ
る
な
ど
の
危
険
も
あ
り
製
材

に
は
欠
か
せ
な
い
役
割
の
一
つ
で
す
。

　

目
立
て
は
「
勘
や
経
験
」
と
い
う
職
人

技
的
な
部
分
が
多
く
、
現
在
で
は
手
作
業

で
目
立
て
を
行
え
る
人
は
少
な
く
な
り
ま

し
た
。
昔
は
ど
の
製
材
所
に
も
目
立
て
工

房
が
あ
り
、
専
任
の
職
人
さ
ん
が
帯
ノ
コ

を
１
枚
ご
と
に
手
で
確
認
し
な
が
ら
目
立

て
を
行
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
で

は
分
業
化
が
進
み
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制

御
さ
れ
た
機
械
で
自
動
的
に
目
立
て
を
行

う
の
が
主
流
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
帯
ノ
コ
盤
は
１
台
ご
と
に

特
性
が
あ
り
ま
す
。ま
た
ハ
ラ
オ
シ（
左

記
参
照
）
の
挽
き
方
に
も
個
性
が
あ
り
、

均
一
的
な
目
立
て
で
は
対
応
し

き
れ
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
目
立
て
を
行

う
事
で
製
材
の
精
度
を
上
げ
、
作

業
効
率
も
向
上
さ
せ
る
わ
け
で

す
。
ま
た
製
材
か
ら
戻
っ
て
き
た

帯
ノ
コ
を
見
て
製
材
機
の
不
調

が
わ
か
る
事
も
あ
り
、
こ
れ
は
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
さ
れ
た
目

立
て
で
は
成
し
得
な
い
技
だ
と

思
い
ま
す
。

帯
ノ
コ
の
目
立
て
は

製
材
の
命
、

自
社
の
目
立
て
工
房
で

手
作
業
で
行
っ
て
い
ま
す

木
材
用
語
…
ハ
ラ
オ
シ
（
送
材
車
付
帯
ノ
コ
盤
を
操
作
し
、
製
材
を
行
う
人
。
昔
は
送
材
車
が
な
く
、
帯
ノ
コ
に
向
か
っ
て
原
木
を
「
腹
」
で
押
し
た
の
で
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
製
品
の
出
来
を
左
右
す
る
目
利
き
の
達
人
で
す
。）

「
赤あ
か
み身
」「
白し
ら
た太
」「
源げ
ん
ぺ
い平
」
の

製
品
は
色
合
い
で
決
ま
り
ま
す

一般的に、芯材の赤身に比べて、辺材の白太の

方が密なので、芯持ちの角材で強度を測定する

と、断面積に辺材の占める割合が多いほど強く

なります。しかし白太は油精分が少ないので、

赤身より比較的劣化しやすくなります。そこ

で「白太の多い角材と赤身の角材とではどちら

がいいか」という問題を考えた場合、比較した

数値的なデータはありませんが、経験上、強度

的にはＥ５前後の違いでしかないと思われます。

劣化速度の比較もデータはありませんが、社寺

等の古い建物を見れば歴然として赤身材の方が

強い事が解ります。

大
き
な
原
木
が
必
要
と
な
り
、
高
価
に
な
り
ま

す
が
、
デ
ザ
イ
ン
的
な
面
か
ら
み
て
も
「
色
」

と
い
う
魅
力
的
な
要
素
と
な
り
ま
す
。

Q：赤身と白太の
強さと劣化関係を
教えてください

A：赤身材は最初の強度数値
は少し低いですが、劣化速度
の遅さで結果的に白太の多い
材より長持ちすると考えます

弊社目立て工房専門の職人である大石さんは、
屈指の目立て職人だった先代の職人技術を１年
間かけて受け継いでくれました。目立ての技術
はなくてはならない大切な技です。

目立て職人 大石さん

帯
ノ
コ
を
水
平
な
台
に
乗
せ
、

プ
レ
ス
を
か
け
な
が
ら
ノ
コ
の

歪
み
を
修
正
し
ま
す
。

１ 

歪
み
の
補
正

バ
ー
ナ
ー
で
帯
ノ
コ
の
歯
の
下

部
分
を
熱
し
た
後
、
プ
レ
ス
し
、

腰
を
入
れ
ま
す
。

２ 

腰
を
入
れ
る

製
材
時
に
刃
に
つ
い
た
木
の
粉

を
「
目
立
て
機
」
の
円
盤
砥
石

を
か
け
、
掃
除
し
て
い
き
ま
す
。

３ 

刃
を
掃
除
す
る

刃
の
先
を
少
し
つ
ぶ
し
ア
サ
リ

を
作
り
、
そ
の
先
に
剛
性
を
高

め
る
硬
い
金
属
を
つ
け
て
い
き

ま
す
。

４ 

ア
サ
リ
を
作
る

ア
サ
リ
の
両
サ
イ
ド
を
「
サ
イ

ド
研
磨
機
」
で
研
磨
し
ま
す
。

こ
の
工
程
で
、
目
立
て
が
完
成

し
ま
す
。

５ 

研
磨
す
る

芯去り角
 （割角）

芯去り角
 （割角）

芯去り角
 （割角）

芯去り角
 （割角）

芯持ち材

背割り

『赤身と白太』

白太

赤身

樹皮

板目板

柾目板

辺材
芯材

『柾目と板目』

晩材は、強さだけでなく液体を通さない性質が
あるため。酒樽などの長期保存の容器には冬目
がきれない「板目」材を使います。板目には変
化のある模様が出ますが、柾目の板に比べ変形
しやすくなります。柾目は変形しにくく、まっ
すぐ美しいため建具の材料として使われます。

柾目板

板目板

山から製材、製品になるまで
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原
木
か
ら
10
ミ
リ
〜
20
ミ
リ
大
き
め
に
荒

く
製
材
（
一
次
製
材
）
し
た
未
乾
燥
の
木
材

を
、
弊
社
で
は
自
然
乾
燥
や
人
工
乾
燥
を
し

ま
す
。
そ
の
際
、
木
口
（
木
の
断
面
）
や
化

粧
面
（
見
え
る
面
）
な
ど
に
割
れ
止
め
処
理

を
し
て
お
き
、
乾
燥
に
よ
る
「
干
割
れ
」
を

予
防
し
ま
す
。
木
材
の
大
き
さ
や
形
状
に
合

わ
せ
、
適
し
た
期
間
乾
燥
を
施
し
た
後
、
割

れ
や
曲
が
り
を
修
正
す
る
製
材（
二
次
製
材
）

を
行
い
、
製
品
に
仕
上
げ
て
い
き
ま
す
。　
　

　

本
来
、
木
材
製
品
の
品
質
を
決
め
る
要
素

は
「
そ
の
木
自
体
が
持
つ
材
質
」
が
基
本
で

す
が
、「
乾
燥
の
度
合
い
」
も
重
要
で
す
。

　

山
に
生
え
て
い
る
木
は
、
水
を
豊
富
に
含

み
ま
す
。
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
の
場
合
は
、
木
材

の
重
さ
の
約
1.5
倍
の
水
分
を
含
ん
で
い
ま
す
。 

　

木
材
に
含
ま
れ
る
水
分
量
を
表
す
指
標
と

し
て
、「
含
水
率
」
が
あ
り
、
山
に
生
え
て

い
る
状
態
は
含
水
率
１
５
０
％
と
い
う
事
に

な
り
ま
す
。
一
般
に
製
品
と
し
て「
乾
燥
材
」

と
さ
れ
る
基
準
は
含
水
率
20
％
で
す
の
で
、

１
５
０
％
近
い
状
態
か
ら
20
％
ま
で
落
と
し

て
行
く
工
程
が
、
乾
燥
作
業
に
な
り
ま
す
。　
　

　

原
木
か
ら
製
材
し
た
ば
か
り
の
木
材
製
品

は
、
ま
だ
ま
だ
水
分
を
た
く
さ
ん
含
ん
で
お

り
、「
生なま
ざ
い材」
と
呼
ば
れ
ま
す
。「
生
材
」
で

は
乾
燥
が
進
む
に
つ
れ
、
変
形
や
収
縮
が
起

こ
り
ま
す
。
建
築
構
造
上
、
不
具
合
が
出
な

い
た
め
に
は
、
し
っ
か
り
乾
燥
さ
せ
て
お
く

こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。　

　　　

乾
燥
方
法
は
大
き
く
２
種
類
、「
天
然
乾

燥
」
と
「
人
工
乾
燥
」
で
す
。
天
然
乾
燥
は

そ
の
名
の
通
り
、
自
然
に
乾
燥
を
行
う
こ
と

で
、
基
本
は
「
桟さん
づ積
み
」
で
す
。
桟
を
材
木

の
間
に
挟
み
、
交
互
に
積
み
上
げ
ま
す
。
桟

を
入
れ
る
こ
と
で
材
木
の
間
に
風
を
通
し
ま

す
。
桟
の
種
類
は
木
材
の
大
き
さ
に
よ
っ
て

変
え
、
風
の
通
り
道
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
に

し
ま
す
。
桟
積
み
は
人
工
乾
燥
で
も
同
様
に

重
要
な
工
程
で
す
。

　

乾
燥
場
所
に
向
い
て
い
る
の
は
、
風
が
よ

く
通
り
太
陽
が
よ
く
当
る
場
所
、
太
陽
で
熱

せ
ら
れ
た
木
材
か
ら
水
分
が
蒸
発
し
て
、
そ

れ
を
風
が
運
び
去
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
乾

燥
し
ま
す
。
屋
外
乾
燥
は
太
陽
と
風
だ
け
で

な
く
、
雨
に
も
さ
ら
さ
れ
ま
す
。
木
材
を
雨

水
に
濡
ら
す
事
は
乾
燥
と
反
対
の
よ
う
な
気

も
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
上
、

適
度
な
湿
気
を
加
え
な
が
ら
乾
燥
さ
せ
た
方

が
よ
く
乾
く
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ス
ギ
の
場
合
は
雨
水
に
濡
ら
し
た
方
が
、
赤

身
の
色
合
い
が
綺
麗
に
仕
上
が
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

天
然
乾
燥
は
乾
燥
時
間
が
長
く
、
平
均
し

て
半
年
か
ら
１
年
く
ら
い
が
目
安
と
な
り
ま

す
が
、
３
年
ほ
ど
か
か
る
断
面
の
大
き
な
材

も
あ
り
ま
す
。
木
に
よ
っ
て
は
、
逆
に
１
〜

３
ヶ
月
で
乾
燥
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

人
工
乾
燥
は
名
前
の
通
り
人
工
的
に
温
度

を
上
げ
水
分
を
抜
く
方
法
で
す
。
人
工
乾
燥

に
は
何
種
類
か
の
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
弊

社
の
乾
燥
機
械
は
「
低
温
除
湿
式
」
と
呼
ば

れ
る
方
法
を
使
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
製
作
し
た

も
の
に
な
り
ま
す
。

　

乾
燥
庫
内
に
設
置
し
た
「
温
水
コ
イ
ル
」

ま
た
は
「
電
熱
コ
イ
ル
」
で
庫
内
の
温
度
を

45
℃
く
ら
い
ま
で
上
げ
、
風
向
き
を
一
定
方

向
に
循
環
さ
せ
ま
す
。
こ
の
時
の
風
速
と
風

量
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
、
温
め
ら
れ
た
木

材
か
ら
は
水
分
が
蒸
発
し
、
乾
燥
が
進
み
ま

す
。
し
か
し
一
方
、
木
材
か
ら
出
た
水
分
で

庫
内
の
湿
度
が
上
昇
し
、
乾
燥
の
促
進
を
妨

げ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
時
、
庫
内
の
湿
度

は
最
大
１
０
０
％
ま
で
上
昇
し
ま
す
。
そ
こ

で
除
湿
機
を
使
い
庫
内
の
湿
度
を
落
と
し
乾

燥
効
率
を
高
め
ま
す
。
最
終
的
に
庫
内
の
湿

度
は
30
％
程
に
下
が
り
ま
す
。　
　

　

こ
れ
が
「
低
温
」
と
「
除
湿
」
を
組
み
合

わ
せ
た
乾
燥
方
法
で
、
乾
燥
期
間
約
１
〜
２

週
間
で
、
含
水
率
は
ヒ
ノ
キ
の
柱
で
18
％
前

後
、
ヒ
ノ
キ
の
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材
で
10
〜

15
％
前
後
、
ス
ギ
の
柱
で
20
〜
30
％
、
ス
ギ

の
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材
で
15
〜
20
％
ま
で
下
が

り
ま
す
。
よ
り
乾
燥
が
必
要
な
も
の
は
、
乾

燥
工
程
を
２
サ
イ
ク
ル
実
施
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

で
は
、
天
然
乾
燥
と
人
工
乾
燥
の
ど
ち
ら

が
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
木
に
ス
ト
レ
ス
を

与
え
ず
水
分
を
抜
く
の
は
天
然
乾
燥
の
方
で

す
が
、
人
工
乾
燥
と
比
較
す
る
と
乾
燥
期
間

が
長
く
、
ま
た
乾
燥
が
甘
く
な
り
ま
す
。

　

含
水
率
が
最
終
的
に
安
定
す
る
の
は
約
11

〜
12
％
（
場
所
や
季
節
に
よ
っ
て
異
な
る
）

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
状
態
を
平
へ
い
こ
う衡
含
水

率
と
い
い
、
こ
の
状
態
に
落
ち
着
く
と
木
材

は
乾
燥
に
よ
る
変
化
や
収
縮
を
起
こ
さ
な
く

な
り
ま
す
。
平
衡
含
水
率
に
達
す
る
ま
で
に

は
、
生
材
の
状
態
か
ら
８
年
ほ
ど
か
か
り
ま

す
。
個
体
差
は
あ
り
ま
す
が
、
最
初
の
１
年

間
が
最
も
材
の
変
化
と
収
縮
が
起
こ
り
や
す

い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

弊
社
の
人
工
乾
燥
の
場
合
、
１
週
間
の
乾

燥
で
天
然
乾
燥
の
６
ヶ
月
分
に
相
当
す
る
含

水
率
の
低
下
が
望
め
ま
す
。
含
水
率
の
低
下

具
合
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
人
工
乾
燥
の
方
が

優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、

人
工
乾
燥
は
木
の
樹
脂
が
抜
け
や
す
い
た
め

天
然
乾
燥
に
比
べ
て
艶
が
少
な
く
な
り
、
耐

久
性
も
多
少
落
ち
ま
す
（
高
温
乾
燥
だ
と
艶

が
な
く
な
り
ま
す
が
、
低
温
乾
燥
は
艶
が
残

り
や
す
い
で
す
）。
ま
た
、
大
き
な
材
は
人

工
乾
燥
で
は
中
ま
で
乾
燥
は
進
ま
ず
、
じ
っ

く
り
と
時
間
を
か
け
て
天
然
乾
燥
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

昔
の
建
て
方
で
あ
れ
ば
、
上
棟
し
て
か
ら

半
年
以
上
も
土
壁
を
塗
っ
た
り
し
な
が
ら
骨

組
み
の
ま
ま
置
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
間
に

材
の
歪
み
が
出
て
も
調
整
が
可
能
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
完
全
な
乾
燥
材
で
は
な
く
生
材

に
近
い
も
の
で
も
十
分
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

現
在
は
施
工
に
も
ス
ピ
ー
ド
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
木
材
製
品
も
必
要
な
時
に
必
要
な
だ

け
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
主
流
で
す
。
人
工

乾
燥
が
必
要
に
な
る
の
は
、
当
然
の
よ
う
に

も
思
え
ま
す
。

　

ま
た
、
ヒ
ノ
キ
の
場
合
は
天
然
乾
燥
で
も

人
工
乾
燥
で
も
大
差
な
い
の
で
す
が
、
ス
ギ

の
場
合
、
人
工
乾
燥
に
す
る
と
割
れ
や
変
色

の
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
ス
ギ
は
個
体
差
が

大
き
い
の
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
割

れ
が
入
り
や
す
く
、
渋
味
が
表
面
に
溜
ま
り
、

赤
味
の
部
分
が
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
よ
う
な
色

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
ス
ギ
は
天

然
乾
燥
の
方
が
向
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
弊
社
で
も
「
杉
赤
み
無
節
造
作
材
」

と
「
杉
芯
持
ち
構
造
材
」
は
人
工
乾
燥
に
不

適
切
と
考
え
、
天
然
乾
燥
材
を
提
供
し
て
い

ま
す
。

　

天
然
乾
燥
と
人
工
乾
燥
の
良
し
悪
し
は
一

概
に
言
え
ず
、
木
の
性
質
や
用
途
に
応
じ
て

使
い
分
け
る
の
が
賢
明
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

弊社で使用している低温除湿乾燥機のひとつ。こ
れは４ｍまでの柱や土台などの角類専用。１m
から８m の材まで乾燥可能です。

伐
採
し
た
木
が
木
材
製
品
に

な
る
た
め
に
は

含
水
率
１
５
０
％
を
20
％
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

桟積みで自然乾燥している様子。板材、梁材等、乾
燥する材に応じて桟を使い分け、一段ごときっちり
計って桟を入れてあります。

弊
社
の
人
工
乾
燥
は

45
℃
の
低
温
で

除
湿
し
な
が
ら
行
い
ま
す

天
然
乾
燥
と
人
工
乾
燥
の

長
所
と
短
所

天
然
乾
燥
は

太
陽
と
風
と
雨
で

乾
燥
さ
せ
ま
す

弊社では「高周波式含水率計」で測定していま

す。木材の表面から 25㎜の深さまでの含水率を

測定します。ただ、木材は自然素材のため個体

差が大きく、数値だけで判断する事はできませ

ん。持ち上げた時の重量感や木肌の感触によっ

ても判断しています。

Q：木の中の水分
はどうやって測る
のですか

A：弊社では高周波式含水率
計を使って測っています。

乾
燥
は
吉
野
材
の
「
香
り
」「
色
」「
ツ
ヤ
」
と
い
う
特
徴
を
最

大
に
引
き
出
す
た
め
に
最
も
注
意
を
要
す
る
大
切
な
工
程
で
す
。

含
水
率
を
下
げ
、
し
っ
か
り
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と

で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
木
本
来
の
魅
力
や
力
を

残
す
乾
燥
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

【 製材の流れ 】

１、原木の選別

２、皮むき

３、一次製材
　　木取り

⇦
⇦

４、乾燥

５、在庫管理

⇦
⇦

⇦

材が乾燥すると歪みが出たりサイズ
が変わったりするため、仕上がり寸
法よりも少し大きめに製材する。製
材の仕方に注意する。

乾燥材を等級付けし、表示し仕分け
保管する。

６、注文選別・
      二次製材・
      仕上げ加工

オーダーに合わせ、乾燥材を
使用場所や用途に合わせ選別
し、注文サイズへ製材する。
注文に応じ、仕上げ加工を施す。

原木を「径級」「長さ」「材質」
に応じて選別し、製材用途別に
分ける。

注文や在庫状況に応じて、製材する直
前に皮むきをする。

材に応じて自然乾燥するか、乾燥室３機
を種類別に使い分けて人工乾燥する。　

山から製材、製品になるまで
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木
造
住
宅
を
建
て
る
場
合
、
木
材
の
多
く

は
そ
の
骨
組
み
（
構
造
材
）
に
使
わ
れ
ま
す
。

構
造
材
に
は
、「
建
物
の
自
重
や
家
具
な
ど

の
重
さ
に
耐
え
る
垂
直
方
向
へ
の
重
さ
」
と
、

「
地
震
や
風
な
ど
の
水
平
方
向
に
耐
え
る
力
」

へ
の
強
度
と
耐
久
性
が
必
要
で
す
。

　

木
材
の
強
度
に
は
、
そ
の
「
断
面
寸
法
」

や
「
割
れ
や
傷
な
ど
の
欠
点
」、「
樹
種
と
し

て
の
特
性
」
な
ど
が
影
響
し
ま
す
。（
同
じ

樹
種
で
も
１
本
ご
と
に
強
度
に
ば
ら
つ
き
が

あ
り
ま
す
）。　

　

製
材
に
は
J
Ａ
Ｓ
規
格
が
あ
り
、
強
度
等

級
や
寸
法
、
乾
燥
具
合
な
ど
の
性
能
を
表
示

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
弊
社
は
、
こ

の
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
を
取
得
し
た
Ｊ
Ａ
Ｓ
認
定
工

等
級
付
け
を
行
い

し
っ
か
り
と
表
示
し

在
庫
管
理
を
し
ま
す

場
で
あ
り
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
認
定
製
品
の
場
合
は
検

査
を
行
い
、
結
果
を
材
に
表
示
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
節
」
の
有
無
や
サ
イ
ズ
や
「
色

み
」
で
分
け
る
「
目
視
に
よ
る
等
級
付
け
」

も
行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
等
級
付
け
で
は

強
度
や
耐
久
性
は
関
係
な
く
、
傷
や
節
が
な

く
見
た
目
が
美
し
い
も
の
が
高
く
評
価
さ
れ

ま
す
。
こ
の
美
的
価
値
が
お
客
様
が
吉
野
材

を
使
う
理
由
で
も
あ
り
吉
野
材
の
ウ
リ
で
す

の
で
、
き
っ
ち
り
行
っ
て
い
ま
す
。（
等
級

の
詳
し
い
説
明
は
P 

34
）

　

お
客
様
か
ら
の
注
文
が
入
っ
た
際
、
注
文

内
容
に
応
じ
て
一
次
製
材
さ
れ
た
在
庫
の
中

か
ら
注
文
に
合
っ
た
も
の
を
選
別
し
、
集
め

た
も
の
を
二
次
製
材
し
ま
す
。

注
文
に
応
じ
て

在
庫
を
選
別
し

二
次
製
材
を
行
い
ま
す

　

こ
の
際
、
仕
様
や
使
い
場
所
に
合
わ
せ
、

合
っ
た
も
の
を
選
ん
で
い
く
「
目
」
が
す
ご

く
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。
弊
社
で
は
こ
の

工
程
を
お
客
様
の
満
足
度
を
あ
げ
る
重
要
な

仕
事
だ
と
考
え
、
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

お
客
様
の
注
文
時
に
す
ぐ
対
応
で
き
る
よ
う

に
、
一
次
製
材
し
た
木
に
し
っ
か
り
情
報
を

残
し
、
在
庫
管
理
を
し
て
い
ま
す
。
ご
注
文

を
い
た
だ
い
た
際
に
は
、
そ
の
ス
ト
ッ
ク
の

中
か
ら
ご
要
望
に
合
わ
せ
て
材
を
選
別
し
、

注
文
の
寸
法
に
二
次
製
材
し
ま
す
。
ご
希
望

が
あ
れ
ば
、標
準
の
仕
上
げ
よ
り
美
し
い
「
仕

上
げ
加
工
」
に
も
対
応
し
ま
す
。

吉野中央木材の木と暮らすこと

【 製材の流れ 】

１、原木の選別

２、皮むき

３、一次製材
　　木取り

⇦
⇦

４、乾燥

５、在庫管理

⇦
⇦

⇦

材が乾燥すると歪みが出たりサイズ
が変わったりするため、仕上がり寸
法よりも少し大きめに製材する。製
材の仕方に注意する。

乾燥材を等級付けし、表示し仕分
け保管する。

６、注文選別・
      二次製材・
      仕上げ加工

オーダーに合わせ、乾燥材を
使用場所や用途に合わせ選別
し、注文サイズへ製材する。
注文に応じ、仕上げ加工を施す。

原木を「径級」「長さ」「材質」
に応じて選別し、製材用途別に
分ける。

注文や在庫状況に応じて、製材する直
前に皮むきをする。

材に応じて自然乾燥するか、乾燥室３機
を種類別に使い分けて人工乾燥する。　

　

弊
社
で
は
、
製
品
の
化
粧
面
に
は
製
造
時

に
プ
レ
ナ
ー
（
か
ん
な
）
を
か
け
美
し
く
仕

上
げ
て
い
ま
す
。
別
途
料
金
が
か
か
り
ま
す

が
、
お
客
様
の
ご
要
望
に
応
じ
て
「
超
仕
上

げ
（
一
枚
刃
か
ん
な
）
加
工
」
を
施
し
て
さ

ら
な
る
光
沢
を
も
た
せ
た
り
、「
サ
ン
ダ
ー

仕
上
げ
（
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
）
加
工
」
で
、

ツ
ヤ
を
消
し
柔
ら
か
い
雰
囲
気
に
仕
上
げ
た

り
し
ま
す
。
サ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
は
、
仕
上
げ

塗
料
の
塗
装
ノ
リ
を
良
く
す
る
効
果
も
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
加
工
を
施
し
た
後
、
製
品
を

丁
寧
に
梱
包
し
、
出
荷
し
ま
す
。

注文時の適切な材選別を行うために、一次製材後、
材の情報を詳しく１本１本に表示し、在庫しておき
ます。

ご
要
望
に
応
じ
て

仕
上
げ
加
工
を
し
ま
す

A：スギは比重 0.4 前後（水が 1.0 です）と空間が多い木材です。空気層がた
くさんあるので、断熱効果が高く足触りが温かく感じます。また空間が多い
分傷が付きやすいですが、逆に考えると人に優しいと言えます。お子さまや
お年寄りのお部屋には最適な材です。サイズですが厚みが 15mm と 30mm の
2 種類があります。貼ってしまうと厚みの違いは見えませんが、足触りの感じ
は、30mm の方が温かく感じると思います。幅は 110mm と 140mm の 2 種類
がありますが、幅の広い方が収縮が大きい傾向にあるため、140mm の方が隙
間が開きやすいですが、見た目としては幅の広い方が落ち着いた印象になり
ます。

Q：子ども部屋の床をスギで張り替えたいです。スギの床
のサイズは３種類ありますが、どれを選べばいいですか？

A：水回りは耐久性に優れている赤身材をおすすめしています。赤身は木の中
心部分で、樹脂精分が多いので水に強いです。ただマグロの大トロのような部
位なので、価格が割高になります。コストを考えた場合、洗面所のように直に
水がかかりにくい場所は源平材（赤身と白太が混ざる部分）でも良いと思いま
す。しかし、浴室内部の壁や天井に貼る場合は赤身材がおすすめです。さらに、
ワックスなどを塗り撥水処理をされた方がより長持ちします。弊社社長の自宅
浴室は、ヒノキの赤身材の板を貼っていますが、撥水処理をしていなかったので、
表面に腐朽菌が出て黒くなりました。使用には問題はありませんが、少しの工
夫でより美しくより長持ちにつながると思います。

Q：洗面所と浴室の壁を木にしたいのですが、スギとヒノキどちらが
いいのですか？水回りなので赤身材の方がいいのでしょうか？

A：人は一生のうち約 3 分の 1 は睡眠なので、寝室はとても大切な空間です。身体
のことを考えると自然素材に囲まれて休むのが良いと思います。スギは甘い香り、
ヒノキは清々しい香り、どちらも良いのでお好みで選ばれてはいかがでしょうか？。
アドバイスとしては、節が少ない板を貼った方が、よりリラックスできると思いま
す。床と違って、壁や天井は視線に入りやすいです。節は、虫のように見えること
もあります。

Q：寝室の壁にスギかヒノキを貼りたいのですが、どちらが
おすすめですか？香りも気にした方がいいですか？

A：玄関扉はお家の顔であるのでこだわりを持たれるお客様が多いです。ス
ギもヒノキもおすすめですが、板目にするか柾目にするかが悩みどころかと
思います。アドバイスとしては、外部に面するので水に強い赤身材の方が良
いかもしれません。直に風雨に当たらない場所であれば源平材でも問題はあ
りません。スギの木目はヒノキよりはっきり見えるので存在感はヒノキより
出てくると思います。ただ、スギの方が柔らかい木なので傷はつきやすくな
ります。

Q：玄関扉はヒノキとスギどちらがおすすめですか？

A：構造材の土台や桁・梁などは芯持材で背割り
がないので、乾燥が進むと表面に乾燥割れが発生
しますが、これは建物の構造上問題はありません。
表面割れは貫通する事は無く、荷重が垂直方向に
かかるためこの割れが強度に影響することはあり
ません。反対に割れているということは乾燥が進
んでいるという事なので、良材の証と言えます。

Q：木材の割れは大丈夫ですか？

A：ハチクイは何十年も前に木が山で立っている
時に虫が入った跡です。吉野の木は密植されるた
め、木と木が当たりやすく日光が当たりにくいの
で、葉が枯れて枝が落ちやすいです。その折れた
枝の根元から虫が入ることは吉野の木によく発生
する現象です。何十年も前の虫食い跡なので、そ
こまで長生きできる虫はいませんのでご安心くだ
さい。強度に関して言うと節があることで強度が
低下するのと同じ位なので、こちらも心配はいり
ません。土台はハチクイがあっても、赤身の材料
がおすすめです。

Q：ハチクイは大丈夫ですか？木
の中で虫が生きていませんか？

山から製材、製品になるまで
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吉野中央木材の木と暮らすこと

１階部分の壁は漆喰仕上げ。２階部分は杉板（外壁用パネリング）で、水に強い赤身材を使用しています。
黒く塗装することで、高さを抑えた印象にしています。

和室の天井は幅 240mm 厚 12mm の杉の赤身の柾目板です。幅が広い柾目の一枚板は希少ですが、今回は幅 120mm 厚 30mm の
柾目板を、本を開くように割り、はぎ合わす「ブックマッチ」手法で作り、違和感が出ない工夫をしています。緻密で目の通っ
た吉野杉ならではの美しさです。和室の襖には、吉野和紙を使用しています。

設計・施工　株式会社ツキデ工務店

京都府宇治市宇治野神 94-10　TEL : 0774-21-2611
WEB サイト：http://www.tukide.jp
https://www.facebook.com/tukide.co

建築 DATA

所在地　奈良県橿原市

竣工　2018 年 1 月

延床面積　117.9㎡（35.7 坪）

玄関は柱を「真壁」にしています。格子と建具は桧の赤身材。吉野
の木の見せ場でもあるので、良材を選りすぐりました。ポーチ柱は
杉の赤身の芯去材で、とても美しい柱です。

玄関内部の天井は、幅 7 寸（210mm）厚み 4 分（12mm）の杉
の赤身板です。土間の空間を広く設け、町家の通り土間などで見
られる目板格子の戸で仕切ります。目板格子は杉の赤身材です。

　

吉
野
の
木
の
家
の
施
工
事
例
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
弊
社
の
ス
タ
ッ
フ
の
自
邸
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
家
族
が
健
康
的
に
心
地
よ
く
暮
ら

せ
る
家
に
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

吉
野
の
杉
と
桧
の
使
い
方
、
特
徴
と
美
し
さ

を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
目
指
し
ま
し

た
。
弊
社
製
材
の
杉
と
桧
を
ふ
ん
だ
ん
に
使

い
、
熟
練
の
大
工
さ
ん
と
職
人
さ
ん
と
一
緒

に
建
て
た
家
で
す
。

　

建
物
は
二
つ
の
棟
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に

趣
き
を
変
え
た
デ
ザ
イ
ン
に
し
て
い
ま
す
。　
　

　

一
つ
目
の
棟
は
、
吉
野
杉
の
特
徴
で
あ
る

年
輪
の
緻
密
さ
と
、
色
艶
の
良
さ
を
活
か
し

た
玄
関
棟
と
和
室
で
す
。
玄
関
棟
は
、
赤
杉

や
磨
き
丸
太
を
使
い
、
繊
細
な
数す
き
や

寄
屋
風
に

仕
上
げ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
棟
は
、
樹
齢
１
０
０
年
の
杉

の
梁
と
桧
の
柱
を
「
あ
ら
わ
し
（
化
粧
材
）」

に
し
て
、
力
強
く
見
せ
た
生
活
棟
で
す
。
壁

に
は
珪
藻
土
を
用
い
て
、
自
然
素
材
に
囲
ま

れ
た
健
康
的
な
空
間
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。

　

柱
と
梁
の
接
合
部
に
は
「
込こみ
せ
ん栓（

木
製
の

ク
ギ
）」
を
打
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
構
造
材

も
「
あ
ら
わ
し
」
な
の
で
、
最
近
で
は
珍
し

い
大
工
さ
ん
の
丁
寧
な
手
仕
事
も
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

良
質
の
木
材
、
そ
れ
を
適
材
適
所
に
デ
ザ

イ
ン
す
る
設
計
力
、
そ
し
て
、
美
し
く
加
工

す
る
技
術
力
、
こ
の
三
つ
が
協
働
し
、
建
て

ら
れ
た
美
し
い
木
の
家
が
で
き
ま
し
た
。

リビングは杉と桧の力強い架構を見せています。大黒柱は桧の 6 寸角（180mm 角）です。梁は
節がたくさんある一等材ですが、目線の低い位置は、節の少なめの材料を用いて落ち着いた印象
にしています。床は桧のフローリング（特選上小節）です。桧の障子は桟を細くして、すっきり
とした印象に仕上げています。

トイレの壁は杉のパネリング（赤特選上
小節）です。杉の消臭効果も期待できます。

吉野の木は年輪が詰まっており強度があるので、家具の材
料にも最適です。下足箱は杉で作っています。扉の面材に
は厚み1分（3mm）程度の杉の赤身の柾目板を貼っています。

※ご希望の方は見学可能です。その際は事前にご予約ください。
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吉野町 ゲストハウス 三奇楼
吉野町上市にあるゲストハウス三奇楼は、かつて料
理料亭だった空き家を改修した宿泊施設です。昔の
趣を生かしながら吉野の木を使い、居心地よい空間
になりました。

奈良県吉野郡吉野町上市 207　TEL : 0746-39-9207
WEB サイト：http://sankirou.com
facebook：https://www.facebook.com/sankirou

オーナー：南達人さん

吉野中央木材の木と暮らすこと

　

空
き
家
の
改
修
ポ
イ
ン
ト
は
や
は
り
水
回

り
に
な
っ
て
き
ま
す
。
三
奇
楼
の
お
風
呂
も

改
修
前
は
全
面
タ
イ
ル
張
り
で
寒
く
、
見
た

目
に
も
冷
た
さ
を
感
じ
る
空
間
で
し
た
。

　

今
回
、
木
の
ま
ち
吉
野
に
新
し
く
で
き
る

宿
泊
施
設
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
洗

面
所
と
お
風
呂
は
木
の
あ
た
た
か
み
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
洗
面
所
の
壁
・
天
井
に
は
暖
か
み

を
感
じ
さ
せ
る
ス
ギ
で
、
源
平
材
を
用
い
ま

し
た
。

　

お
風
呂
は
手
入
れ
の
し
や
す
さ
を
考
え
、

床
と
浴
槽
・
天
井
が
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
、
壁
は

ヒ
ノ
キ
と
い
う
「
ハ
ー
フ
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
い

う
形
に
し
ま
し
た
。
木
の
あ
た
た
か
み
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
ヒ
ノ
キ
の
上
品
な
色
合
い

は
清
潔
感
も
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

ハ
ー
フ
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
浴
槽
と
床
が
一
体

に
な
っ
て
い
る
た
め
掃
除
が
し
や
す
く
、
ま

た
天
井
は
浴
室
乾
燥
機
が
一
体
に
な
っ
た
パ

ネ
ル
の
た
め
、
使
用
前
の
暖
房
と
使
用
後
の

乾
燥
が
で
き
る
と
い
う
点
で
も
、
使
い
勝
手

の
い
い
満
足
度
の
高
い
改
修
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
ば
ら
く
空
き
家
だ
っ
た
た
め
か
、
台
所

の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
周
辺
は
す
っ
か
り
シ

ロ
ア
リ
に
や
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
を
取
り
除
い
た
後
、
木

の
ま
ち
吉
野
ら
し
い
無
垢
材
の
１
枚
板
カ

ウ
ン
タ
ー
に
変
更
、
カ
ウ
ン
タ
ー
前
の
壁
、　

カ
ウ
ン
タ
ー
の
下
ど
ち
ら
も
、
水
に
濡
れ
て

も
安
心
な
タ
イ
ル
貼
り
に
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
外
の
台
所
の
床
と
隣
の
ダ
イ
ニ
ン

グ
空
間
の
床
は
ス
ギ
源
平
材
の
板
張
り
に
変

更
。
隣
合
わ
せ
の
２
部
屋
を
同
じ
ス
ギ
板
貼

り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
空
間
の
よ

う
に
感
じ
ま
す
。
柔
ら
か
な
杉
材
が
足
に
優

し
く
、
見
た
目
に
も
あ
た
た
か
な
ダ
イ
ニ
ン

グ
空
間
に
な
り
ま
し
た
。
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー

ブ
ル
も
無
垢
材
の
１
枚
板
と
し
ま
し
た
。　
　

　

改
修
を
し
て
い
な
い
部
分
と
新
し
い
材
に

変
更
し
た
部
分
が
う
ま
く
溶
け
合
い
、
木
の

よ
さ
を
感
じ
ら
れ
る
空
間
に
な
り
ま
し
た
。

訪
れ
た
宿
泊
者
さ
ん
か
ら
も
、
あ
た
た
か
み

が
あ
っ
て
ゆ
っ
た
り
落
ち
着
け
る
場
所
だ
と
、

大
変
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
る
そ
う
で
す
。

三奇楼の門扉と蔵

ゆったりできると好評のダイニング空間、台所の床と同じスギ板を貼り空間に一体感を出しました。

脱衣所はあたたかみを感じさせるスギに、
風呂場は清潔感と上品さを感じさせるヒ
ノキに。風呂場に貼ったヒノキは見た目
だけではなく、水に強いとされる赤身材
とすることで、耐久性を持たせました。



2526

　

前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
吉
野
杉
は

そ
も
そ
も
樽
や
桶
に
使
う
材
と
し
て
、

目
的
を
持
っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
吉
野

杉
に
は
日
本
酒
に
適
度
な
木
香
と
色
味

を
つ
け
る
性
質
が
あ
り
、
樽
・
桶
の
容

器
と
し
て
最
高
の
材
料
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
吉
野
杉
の
性
質
を
最
大
限
に
活

か
せ
る
の
が
樽
・
桶
と
い
う
わ
け
な
の

で
す
。

　

京
都
の
「
桶
屋
近
藤
」
の
桶
職
人
、

近
藤
太
一
さ
ん
は
桶
、 

お
ひ
つ
、 

飯
台
、

風
呂
桶
、
産
湯
桶
、
な
ど
暮
ら
し
の
中

で
欠
か
せ
な
い
道
具
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

50
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
ひ
と
つ
の
ま

ち
に
必
ず
桶
屋
さ
ん
が
１
軒
は
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
樽
や
桶
は
日
常
生
活
に
欠

か
せ
な
い
容
器
と
し
て
当
然
の
よ
う
に

家
に
あ
り
、
こ
の
樽
・
桶
は
直
し
な
が

ら
使
う
も
の
で
し
た
。
桶
屋
さ
ん
の
仕

事
は
、「
作
っ
て
」「
壊
れ
た
も
の
を
直

し
て
」
を
繰
り
返
し
て
き
た
そ
う
で
す
。

　

樽
・
桶
は
同
じ
仕
組
み
（
パ
ー
ツ
）

で
様
々
な
サ
イ
ズ
の
も
の
を
作
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
反
対
に
言
う
と
小
さ
な

桶
も
工
程
と
手
間
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

弊
社
の
吉
野
杉
で
作
ら
れ
る
近
藤
さ
ん

の
小
さ
な
酒
器
の
中
に
も
た
く
さ
ん
の

技
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
だ
わ
り

の
材
と
こ
だ
わ
り
の
技
が
出
会
っ
て
こ

そ
で
き
る
品
で
す
。

吉野中央木材の木と暮らすこと

　

小
豆
島
は
「
醤
ひ
し
おの
郷さと
」
と
し
て
全
国
で
も
有

数
の
醤
油
の
産
地
で
す
。
小
豆
島
は
木
桶
仕
込

み
醤
油
で
有
名
で
す
が
、
全
国
に
約
２
千
本
あ

る
と
さ
れ
る
木
桶
の
半
分
が
小
豆
島
に
あ
る
そ

う
で
す
。 

　

昔
な
が
ら
の
木
桶
仕
込
み
に
こ
だ
わ
る
「
ヤ

マ
ロ
ク
醤
油
株
式
会
社
」
の
五
代
目
山
本
康
夫

さ
ん
は
、
２
０
１
３
年
か
ら
毎
年
、
自
分
た
ち

で
木
桶
を
作
っ
て
い
ま
す
。
全
国
で
唯
一
仕
込

み
桶
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
が
職
人
の
高

齢
化
の
た
め
、
数
年
後
に
辞
め
て
し
ま
う
と
聞

き
、
桶
作
り
を
習
い
自
分
た
ち
で
技
術
を
引
き

継
い
で
い
く
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。「
木
桶
職

人
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
全
国

か
ら
の
有
志
と
共
に
木
桶
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
仕
込
み
桶
に
使
う
材
（
吉
野
杉
）
を
弊

社
が
準
備
し
て
い
ま
す
。
仕
込
み
桶
作
り
に
挑

戦
す
る
方
々
と
共
に
「
樽
丸
林
業
」
の
地
と
し

て
、
ど
う
い
っ
た
製
品
を
作
れ
ば
い
い
か
、
共

に
試
行
錯
誤
し
学
ん
で
い
ま
す
。

　
「
現
在
使
わ
れ
て
い
る
醸
造
用
の
木
桶
は
戦

前
に
作
ら
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
そ
の

木
桶
が
使
え
な
く
な
る
と
本
物
の
木
桶
仕
込
み

の
醤
油
、 

味
噌
、
酢
、
味
醂
、
酒
の
味
が
消
え

て
な
く
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

孫
や
子
の
時
代

へ
本
物
の
日
本
の
味
を
受
け
継
ぎ
た
い
と
思
い
、

木
桶
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
」。
こ
の
ヤ
マ
ロ

ク
さ
ん
の
思
い
と
共
に
、
弊
社
も
日
本
の
豊
か

な
醸
造
文
化
を
つ
な
ぐ
挑
戦
を
共
に
続
け
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

近藤太一さんに弊社で「樽・桶のはなし」を
講義してもらいました。

小豆島で木桶で醤油を造っているヤマロク醤油さんは、子や
孫の世代にも本物の「木桶仕込み醤油」を伝えたいと、木桶
を作る技を残して行くために「木桶職人復活プロジェクト」
を立ち上げました。毎年、全国から有志が集まり木桶を製作
しています。

ヤマロク醤油株式会社：香川県小豆郡小豆島町安田甲 1607
TEL: 0879-82-0666   WEB サイト：http://yama-roku.net

小豆島
ヤマロク醤油株式会社 山本 康夫さん

京都
桶屋近藤 
京都で桶を作っている桶屋近藤さんは、吉野杉や
その他のすばらしい材を使い桶を作っています。

桶屋近藤：京都市北区紫野雲林院町 64-2
TEL : 075-411-8941　WEB サイト：http://oke-kondo.jimdo.com

近藤 太一さん

吉野杉ぐい呑　一寸七分　
18,900 円（税込）

持ち歩きに便利な巾着袋付き。
当社でも販売しております。
樹齢 100 年超の吉野杉の赤身
で目詰まりの柾目部分だけを
木取りしています。吉野の自
然・歴史・文化を味わう至極
の酒器です。 左：台鉋で押し切りをして、桶の丸みを作る。 右上：吉野の弊社工場に材料を確認にしに来られた時の様子。  右下：桶の底板を切断中。
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吉野の木と暮らす 活動

吉野杉の家　住所：奈良県吉野郡吉野町飯貝 624　定休日：月・火　WEB サイト : https://yoshinocedarhouse.com
　　　　　　　   facebook : https://www.facebook.com/yoshinocedarhouse　問い合わせ : host@yoshinocedarhouse.com

愛・学習机プロジェクト　開催場所：吉野中学校　ワークショップ開催時期：３月上旬

吉野貯木まちあるき　開催場所：吉野貯木場内　開催時期：３月

　

地
元
吉
野
の
製
材
所
や
木
工
の
後
継
世

代
が
中
心
と
な
っ
た
「Re:
吉
野
と
暮
ら

す
会
」
は
、
木
の
ま
ち
吉
野
の
魅
力
を
伝

え
る
た
め
に
活
動
す
る
団
体
で
す
。

　

私
た
ち
が
行
っ
た
「
愛
・
学
習
机
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
は
「
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に

地
域
の
材
料
で
作
っ
た
学
習
机
を
使
っ
て

ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
２
０
１
４
年

に
始
ま
っ
た
活
動
で
す
。
こ
れ
は
、
中
学

校
入
学
前
に
子
ど
も
た
ち
と
先
生
、
メ
ン

バ
ー
が
参
加
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行

い
、
子
ど
も
た
ち
自
身
で
「
マ
イ
机
」
を

製
作
、
卒
業
時
に
は
中
学
３
年
間
使
っ
た

思
い
出
の
机
を
持
っ
て
帰
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
試
み
で
す
。

　

ま
た
、
２
０
１
６
年
夏
に
は
、
東
京
お

台
場
で
開
催
さ
れ
た
「HOUSEVISION2  

2016 TOKYO EXHIBITION

」
に
参
加
し

ま
し
た
。
住
宅
の
未
来
を
提
案
す
る
こ
の

展
覧
会
で
、
世
界
で
活
躍
す
る
若
手
建
築

家
の
長
谷
川
豪
さ
ん
と
、
民
泊
を
通
じ
て

シ
ェ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
を
世
界
で
展
開
す
る

「Airbnb

（
エ
ア
ビ
ー
ア
ン
ド
ビ
ー
）」、
奈

良
県
吉
野
郡
吉
野
町
と
協
力
し
、「
吉
野
杉

の
家
」
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
材

料
の
手
配
を
中
心
に
様
々
な
協
力
を
し
ま
し

た
。
吉
野
材
を
使
い
吉
野
の
職
人
の
手
で
作

ら
れ
た
こ
の
家
は
、
東
京
で
の
展
示
会
後
、

吉
野
町
に
移
設
さ
れ
「
吉
野
材
の
魅
力
を
体

感
で
き
る
施
設
」
と
し
て
私
た
ち
「Re:

吉

野
と
暮
ら
す
会
」
が
運
営
委
託
を
受
け
、
運

営
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
毎
年
３
月
に
は
「
吉
野
貯
木
ま
ち

あ
る
き
」
と
い
う
ま
ち
あ
る
き
イ
ベ
ン
ト
も

行
っ
て
い
ま
す
。
製
材
所
や
木
工
所
な
ど
、

木
の
関
連
施
設
を
見
て
も
ら
い
、
吉
野
の
木

や
木
の
仕
事
を
知
っ
て
も
ら
う
試
み
で
す
。

こ
う
い
っ
た
活
動
を
通
じ
て
、
木
と
仕
事
し

て
い
る
立
場
か
ら
「
吉
野
の
木
の
魅
力
」
を

伝
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
吉
野
の
木
の
歴
史
や
知
恵
を

つ
な
い
で
い
け
る
よ
う
に
、
こ
の
場
所
か
ら

「
木
の
暮
ら
し
」
を
発
信
し
続
け
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Re : 吉野と暮らす会 　
WEB サイト： 
http://yoshinochoboku.com　 
facebook：  
https://www.facebook.com/
yoshinotokurasu



2930

 等 級種 類

1：フローリング
　 （本実加工） 

厚 15mm ×幅 110mm
長さは 2m、3m、4m

2： パネリング
　 （本実目透かし加工）

厚 12mm ×幅 108mm
長さは 2m、3m、4m

特 徴

「生節一等」
「小節〜上小節」
「特選上小節」
「無節」
＊基本は
　源平材です。
赤身材のオーダー
可

1：実
さね

‥凹凸をはめる「（糸面
取り）　本実加工」は伸縮によ
る材の外れを防ぎます。

1： 実
さね

‥表面の実部分に、2.5mm の「本実目透かし加工」 
　 を施し、使った時の見映えと同時に、伸縮した際の
　 歪みや隙を目立たなくします。

2：調整隙間‥裏面に隙間を設けることで、表側の実部
　 分が、確実に接合します。

●ヒノキ床・壁天井材 特徴 

その他 基本形状
●化粧面‥化粧面は全て木表側を上面にし、木目の割れ、はがれがないようにしてあります。化粧面は製造時にプレナーをかけ美しく仕上げています。
●面取り‥化粧面の角部分には面取りを施し、触れた際にとげとげしさを感じたり、つまずきが無いようにしてあります。
●裏溝‥‥裏面に溝を入れることにより、湿気や気温の変化による　「反り返し」や「割れ」を抑制しています。

特 

徴

１、スギより硬いため傷がつきにくい
２、白っぽい上品な色合い
３、油分が多いため、ツヤが出てくる
４、基本は「源平材」
５、床暖房対応も可能

●等級  
【 節 】    １．「無節」‥節なし

　　　   ２．「特選上小節」‥5mm 以下が 1,2 個

            ３．「小節」「上小節」‥30mm 以下が数個

            ４．「生節一等」‥大き目の節が多数

【 色 】    １．「赤」‥化粧面が赤身

            ２．「源平」‥化粧面に赤身と白太が出る

＊料金は等級によって異なります。（詳しくは P34）

吉野桧の床・壁天井材

吉野中央木材の製品について

構造材とは…柱、梁、土台、桁、筋かいなど建築の構造部分の材料
のこと

● ヒノキ構造材 製品
・  人工乾燥でしっかり乾燥

● スギ構造材 製品
・  3 ヶ月〜 1 年間じっくり自然乾燥

吉野桧・吉野杉の構造材

⇦
⇦

　相談 　仕様・樹種の検討 　予算調整

　製材・仕上げ加工

　見積り

● 製品決定の流れ

＊上のフローチャートの流れを参考にして、ご要望をお伝えください。
材の特性を考慮したアドバイスを交えながら、寸法や価格を考えお客
様の満足度を上げるよう、ご相談に応じます。

⇦ ⇦ ⇦ 　注文⇦

出荷

＊追加料金になります（詳しくは P34）●オプション加工

１．追加仕上げ「超仕上げ」「サンダー仕上げ」

２．エンドマッチ加工

「超仕上げ」‥ 一枚刃のかんなで仕上げる

「サンダー仕上げ」‥ サンドペーパーで仕上げる

タテの両端（エンド）部分にも本実加工をする

木造住宅の構造材にどれくらいの強度が必要かを考えた時、一般的な間取りであれば、RC 造などの他の
構造と比べるとそれほど高い強度は必要ありません。木造自体の自重が軽いので、負担する重さが小さい
からです。通常、柱にかかる鉛直方向への力に対しては余裕があるのですが、柱間を大きくした場合の梁
材には注意が必要です。弊社では「縦振動式グレーディングマシン」を使い、ヤング係数と言われるスパ
ンに対する荷重の変形具合を測っています。ヤング係数の数字が大きいとたわみが小さい（強度がある）
ということです。ただ、全て測るのではなく、必要だと思われる梁のみ検査することも可能です。また、
梁の高さや太さを大きくし、梁の断面面積を広くすると梁の強度を高めることもできます。

＊強度測定

２ 管柱（芯去り材）

４ 梁・桁・間草・差し鴨居
   （芯去り材）

１ 管柱・通柱
　（芯持ち・背割入り材）

３ 梁・桁・間草・差し鴨居
　（芯持ち・背割入り材）

５ 土台 （芯持ち ・背割なし）

化粧面の裏に「背割り」を入れて
いるため、割れを生じにくい。

床下に隠れる構造材なので、節の
ある「一等材」で耐朽性能の高い
赤身の「芯持ち」材を強度重視の「背
割無し」で用いる。

化粧面の裏に「背割り」を入れて
いるため、割れを生じにくい。

105 × 105　120 × 120
135 × 135　150 × 150
180 × 180　210 × 210　
240 × 240   長さ 1m 〜 8m  

基本サイズ既製品種類

105 × 105　120 × 120
長さ 1m 〜 8m 
　

105 × 120　105 × 150
120 × 150　120 × 180
120 × 210　120 × 240　
150 × 210　150 × 240
150 × 300  長さ 1m 〜 8m 

A 120 × 105  150 × 120
B 105 × 120  120 × 150

（タテ×ヨコ）
長さ 1m 〜 8m 　　

105 × 105　120 × 120
長さ 1m 〜 8m 
　

等 級

「赤一等」 

「生節一等」
「小節」
「上小節」
「特選上小節」
「無節」

A

B

働き巾 110mm

厚
15
mm

反り止め裏溝

調整隙間

糸面取りさね

働き巾 108mm

厚
12
mm

反り止め裏溝

メス実
オス実

働き巾 108mm

厚
12mm

目透かし巾
2.5mm

ヒノキ床材「本実加工」生節一等 ヒノキ床材「本実加工」無節  

厚 12mm ×幅 110mm
長さは 2m、3m、4m

2：調整隙間‥裏面に隙間を設けることで、表側の実部
　分が、確実に接合します。

1：実
さね

‥凹凸をはめる「（糸面取り）
　本実加工」は伸縮での材の外れ
　を防ぎます。釘打ち工具の使用
　にも耐えられるよう凸側の下側
　に厚みを持たせてあります。

働き巾 110mm

厚
12
mm

釘打ち箇所
調整隙間

反り止め裏溝

＊３、４は節埋め
　加工しています。

3： パネリング
　 （本実加工）

【 相談について 】

● 基本はオーダーメイド    当社では木の家の構造材、内装材、下地材
と、一棟まるごとの材料を製造しています。
ご注文に応じ対応いたします。是非ご相談
ください。

屋外で天然乾燥すると、表面が銀鼠色に変わりま
すが、修正製材すると、元の色合いが出てきます。

化粧柱には番付を入れます。木柄を見ながら、
化粧面の方向を決めています。
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●床暖房対応処理材 特徴

 等 級種 類

1：床暖房対応
     フローリング 

厚 15mm ×幅 110mm、
長さは 2m、3m、4m

特 徴

「一等」
「小節〜上小節」
「特選上小節」
「無節」

1：実
さね

‥凹凸をはめる「（糸面取り） 
　 本実加工」は伸縮による材の外
　 れを防ぎます。

2：調整隙間‥裏面に隙間を設ける
　  ことで、 表側の実部分が、確実 
     に接合します。

●見積りについて‥施工予定の平面図をお送りしていただけましたら、大体の範囲で適量数を計算し、運送料等も合わせてお見積りさせていただきます。
●弊社ホームページに「吉野桧フローリングの床暖房実験」の詳細を掲載しています、ご使用ご検討の方は是非ご確認ください。

等 級種 類

1：外壁用パネリング 

厚 15mm ×幅 108mm、
長さは 2m、3m、4m

特 徴

「赤一等」
「赤小節〜上小節」
「赤特選上小節」
「赤無節」

実
さね

‥凸の実長さが 12mm の一
般製品より長い「外壁専用本実
目透かし」は伸縮による材の外
れを防ぐ形状です。さらに下ア
ゴを伸ばすことで、タッカーな
どでの釘留めをより確実にで、
施工もしやすい形状です。

その他 基本形状
●化粧面‥化粧面は全て木表側を上面にし、木目の割れやはがれがないようにしてあります。死節、抜け節材には、節埋め加工を施し、化粧面にはプレナー　
　　　　　（カンナ）　仕上げが施されています。
●面取り‥化粧面の角部分には面取りを施し、触れた際にとげとげしさを感じたり、つまずきが無いようにしてあります。
●裏溝‥‥裏面に溝を入れることにより、湿気や気温の変化による　「反り返し」や「割れ」を抑制しています。
●調整隙間‥裏面の実部に調整隙間を設ける事により、化粧面である表側の実部分が、確実に接合するようになっています。

●外壁用吉野杉材 特徴

特 

徴

１．床暖房対応はヒノキのみ
２．乾燥処理を徹底
３．納期は通常よりプラス２週間
４．通常より割高料金

特 

徴

１．外部の環境の影響による乾燥伸縮に
　　耐えるよう、継ぎ目加工形状に工夫
２．耐久性のあるスギの赤身のみを使用

スギ床材「本実加工」赤特選上小節 スギ壁天井材「本実目透かし加工」源平無節

 

吉野杉の外壁用壁材 

吉野桧の床暖房対応材
●スギ床 特徴 

その他 基本形状
●化粧面‥化粧面は全て木表側を上面にし、木目の割れ、はがれがないようにしてあります。化粧面は製造時にプレナーをかけ美しく仕上げています。
●面取り‥化粧面の角部分には面取りを施し、触れた際にとげとげしさを感じたり、つまずきが無いようにしてあります。
●裏溝‥‥裏面に溝を入れることにより、湿気や気温の変化による　「反り返し」や「割れ」を抑制しています。

特 

徴

１．ヒノキより柔らかく足に優しい
２．とても落ち着く色合い
３．床暖房対応には向かない
４．赤身材は腐りや虫食い、変色に強い

●スギ壁天井材 特徴  

等 級種 類

1：パネリング
　 （本実目透かし） 

厚 12mm ×幅 108mm
長さは 2m、3m、4m

2： パネリング
　 （本実加工） 

厚 12mm ×幅 110mm
長さは 2m、3m、4m

特 徴

「赤一等」
「赤特選上小節」
「赤小節〜
　  上小節」

「赤無節」

「源平一等」
「源平特選上小節」
「源平小節〜
　  　上小節」

「源平無節」

実
さね

‥表面の実部分に 2.5mm の
「本実目透かし加工」を施し、
使った時の見映えと同時に、伸
縮した際の歪みや隙を目立たな
くします。　

2：調整隙間‥裏面に隙間を設けることで、表側の実部
　分が、確実に接合します。

1：実
さね

‥凹凸をはめる「（糸面取り）
　本実加工」は伸縮での材の外れ
　を防ぎます。釘打ち工具の使用
　にも耐えられるよう凸側の下側
　に厚みを持たせてあります。

厚み 15mm は、軽く、施工作
業が容易、壁板にも使用できる
汎用性のある厚みです。　

厚みがあり、強度があるため根
太材を少なくでき、２階床材が
１階の天井でもある「現し天井」
などに適しています。既製品は

「赤一等」のみです。

厚みがあり、さらに幅があるの
で、存在感を持たせつつ、材料
コストと施工手間を抑えること
のできる形状です。既製品は「源
平一等」のみです。

等 級種 類

1：フローリング
　 （本実加工） 

厚 15mm ×幅 110mm
長さは 2m、3m、4m

特 徴

1：実
さね

‥凹凸をはめる 
　「（糸面取り）本実
　加工」は伸縮によ
　る材の外れを防ぎ
　ます。

2：調整隙間‥裏面に
　 隙間を設けること
　 で、表側の実部分
　 が、確実に接合し
　 ます。

2：フローリング
　  （厚物）

厚 30mm ×幅 110mm
長さは 2m、3m、4m

3：フローリング
    （厚物・幅広） 

厚 30mm ×幅 140mm
長さは 2m、3m、4m

●等級  
【 節 】    １．「無節」‥節なし

　　　　２．「特選上小節」‥5mm 以下が 1,2 個

            ３．「小節〜上小節」‥30mm 以下が数個

            ４．「一等」‥大き目の節が多数

【 色 】    １．「赤」‥化粧面が赤身

            ２．「白」‥化粧面が白太

            ３．「源平」‥化粧面に赤身と白太が出る

＊料金は等級によって異なります。（詳しくは P34） ＊追加料金になります（詳しくは P34）●オプション加工
１．追加仕上げ「超仕上げ」「サンダー仕上げ」

２．エンドマッチ加工

吉野杉の床・壁天井材 

＊３、４は節埋め
　加工しています。

超仕上げをすると光沢がでます

「赤一等」
「赤特選上小節」
「赤小節〜
　  上小節」

「赤無節」

「源平一等」
「源平特選上小節」
「源平小節〜
　  　上小節」

「源平無節」

働き巾 110mm

厚
15
mm

反り止め裏溝

働き巾 110mm

厚
30
mm

働き巾 140mm

厚
30
mm

調整隙間

糸面取りさね

働き巾 108mm

厚
12
mm

働き巾 110mm

厚
12
mm

目透かし巾 2.5mm

調整隙間

釘打ち箇所

糸面取り

釘打ち箇所
調整隙間

働き巾 110mm

厚
15
mm

反り止め裏溝

調整隙間

糸面取りさね

働き巾 108mm

厚
15
mm

凸実長さ 12mm

下あご長さ 13mm
糸面取り

調整隙間
反り止め裏溝

反り止め裏溝

反り止め裏溝
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【Ａ】
撥水性の塗装を施してある場合は、
凹んだ部分の周囲を♯ 120 番ぐらい
のサンドペーパーを軽くかけて塗装
膜を削り、木が水分を吸いやすくな
るようにします。

●木材の等級

【 注文のポイント 】

【 節 】

1．生
いきぶしいっとう

節一等

●構造材の一等‥大小の節がたくさんあり、強度的に全く問
　題無い程度の死節やハチクイ（虫食い穴）　も入っています。
●床板、壁板（フローリング、パネリング）の一等‥大小の
　節はありますが、死節やハチクイは入りません　（死節等は  
　節埋め加工してあります）。

2．小
こ ぶ し

節

直径約２５㎜以下程の節が１m 間隔に 1 個ぐらいずつ点在し
ているイメージです。

3．上
じょうこぶし

小節

直径約１０㎜以下程の節が１m 間隔に 1 個ぐらいずつ点在し
ているイメージです。

4．特選上
じょうこぶし

小節

エンピツの芯程の大きさの節が２ｍに１個ぐらいあるイメー
ジです。木目や色合いもある程度そろった物で、アテもあま
り入りませんが、ヤニ、カスリは若干あります。

5．無
む じ

節

節のまったく無い物です。木目もや色合いもかなり揃い、ア
テもほぼ入っていません。ヤニ、カスリは極小さくあります。

【 色 】

化粧面が白太だけの材（スギのみ）

化粧面に白太と赤身が両方出ている 
（スギ・ヒノキ製品は基本的に源平材）

化粧面が赤身だけの材1．赤
あか

2．白
しろ

3．源
げんぺい

平

白太部分は、木の表面を守っている外周部
分なだけに、無節の美しい白材はあまり多
くとれず希少品です。ゆえに個性的な美し
さを求めて、白材のみをオーダーされる方
もいます。

スギとヒノキでは、白太と赤身の部分の色
合いの違いは、スギの方が比較的ハッキリ
出ます。ゆえにスギ材では、源平材を視覚
効果として、意図的に選んで使用される事
があります。

木の部分で一番耐朽性が高く、色合いも美
しいので、高級材として扱われます。木の
性質上、節が出やすい芯に近い部分から採
取されるため、無節の物は希少価値の高い
最高級品として重宝されます。

【 オプション仕上げ加工 】

2．エンドマッチ加工 

フローリング等の縦の両端部分も本実加工
して、繋ぎ目を美しくします。
加工可能寸法幅  150㎜以下 厚 33㎜程　　

　

1．超仕上げ加工＆サンダー仕上げ加工 

「超仕上げ（かんな）加工」

モルダーによりプレナー済み製品の化粧面
を、さらに一枚刃のかんなをかけてさらな
る光沢をもたせ高級感を高めます。
　　　　　  加工可能寸法　幅 300㎜以下

節埋め補修

加工材の原板の死節・抜節等をヒノキの枝
から作成した「節核」で圧封し、化粧面を
違和感なく美しい仕上げにします。
      節埋め加工可能範囲　直径 35㎜以下

１ 無垢材フローリングの特徴
無垢材フローリングは一生物です。扱い方によっては、リフォー
ムや建て替えの時、はがして再利用できてしまうぐらいの持ちの
良い物です。現在の一般家屋の寿命は、20 〜 30 年と言われてい
ますのでそれが可能なのか疑問視もされますが、大事に扱われて
きた寺社仏閣では 1000 年以上経ってる木造建築物があるくらい
です。それ相応のメンテナンスを施してあげれば 30 年や 40 年（多
分もっと）なんら問題なく過ごせるでしょう。また無垢材フロー
リングは施工完了の時点で、まだ 80％の仕上りであると言えます。
同じく自然素材である皮革製品もそうであるように、使うことで

「馴染み」が出てくるとどんどん味わいが深まります。こうして大
事にメンテナンスしていくことで、「愛着」というエッセンスが加
えられ、「フローリング」は育っていきます。

３ ワックスなど保護塗装について
常に吸排湿している無垢材は呼吸をしていると言えます。その呼
吸にともない、天然の調湿作用や香りの放散を促していますので、
塗装材を塗られる場合は、そういった木の呼吸を妨げないタイプ
の物を必ず選ぶようにしてください。また、弊社の吉野杉・吉野
桧フローリングには代えがたい肌触りと香りがあります。被膜塗
装（ウレタン塗装等）をしてしまうと、その微妙な肌触りと香り
が半減してしまいます。弊社では無垢材の良さを感じていただく
ために、とりあえず新設時は何も塗らない素のままの状態で「無
垢材のフローリング」をお楽しみくださる事をおすすめします。
必要に合わせて汚れやすいキッチンや、湿気の多くなるお風呂周
辺（脱衣所・洗濯場）など、早めの対策として、保護塗装を施し
ていくのがいいかと思います。
※弊社からのお奨めは、『ＯＳＭＯ（オスモ）』、『蜜蝋ワックス』です。
塗装方法や詳細は各メーカーＨＰをご覧ください。

２ 施工直後の状態
削りだしたままのスギ・ヒノキ材は空気や光に晒されると、徐々
に淡い黄土色に変わってきます。（紫外線の影響などもあり日当た
り部分は早く焼けます）ですので、均等に色合いを落ち着かす意
味で、施工後しばらく日当たり場所には固定物を置かないほうが
綺麗に仕上がります。下写真はヒノキの壁板ですが、施工直後に
カレンダーを貼ったため、その部分がくっきり焼け残ってしまい
ました。ただ、数ヶ月〜数年で色合いは全体的に統一感を持って
深まり、無垢材独自の落ち着いた風合いになっていきます。そう
いった経年変化も楽しみのひとつになります。
※この変色は異常な事態ではなく
自然な変化で、無垢材の視覚的な
良さに繋がる過程だと受け止めく
ださい。無垢材は年を追うごとに、
深い色合いになっていきます。

４ 普段のお手入れ
普段ははカラ拭きして、たまに湯水を堅く絞った雑巾で拭いてく
ださい。水と雑巾は木繊維に汚れを染み込ませないように、きれ
いな物をお使いください。保護塗装されている場合は、塗装材メー
カーの指示を参照してください。ＯＳＭＯなどの塗装材メーカー
からは、専用クリーナーも販売されています。余談ですが、ヌカ
( 糠 ) を入れた袋で拭く、牛乳で拭くなどの方法が昔から床材のお
手入れ方法として色々あるようです。

５ 化粧面の再生方法
無垢材フローリングが一生物になる理由は、磨耗する事があって
も剥離する事はないところです。化粧面の汚れやキズが気になり
だしたら、一皮めくってあげれば驚くほど綺麗に再生されます。
集成材や積層材に真似できない良さといえるでしょう。

１：凹んだ部分を無垢材の吸排湿性を利用して膨らませる
　　木繊維が断裂しているような傷は完全に消えませんが、凹み
　　はかなり回復し、後にハンドサンダーをかけた後の仕上りが
　　ずいぶん変わってきますので、全体的に丁寧に膨らましてお
　　くほうが良いです。

【B】
凹んだ部分に刷毛などできれいな水
を塗り、数分間放置することによっ
て、木繊維に水分を吸わせます。水
分を吸うと、この時点でもある程度
凹みは戻ります。

【C】
水が材に吸収されたら、熱くしたア
イロンをそっと当て、水分を蒸発さ
せます。長時間アイロンを当て続け
ると、木表面が変色します。様子を
見ながら少しづつ当てます。

【D】
水分の蒸発と同時に、凹みがぽこっ
と浮き上がります。しかし、凹みは
なかなか 100％は消えませんので、
残りはサンダーで仕上げ、目立たな
くなったらＯＫとします。

２：汚れを拭き取りかわかす
　　凹みの処理などが済んだら、中性洗剤を薄く混ぜた水（もし
　　くはお湯）で布を堅くしぼり、床面全体の汚れを拭きとって
　　ください。その後、部屋の風通しを良くして床面をしっかり
　　乾かします。床面の油脂分を落とし、サンドペーパーを効き
　　やすくするのが狙いです。

３：乾いたらサンドペーパーをかける
　　床面の傷がひどい場合は、サンドペーパーは♯ 100 ほどの番
　　手から使います。この番手だとけっこう深く削れますので、
　　あまり強く押し付けずに、様子を見ながらかけていきます。
　　汚れや傷が程よく取れたら、仕上げとして♯ 200 ほどのペー
　　パーに替え表面を滑らかに整えます。仕上げはまんべなく全
　　体にかけるようにすると綺麗になります。ハンドサンダーを
　　使用すると、粉塵がたくさん舞い上がるのでご注意ください。
　　※作業中はマスクを着用するようにしてください。

４：ワックスで仕上げる場合
　　ワックスを塗る場合は、掃除機で丁寧に粉塵を吸い取ってか
　　ら施します。ワックスは、一度どこか目立たない場所に試し
　　塗りして、床材との相性や塗り方などを確認してみるほうが
　　良いと思います。

【 床のお手入れ方法 】

【 補修について 】

『柾
ま さ め

目と板
い た め

目と杢
もく

』
杢目には「柾目」「板目」の他に

「杢」があります。これは木の表
情が豊かに出た装飾的価値の高
い模様で、木の根の辺りやコブ
などがあった場所に出ます。

杢 板目 柾目

「サンダー仕上げ加工」

プレナー済み製品の化粧面に細かい粒子の
サンドペーパーで、ツヤを消し柔らかい雰
囲気に仕上げます。仕上げ塗料の塗装ノリ
を良くする効果もあります。
　　　　　    加工可能寸法　幅 500㎜以下



奈良県吉野郡吉野町橋屋５７番地
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営業時間 : 8:00 〜 17:15

（見学時間：8:00 〜 12:00、12:45 〜 17:15 )
休日 : 日曜 / 祝日 / 第２、第４土曜 /GW/
夏季 / 年末年始

◆見学時のお願い◆
弊社では吉野杉・吉野桧の木材製品とその製材加工現場である工場のご見学希望者を受け付けさせていただいております。

「国産無垢材が健康や環境にも優れ、よい建材であると聞くが、実際にはほとんど見たことも触れた事もない」　「実際に弊社の吉野材を体感して

から購入したい」とお考えの方や、教育機関からの社会見学のお申し出にもご対応させていただいております。その際、事前にご予約ください

ますようお願いしています（できましたら数日前にご連絡ください）。弊社は少人数の会社ですので、突然のご来訪ではお相手できる者が不在の

場合があります。ご予約時には「お名前とご連絡先」及び「緊急連絡用としてお名前と電話番号」をお知らせいただきますようお願いします。


