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基き

山ざ
ん

と
い
え
ば
、
何
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
か
。

基
肄
城
跡
、
小
中
学
校
の
遠
足
、

ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
で

も
、
基き

山ざ
ん

に
つ
い
て
広
く
知
ら
れ
て

い
る
も
の
の
一
つ
が
﹁
草
ス
キ
ー
﹂

で
す
。
草
ス
キ
ー
は
、
町
の
有
名
な

観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
一
つ
で
も
あ
り
ま

す
。草

ス
キ
ー
の
シ
ー
ズ
ン
は
、
３
～

５
月
と
９
月
中
旬
～
11
月
と
な
っ
て

い
ま
す
。
現
在
、
ス
キ
ー
場
の
天
然

草
を
保
護
す
る
た
め
に
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ス
キ
ー
板
の
使
用
は
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
シ
ー
ズ

ン
中
は
木
製
ス
キ
ー
板
の
貸
出
し
が

行
わ
れ
て
お
り
、
１
台
３
０
０
円
で

借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
土
・
日

曜
日
、
祝
日
は
、
基き

山ざ
ん

公
園
駐
車
場

か
ら
上
が
っ
た
左
手
に
あ
る
小
屋
で

貸
出
し
が
行
わ
れ
て
お
り
、
山
頂
へ

続
く
丘
陵
や
傾
斜
面
が
滑
る
場
所
に

な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
ス
キ
ー
場

か
ら
山
頂
を
見
上
げ
る
と
、
傾
斜
の

強
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
基

肄
城
を
取
り
囲
む
﹁
土
塁
﹂
の
一
部

で
す
︵
写
真
１
︶
。

シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
多
く
の
家

族
連
れ
が
、
予
想
以
上
に
出
る
ス

ピ
ー
ド
を
体
感
し
な
が
ら
、
草
ス

キ
ー
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
今
年
は

基
肄
城
築
造
１
３
５
０
年
記
念
事
業

の
一
つ
と
し
て
﹁
草く

さ

守す

基き

肄い

大
会
﹂

が
開
催
さ
れ
、
タ
イ
ム
を
競
い
合
い

ま
し
た
。

草
ス
キ
ー
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た

の
か
正
確
に
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
昭
和
10
年
代
に
記
さ
れ
た
﹃
基

山
郷
土
読
本
﹄
の
中
に
、﹁
19

草
ス

キ
ー
﹂
と
い
う
項
目
を
確
認
で
き
る

こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
約
80
年
前

に
は
草
ス
キ
ー
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
20

年
代
の
広
告
か
ら
も
基き

山ざ
ん

の
に
ぎ
わ

い
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
基
山

ラ
ジ
ウ
ム
鉱
泉
︵
基
山
ラ
ジ
ウ
ム
温

泉
︶
が
発
見
さ
れ
た
際
、
基
山
町
商

工
会
は
、
町
の
観
光
目
玉
と
し
て
﹁
秋

は
招
く
基き

山ざ
ん

ハ
イ
キ
ン
グ
の
好
季
節

お
か
え
り
は

基
山
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉

へ
﹂
と
宣
伝
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

は
、
ハ
イ
キ
ン
グ
と
し
か
書
か
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
頃
の
新
聞
に
基き

山ざ
ん

の
草
ス
キ
ー
を
取
り
上
げ
た
記
事

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
キ
ン
グ
と

と
も
に
、
草
ス
キ
ー
も
盛
ん
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
昭
和
46
年
に

刊
行
さ
れ
た
﹃
基
山
町
史
﹄
に
は
、

﹁
高
さ
四
〇
四
米
、
現
在
は
単
な
る

ハ
イ
キ
ン
グ
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
み
な

ら
ず
、
九
州
随
一
の
ロ
ー
ン
ス
キ
ー

の
ロ
ー
ン
ス
キ
ー
場
と
し
て
知
ら
せ
、

年
間
数
十
万
人
の
登
山
客
を
迎
え
て

い
る
。
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
、
九
州
随

一
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
一
大
観

光
地
と
し
て
盛
り
上
が
っ
て
い
た
様

子
が
う
か
が
え
ま
す
︵
写
真
２
︶
。

ま
た
、
か
つ
て
は
草
ス
キ
ー
だ
け

で
な
く
、
冬
に
は
ス
キ
ー
も
楽
し
む

こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
︵
写
真
３
︶
。

昭
和
30
年
代
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
を

見
る
と
斜
面
が
ゲ
レ
ン
デ
に
な
っ
て

お
り
、
ス
ト
ッ
ク
を
持
っ
て
、
ス
キ
ー

板
を
履
い
た
大
勢
の
人
が
楽
し
ん
で

い
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
は
写
真
の

よ
う
に
雪
が
降
り
積
も
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
な
い
た
め
、
冬
に
ス
キ
ー
を

す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
基き

山ざ
ん

を
舞
台
と
し

た
草
ス
キ
ー
を
紐
解
い
て
い
く
と
、

多
く
の
人
が
関
わ
っ
て
い
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
草
ス
キ
ー
は
、
後
世
に

伝
え
て
い
く
べ
き
、
基
山
町
の
大
切

な
文
化
遺
産
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。
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基
肄
城
築
造
１
３
５
０
年

基き

肄い

城
じ
ょ
う

を
知
る
⑯

︱
草
ス
キ
ー
も
有
名
な
基き

山ざ
ん

︱

写真１ 草スキー場から上を望む
(中央にみえる高まりが土塁)

写真２ かつての草スキーの風景
(昭和46年刊行『基山町史』より一部改変・転載)

写真３ かつての冬スキーの風景
(昭和46年刊行『基山町史』より一部改変・転載)


