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基
肄
城
跡
の
あ
る
基き

山ざ
ん

は
、
様
々

な
人
々
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
基
肄
城
跡
を
、
国
の
特
別
史
跡

に
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
専
念
寺
の
ご

住
職
・
久
保
山
善
映
先
生
を
始
め
、

郷
土
史
家
の
方
、
大
学
の
先
生
な
ど
、

専
門
的
な
知
識
を
持
つ
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
、
町
民
の
地
道
な
力

も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

｢
基き

山ざ
ん

が
大
好
き
で
ご
み
拾
い
を

始
め
ま
し
た
。
﹂

そ
う
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
詩
吟

サ
ー
ク
ル
﹁
清
翠
会
﹂
の
大
久
保
桂

子
さ
ん
。
ご
主
人
の
退
職
を
機
に
、

役
場
の
ア
ダ
プ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利

用
し
て
ご
み
袋
の
提
供
を
受
け
、
13

年
前
に
メ
ン
バ
ー
12
名
ほ
ど
で
ご
み

拾
い
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、

田
中
和
子
さ
ん
と
２
人
で
１
か
月
に

２
回
、
瀧
光
徳
寺
の
駐
車
場
か
ら
山

頂
ま
で
、
ご
み
を
拾
い
な
が
ら
登
ら

れ
て
い
ま
す
。
初
日
の
出
の
参
拝
者

で
汚
れ
た
ト
イ
レ
も
見
る
に
見
か
ね
、

掃
除
を
始
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

﹁
最
初
は
、
自
家
用
車
に
運
転
手
し

か
乗
れ
な
く
な
る
ほ
ど
ご
み
が
出
て

い
ま
し
た
が
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
無

く
な
り
ま
し
た
。
﹂
と
朗
ら
か
に
話

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
他
の
メ

ン
バ
ー
５
名
と
、
山
頂
駐
車
場
の
す

ぐ
上
に
芝
桜
を
植
え
て
か
ら
今
年
で

11
年
目
を
迎
え
ま
し
た
が
、
イ
ノ
シ

シ
が
荒
ら
す
た
め
、
昨
年
か
ら
は
彼

岸
花
を
植
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

｢
基
肄
山
歩
会
﹂
の
方
々
に
は
、
基き

山ざ
ん

の
山
道
を
守
っ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
平
成
５
年
に
﹁
山
登
り
を
通

じ
て
趣
味
の
振
興
並
び
に
会
員
相
互

の
親
睦
と
融
和
を
図
る
﹂
こ
と
を
目

的
に
発
足
し
ま
し
た
。
当
初
の
会
員

数
は
53
名
、
22
年
経
っ
た
現
在
は
34

名
と
な
り
ま
し
た
。
山
登
り
を
楽
し

み
な
が
ら
、
基き

山ざ
ん

の
荒
れ
た
山
道
の

復
興
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成

19
年
に
は
基
肄
城
か
ら
つ
つ
じ
寺
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
大
興
善
寺
ま
で

の
道
を
﹁
き
の
く
に
古
道
﹂
と
称
し

て
、
木
竹
の
伐
採
・
整
備
と
案
内
標

識
の
設
置
が
な
さ
れ
ま
し
た
︵
写
真

１
︶
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
昔
は

大
興
善
寺
の
参
詣
の
道
と
し
て
頻
繁

に
使
わ
れ
て
い
た
山
道
が
見
事
に
甦

り
、
大
興
善
寺
を
復
興
し
た
玉
岡
誓

恩
氏
の
名
前
を
彫
っ
た
道
標
な
ど
の

文
化
遺
産
も
再
び
日
の
目
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
毎
年
４
月
と
９

月
に
は
、
瀧
光
徳
寺
の
裏
か
ら
山
頂

ま
で
の
整
備
や
、
水
門
跡
か
ら
山
頂

へ
の
歩
道
の
点
検
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
基
山
中
学
校
の
登
山
行
事

前
に
、
生
徒
が
安
全
に
登
れ
る
よ
う

に
毎
年
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
何
よ
り
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
基き

山ざ
ん

の
お
膝
元
で
あ
る

６
区
の
方
々
の
力
と
基き

山ざ
ん

へ
の
思
い

で
す
。
古
く
か
ら
基
肄
城
の
東
北
門

近
く
ま
で
田
畑
を
つ
く
り
、
牛
の
飼

料
の
た
め
に
毎
朝
草
刈
り
を
し
て
、

土
塁
線
が
見
え
る
草
原
に
近
い
山
を

維
持
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︵
写
真

２
︶
。
丸
林
の
方
か
ら
は
﹁
山
火
事

が
あ
れ
ば
、
山
を
駆
け
上
が
り
、
火

を
消
し
に
行
っ
た
。
﹂
と
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
戦
後
、
基き

山ざ
ん

は
戦

中
の
乱
伐
を
改
善
す
る
国
の
植
林
計

画
を
受
け
て
、
植
林
が
な
さ
れ
て
い

き
ま
し
た
。
小
倉
分
︵
６
区
︶
の
原

野
は
３
代
表
の
名
義
で
登
録
し
て
い

ま
し
た
が
、
当
時
の
区
長
や
名
義
者

代
表
の
努
力
、
組
合
員
の
現
物
・
現

金
出
資
に
よ
り
昭
和
36
年
に
﹁
城
戸

生
産
森
林
組
合
﹂
が
発
足
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
個
別
に
所
有
さ
れ
て
い
る

山
林
を
生
産
森
林
組
合
に
集
積
す
る

こ
と
で
、
全
体
に
調
和
の
と
れ
た
維

持
管
理
と
手
入
れ
を
し
山
を
守
ろ
う

と
、
当
時
、
ほ
と
ん
ど
の
６
区
在
住

者
が
加
入
し
て
結
成
さ
れ
た
組
合
で

す
。
現
在
で
は
、
そ
の
大
部
分
を
基

肄
城
保
存
地
区
と
し
て
町
に
譲
渡
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
全
組
合

員
が
協
力
し
、
手
弁
当
で
定
期
的
な

草
刈
り
や
枝
打
ち
、
間
伐
等
の
手
入

れ
を
続
け
ら
れ
、
健
全
な
森
林
と
し

て
親
か
ら
子
へ
と
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、

維
持
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

基き

山ざ
ん

は
こ
の
ほ
か
に
も
多
く
の

人
々
の
思
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
合
わ
せ
て
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
次
世
代
へ
と
守
ら
れ
続

け
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
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︱
基き
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て
き
た
人
々
︱

写真１ 基肄山歩会の活動風景

写真２ かつての基
き

山
ざん

山頂

(土塁線が良く見える)


