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N 深
い
緑
の
葉
を
三
角
の
帽
子
の
よ
う

に
戴
き
、
細
い
幹
を
高
さ
比
べ
の
よ
う
に

し
て
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
す
杉
林
。
京
都
の

ま
ち
か
ら
北
の
山
地
へ
入
っ
て
ゆ
く
と
、

蒼
い
空
気
が
胸
い
っ
ぱ
い
に
満
ち
る
。
こ

れ
こ
そ
、
北
山
の
風
景
だ
。

川
端
康
成
の
小
説
『
古
都
』（
1
9
6
2

年
）。
双
子
の
姉
妹
の
数
奇
な
運
命
を
、

作
中
と
同
時
代
の
京
都
を
舞
台
に
描
く
。 

―
―
う
ち
、
北
山
杉
が
見
と
う
な
っ
た
わ

―
― 

中
京
の
京
呉
服
問
屋
の
む
す
め
千

重
子
は
あ
る
日
、
友
人
と
北
山
に
出
か
け

た
。
そ
し
て
北
山
杉
の
磨
き
丸
太
づ
く
り

に
賑
わ
う
山
の
集
落
で
、
自
分
と
瓜
二
つ

の
女
性
を
見
か
け
る
。
そ
れ
は
生
き
別
れ

に
な
っ
た
双
子
の
妹
、
苗
子
だ
っ
た
。
ま

ち
と
山
と
に
分
か
れ
て
育
ち
、
本
来
は
出

会
う
は
ず
の
な
い
人
間
と
し
て
設
定
さ
れ

る
二
人
の
再
会
の
地
が
、
中
川
北
山
で
あ

る
。中

川
北
山
町（
旧
中
川
村
、中
河
村
）は
、

京
都
の
市
街
地
北
西
の
山
中
に
位
置
す

る
。
清
滝
川
が
削
り
出
し
た
急
峻
な
渓
谷

に
1
0
0
戸
ほ
ど
の
民
家
が
軒
を
寄
せ
合

う
よ
う
に
し
て
集
ま
り
、
川
沿
い
の
わ
ず

か
な
平
地
に
は
杉
の
丸
太
を
入
れ
る
巨
大

な
木
造
倉
庫
が
建
ち
並
ぶ
。
そ
う
、
こ
こ

は
、
北
山
杉
林
業
発
祥
の
集
落
だ
。

中
川
の
歴
史
は
、
古
い
。
史
料
上
の

初
見
は
13
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
。
中
川
の

集
落
に
は
、
耕
作
可
能
な
土
地
が
き
わ
め

て
少
な
い
。
柴
や
松
茸
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

山
の
産
品
を
搬
出
し
、
領
主
や
朝
廷
、
幕

府
に
納
め
て
暮
ら
し
て
き
た
。
そ
し
て
い

つ
か
ら
か
そ
の
な
か
に
、
建
材
と
し
て
杉

を
丸
太
の
ま
ま
出
荷
す
る
な
り
わ
い
が
お

こ
っ
た
。
戦
国
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
め

に
つ
く
ら
れ
た
茶
室
や
離
宮
の
建
築
に

は
、
各
所
に
杉
丸
太
が
使
わ
れ
て
い
る
。

詳
し
い
経
緯
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
数

寄
屋
の
好
み
の
広
が
り
と
中
川
で
の
杉
丸

太
生
産
の
拡
大
は
連
動
し
て
お
り
、
の
ち

江
戸
時
代
中
期
に
は
本
格
的
な
生
産
が
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
山
は
、
京

都
と
い
う
都
市
で
醸
成
さ
れ
た
建
築
の
粋

を
反
映
し
て
い
っ
た
。
維
新
以
降
、
北
山

杉
丸
太
の
需
要
は
さ
ら
に
拡
大
し
、
大
正

時
代
に
は
東
京
市
場
で
の
取
引
も
始
ま

る
。
戦
後
復
興
が
一
段
落
し
た
高
度
成
長

期
に
は
、
全
国
で
大
量
の
住
宅
や
旅
館
な

ど
の
宿
泊
施
設
が
新
築
さ
れ
た
。
北
山
杉

磨
き
丸
太
は
そ
れ
ら
の
和
室
の
床
柱
な
ど

と
し
て
、
生
産
量
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。

と
こ
ろ
で
中
川
の
杉
は
か
つ
て
、「
台

杉
仕
立
て
」
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
方
法
で

育
て
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
の
株
か
ら
た
く

さ
ん
の
幹
を
、
天
に
向
か
っ
て
垂
直
に
伸

ば
す
。
そ
れ
ら
が
垂
木
や
床
柱
な
ど
建
材

の
寸
法
に
見
合
う
太
さ
に
な
る
と
、
株
か

ら
切
り
出
し
た
。
そ
れ
ら
の
台
杉
は
主
に

民
家
近
く
の
山
裾
に
あ
っ
た
。
し
か
し
北

山
杉
の
需
要
が
拡
大
の
一
途
を
た
ど
る
明

治
中
期
以
降
に
は
、
苗
杉
を
山
の
斜
面
に

直
接
植
林
す
る
「
一
本
仕
立
て
」
と
呼
ば

れ
る
育
林
法
へ
の
転
換
が
進
ん
だ
。
千
重

子
や
現
代
の
わ
た
し
た
ち
が
思
い
描
く
北

山
の
山
林
風
景 

―
―
形
の
揃
っ
た
美
麗

な
杉
が
斜
面
を
覆
う
北
山
の
イ
メ
ー
ジ
―
― 

と
は
、
実
は
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
も

の
だ
。
し
か
も
そ
れ
が
北
山
の
各
地
に
広

が
っ
た
の
は
、実
に
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

『
古
都
』
に
描
か
れ
る
中
川
や
北
山
の
光

景
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
に

あ
る
山
の
風
景
だ
っ
た
の
だ
。

わ
た
し
た
ち
は
時
折
、
京
都
の
風
景

を
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
受

け
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
京
都

の
ま
ち
そ
れ
自
体
の
変
化
は
も

ち
ろ
ん
、
日
本
や
世
界
の
変
化

と
つ
な
が
り
な
が
ら
変
わ
っ
て

い
く
も
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
も

頭
に
お
い
て
、
京
都
の
神
話
を

コ
ツ
コ
ツ
と
ノ
ッ
ク
し
な
が
ら

歩
い
て
み
た
い
と
思
う
。
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　 北山杉の里・中川。中央を流れる清滝川では初夏には蛍も見られる　 
　 １本の木から複数の丸太を収穫できる台杉仕立て。急峻な山の斜面が多く平地が
　 少ない中川独特の方法
　 中川八幡宮社。境内には北山杉の母樹といわれる樹齢約600年のご神木が立つ
　 磨き丸太が並ぶ木造倉庫が軒を連ねる
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