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基き

山ざ
ん

山
頂
駐
車
場
か
ら
頂
上
を
目

指
し
て
50
ｍ
く
ら
い
登
る
と
、
右
手

前
方
の
木
々
に
囲
ま
れ
た
所
に
、
石

柱
の
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
記
念
碑
に
は
﹁
日
本
植
林
発
祥

の
地
﹂
と
刻
ま
れ
て
い
て
、﹁
緑
化
の

父
﹂
と
呼
ば
れ
た
徳
川
宗
敬
書
と
あ

り
ま
す
。

そ
ば
の
案
内
板
に
よ
る
と
、

『
こ
こ
基き

山ざ
ん

か
ら
東
に
続
く
丘
陵

地
は
筑つ
く

紫し

の
名
の
発
祥
地
で
、
わ
が

国
最
初
の
植
林
地
と
伝
え
ら
れ
る
。

日
本
書
紀
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

﹁
初
め
五い

十そ

猛た
け

神か
み

天あ
ま

降く
だ

り
ま
す
時
に
、

多さ
わ

に
樹
種

こ

だ

ね

を
将も

ち
て
下
る
。
然
れ
ど

も
韓か
ら

国く
に

に
殖う

え
ず
し
て
、

盡

こ
と
ご
と
く

に
持

ち
帰
る
。
遂
に
筑
紫
よ
り
始
め
て
凡す
べ

て
大お
お

八や
し

洲ま
の

国く
に

の
内
に
、
播ま
き

殖お
お

し
て
、

青
山
に
成
さ
す
と
い
う
こ
と
莫な

し
﹂
﹄

と
あ
り
、
江
戸
時
代
の
学
者
貝
原
益

軒
・
明
治
時
代
の
文
学
者
久
米
邦
武

博
士
に
よ
っ
て
、﹁
筑
紫
﹂
と
は
こ
こ

﹁
き
の
や
ま
﹂
︵
基
山
︶
と
断
定
さ
れ
、

日
本
で
最
初
に
植
林
が
行
わ
れ
た
地

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

植
林
の
山
︵
梁
井
幾
太
郎
氏
︶

全
国
的
に
植
林
事
業
が
奨
励
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
30
年

代
か
ら
で
す
。

佐
賀
県
内
で
は
、
明
治
37
年
度
か

ら
大
正
10
年
度
ま
で
に
合
計
６
０
０

町
歩
の
植
林
が
実
施
さ
れ
た
と
記
録

に
あ
り
ま
す
。

基
山
町
で
の
植
林
事
業
に
は
、
梁

井
幾
太
郎
氏
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。

幾
太
郎
氏
は
、
佐
賀
県
で
の
林
業

講
習
会
へ
参
加
し
た
り
、
先
進
地
︵
和

歌
山
県
・
奈
良
県
︶
視
察
に
派
遣
さ

れ
る
な
ど
、
明
治
42
年
頃
か
ら
山
林

の
植
林
事
業
に
力
を
注
が
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
植
林
地
で
硫
安
︵
硫
酸
ア
ン

モ
ニ
ウ
ム
︶
を
施
肥
と
し
て
使
用
す

る
方
法
を
世
界
で
初
め
て
実
践
す
る

な
ど
研
究
熱
心
で
も
あ
り
ま
し
た
。

後
に
佐
賀
県
の
林
業
発
展
の
た
め
に

尽
力
し
、
産
業
功
労
者
と
し
て
表
彰

も
さ
れ
て
い
ま
す
。

基
山
町
で
は
、
大
正
天
皇
即
位
を

記
念
し
て
、
基
肄
城
跡
内
に
﹁
記
念

学
校
林
﹂
を
設
け
、
以
後
幾
太
郎
氏

の
援
助
に
よ
り
後
世
に
受
け
継
が
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

次
の
世
代
に
受
け
継
ぐ﹁
基
肄
城
跡
﹂

『
き
の
山
の
つ
ば
な
(
※
注
)
穂
に
出

て
風
ふ
け
ば
風
の
ま
ま
に
打
ち
な
び

く
な
り
﹄

一
刀
研
二

現
在
の
基き

山ざ
ん

一
帯
は
、
大
部
分
が

戦
後
に
植
え
ら
れ
た
杉
や
ヒ
ノ
キ
な

ど
の
人
工
植
林
に
覆
わ
れ
て
い
ま
す
。

基き

山ざ
ん

山
頂
南
西
側
斜
面
に
は
、
町

に
よ
っ
て
桜
が
植
栽
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
西
側
に
は
、
サ
ザ
ン
カ
や
つ
つ

じ
が
植
え
ら
れ
て
い
て
、
春
や
秋
に

は
美
し
い
花
々
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
貴
重
な
植
物
で
あ
る
、

﹁
翁
お
き
な

草ぐ
さ

﹂
な
ど
の
生
育
地
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

基
肄
城
跡
の
土
地
所
有
者
状
況
は
、

平
成
３
年
の
町
有
地
面
積
は
わ
ず
か

７
・
２
％
で
し
た
が
、
現
在
は
ほ
と

ん
ど
が
町
有
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

郷
土
の
先
人
達
の
努
力
に
よ
り
守

り
継
が
れ
て
き
た
大
切
な
基
肄
城
跡

を
、
後
世
の
人
々
に
引
き
継
ぐ
こ
と

こ
そ
が
現
代
に
生
き
る
我
々
の
責
務

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

※
注

つ
ば
な
︵
茅
花
︶

方
言
＝
ず
ば
な
。
草
原
に
生

え
て
お
り
、
か
つ
て
は
穂
が

出
る
前
に
食
べ
ら
れ
て
い
た
。

※
問
合
せ
先

教
育
学
習
課

ふ
る
さ
と
歴
史
係

電
話
９
２
︱
２
２
０
０

基
肄
城
築
造
１
３
５
０
年

基き

肄い

城
じ
ょ
う

を
知
る
⑭

︱
み
ん
な
で
手
入
れ
し
た
山
︑
基き

山ざ
ん

︱

｢日本植林発祥の地」記念碑

つばな（茅花)


