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ヘルスメイトの食育だより⑥ 城
の
山
道
は
、
は
っ
き
り
と
し
た

ル
ー
ト
の
確
定
は
で
き
て
は
お
り
ま

せ
ん
が
、
基
肄
城
東
側
の
山
腹
を
越

え
て
大
宰
府
に
向
か
う
道
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。
古
代
の
官
人
や
防
人
、
そ

し
て
民
が
行
き
交
う
古
代
の
道
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

我
が
国
に
現
存
す
る
最
古
の
歌
集

﹃
万
葉
集
﹄
に
も
、
こ
の
城
の
山
道
が

詠
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
よ
り
は

城
の
山
道
は

寂
し
け
む

我
が
通
は
む
と

思
ひ
し
も
の
を

【
訳
︼
こ
れ
か
ら
は
、
大
宰
府
に
通
う

際
の
城
の
山
道
は
寂
し
く
な
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
私
は
貴
方
に
お
目
に
か

か
る
の
を
楽
し
み
に
通
い
続
け
よ
う

と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
に
。
︵
巻
第

四
︶作

者
は
、
大
宰
府
の
役
人
で
筑
後

守
(
筑
後
の
長
官
格
)
の
任
務
に
就
い

て
い
た
nふ
じ

井い
の

連
む
ら
じ

大お
お

成な
り

で
す
。
交
友

の
あ
っ
た
大だ
ざ

宰い
の

帥そ
ち︵

大
宰
府
の
長
官
︶

の
大お
お

伴と
も

旅の
た

人び
と

が
任
期
を
終
え
、
奈
良

の
都
に
帰
っ
た
７
３
０
年
︵
天
平
２

年
︶
に
そ
の
寂
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の

で
す
。

n
井
連
大
成
は
朝
鮮
の
百
済
系
の

渡
来
人
で
す
。
城
の
山
道
か
ら
基
肄

城
の
土
塁
や
建
物
が
見
え
る
な
ら
ば
、

そ
こ
を
通
る
た
び
に
、
６
６
３
年
の

白
村
江
の
戦
い
の
後
に
、
同
郷
百
済

の
人
々
の
力
を
借
り
て
造
ら
れ
た
朝

鮮
式
山
城
、
基
肄
城
に
故
郷
の
風
景

を
重
ね
合
わ
せ
て
歩
い
た
の
で
は
な

い
か
と
、
こ
の
ひ
と
つ
の
歌
か
ら
も

想
像
が
膨
ら
み
ま
す
。

万
葉
集
の
中
に
は
、
基
肄
城
に

登
っ
て
詠
わ
れ
た
歌
も
あ
り
ま
す
。

ほ
と
と
ぎ
す

来き

鳴な

き
響と
も

も
す

卯う

の
花
の

判と
も

に
や
来こ

し
と

問
は
ま
し
も
の
を

【
訳
︼
ほ
と
と
ぎ
す
が
こ
の
山
に
飛

び
交
い
、
盛
ん
に
鳴
き
た
て
て
い
る
。

︵
も
し
も
大お

お

伴と
も

郎い
ら

女つ
め

が
生
き
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
時
な
ら
︶
仲
良
し
の
卯

の
花
と
共
に
や
っ
て
来
た
の
か
と
た

ず
ね
た
だ
ろ
う
に
。
︵
巻
第
八
︶

作
者
は
式し
き

部ぶ
の

大だ
い

輔ふ

石
い
そ
の

上
か
み
の

堅か
つ

魚を
の

朝あ
そ

臣み

で
す
。
式
部
大
輔
と
は
、

礼
儀
礼
式
や
文
官
の
勤
務

評
定
な
ど
を
司
る
役
所
、

式
部
省
の
次
官
で
す
。
こ

の

歌

の

註

に

神

亀

五

年

︵
７
２
８
年
︶
大
宰
帥
大
伴

旅
人
卿
の
妻
大お
お

伴と
も

郎い
ら

女つ
め

、

病
に
遇
ひ
て
長
逝
す
。
時

に
勅
使
式し
き

部ぶ
の

大だ
い

輔ふ

石
い
そ
の

上
か
み
の

堅か
つ

魚を
の

朝あ
そ

臣み

を
大
宰
府
に
遣
つ
か
は

し
て
、
喪
を
弔
ひ
、
併
せ

て
物
を
賜
ふ
。
そ
の
事
既

に
畢を
は

り
て
、
駅
使
と
府
の

諸
鄕
大
夫
等
と
、
共
に
記

夷
城
に
登
り
て
望
遊
す
る

日
、
す
な
は
ち
こ
の
歌
を
作
る
。
と

あ
り
ま
す
。
朝
廷
よ
り
大
伴
旅
人
の

妻
の
弔
問
に
訪
れ
た
堅
魚
が
、
大
伴

旅
人
や
他
の
役
人
た
ち
と
基
肄
城
に

登
り
、
妻
を
亡
く
し
て
悲
し
ん
で
い

る
旅
人
を
気
遣
っ
て
詠
ん
だ
歌
と
分

か
り
ま
す
。

こ
の
歌
に
旅
人
は
、

橘
の

花
散
る
里
の

ほ
と
と
ぎ
す

片
恋
し
つ
つ

鳴
く
日
し
ぞ
多
き

【
訳
︼
橘
の
花
が
散
る
里
の
ほ
と
と

ぎ
す
は
、
散
っ
て
し
ま
う
花
を
恋
し

く
思
っ
て
、
幾
日
も
鳴
き
つ
づ
け
て

い
ま
す
。
︵
巻
第
八
︶

と
、
石

い
そ
の

上
か
み
の

堅か
つ

魚を
の

の
気
遣
い
に
対
し

て
、
妻
を
失
っ
た
気
持
ち
を
歌
で
返

し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
、
奈
良
の
都
か

ら
来
た
客
人
を
基
肄
城
に
案
内
し
た

こ
と
が
分
か
り
、
築
造
か
ら
約
６
０

年
経
っ
た
頃
の
基
肄
城
の
風
景
も
垣

間
見
る
こ
と
も
で
き
る
気
が
し
ま
す
。

初
夏
の
頃
、
真
っ
白
な
卯
の
花
が
咲

き
、
山
の
彼あ

方ち

此こ

方ち

か
ら
聞
こ
え
て

く
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
。
眼
下
に
広

が
る
山
野
。
そ
の
彼
方
に
は
整
備
さ

れ
た
大
宰
府
の
都
が
見
え
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
大
宰
府

か
ら
気
軽
に
来
る
こ
と
が
で

き
る
ほ
ど
、
城
の
山
道
が
整

備
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か

り
ま
す
。

※
問
合
せ
先

教
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学
習
課
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史
係
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０
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城
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造
１
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５
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年

基き

肄い

城
じ
ょ
う

を
知
る
⑨

︱
万
葉
集
に
出
て
く
る
道
︑﹃
城き

の
山や

ま

道み
ち

』

︱

大宰府政庁跡（都府楼跡）から南に基肄城が見える

(最も高く平らになっている部分が基山山頂)


