
花
に
囲
ま
れ
た
山
上
の
小
集
落
ユ
ガ
テ
は
、

手
軽
に
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
ミ
ニ
桃
源
境

と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
る
。
ユ
ガ
テ
を
め

か
あ
ぶ
り
と
う
げ

ぐ
る
ハ
イ
キ
ン
グ
は
、
西
の
顔
振
峠
あ
る
い

は
東
の
物
見
山
と
結
ぶ
コ
ー
ス
が
よ
く
紹
介

さ
れ
て
い
る
が
、
北
上
し
て
大
高
取
山
へ
縦

走
す
る
の
も
面
白
い
。

こ
の
縦
走
路
は
従
来
、
Ｓ
社
の
登
山
地
図

で
赤
点
線
扱
い
さ
れ
る
な
ど
、
家
族
向
き
で

な
い
と
の
印
象
を
与
え
る
ガ
イ
ド
記
事
が
多

か
っ
た
。
だ
が
、
近
年
は
地
元
の
尽
力
に
よ

り
歩
き
や
す
く
整
備
さ
れ
、
道
標
も
完
備
し

て
快
適
な
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い

る
。
時
期
と
し
て
は
、
ユ
ガ
テ
の
花
が
咲
き

そ
ろ
う
春
が
最
適
だ
ろ
う
。
ま
た
、
奥
武
蔵

◎
山
上
の
桃
源
境
か
ら
北
へ

お
お
た
か
と
り
や
ま
お
ご
せ

ユ
ガ
テ
ー
大
高
取
山
ｌ
越
生

ユ
ガ
テ
ヘ

東
吾
野
駅
か
ら
国
道
２
９
９
号
に
出
て
、

左
に
行
き
す
ぐ
右
折
、
福
徳
寺
を
過
ぎ
て
地

蔵
尊
の
前
で
右
に
入
る
。
エ
ビ
ガ
坂
へ
直
行

す
る
林
道
と
分
か
れ
て
、
右
へ
山
腹
に
取
り

付
く
。
樹
林
帯
を
ゆ
る
く
登
り
つ
め
て
狭
い

車
道
に
出
合
い
、
左
に
行
け
ば
パ
ッ
と
明
る

い
ユ
ガ
テ
の
小
平
地
に
出
る
。

南
に
面
し
た
２
軒
だ
け
の
農
家
の
畑
と
周

辺
に
は
、
紅
梅
、
白
梅
、
レ
ン
ギ
ョ
ウ
、
菜

の
花
な
ど
が
咲
き
乱
れ
、
山
上
の
別
天
地
、

ま
さ
に
ミ
ニ
桃
源
境
だ
。
約
３
０
０
年
に
わ

と
し
て
は
ロ
ン
グ
コ
ー
ス
な
の
で
、
そ
の
点

で
も
日
の
長
い
春
が
よ
い
。

甲
野
啓
一

た
っ
て
こ
の
土
地
を
守
り
、
美
し
い
景
観
を

維
持
し
て
き
た
両
家
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

農
家
の
庭
先
を
抜
け
て
裏
の
小
尾
根
を
登

り
、
林
道
を
横
切
る
と
鎌
北
湖
分
岐
の
エ
ビ

ガ
坂
。
左
の
尾
根
道
を
た
ど
り
、
再
び
林
道

を
少
し
歩
い
て
、
十
二
曲
で
右
へ
山
道
を
登花咲くユガテ
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お
が
み
や
ま

る
と
越
上
山
・
顔
振
峠
分
岐
。
こ
こ
は
右
へ

行
く
。

最
初
は
薄
い
踏
跡
だ
が
、
す
ぐ
「
武
蔵
お

ご
せ
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
」
の
新
し
い
道
標

が
あ
り
、
明
瞭
な
道
が
右
の
尾
根
へ
下
っ
て

い
く
の
で
、
こ
れ
を
た
ど
る
。
こ
の
先
は
、

大
高
取
山
ま
で
道
標
が
完
備
し
て
い
る
。

分
岐
に
立
つ
大
き
な
杉
の
根
元
に
「
一
本

式

ヨ
厚
伺

猿杉
峠
」
の
古
び
た
木
板
が
打
ち
付
け
ら
れ
て

い
る
。
現
在
は
西
の
方
に
あ
る
車
道
三
差
路

の
切
通
し
が
新
一
本
杉
峠
と
呼
ば
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
前
面
の
林
の
中
か
ら
、

ニ
ワ
ト
リ
や
犬
の
鳴
き
声
が
け
た
た
ま
し
く

聞
え
る
の
が
気
に
な
り
、
の
ぞ
い
て
見
た
。

正
面
の
広
く
平
ら
な
尾
根
を
直
進
す
る
と

数
分
で
杉
林
と
ヤ
ブ
を
抜
け
、
林
道
終
点
の

目

、
正

一
の

平
地
に
出
る
。
飯
場
の
周
辺
に
ト
ラ
ッ
ク
や

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
放
置
さ
れ
、
古
い
水
道
ホ

ー
ス
が
ト
グ
ロ
を
巻
き
、
鶏
小
屋
や
機
の
中

で
ニ
ワ
ト
リ
と
犬
が
鴫
き
わ
め
く
。
何
と
も

騒
々
し
く
、
乱
雑
な
場
所
だ
。

た
だ
し
、
周
囲
は
木
が
な
く
カ
ラ
リ
と
開

け
て
、
越
上
山
か
ら
刈
場
坂
峠
を
経
て
堂
平

山
に
連
な
る
山
々
の
眺
め
が
よ
く
、
越
生
方

面
も
見
渡
せ
る
。
本
日
の
コ
ー
ス
で
随
一
の

好
展
望
台
で
あ
る
。

桂
木
観
音
へ

分
岐
に
戻
っ
て
、
境
界
石
の
埋
め
ら
れ
た

尾
根
を
下
る
。
こ
こ
か
ら
桂
木
林
道
ま
で
は
、

２
万
５
千
図
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
道
だ
が
、

よ
く
整
備
さ
れ
歩
き
や
す
い
。
楽
な
下
り
が

終
る
と
、
小
さ
な
岩
場
を
乗
り
越
す
。

岩
場
か
ら
一
登
り
す
る
と
狭
い
ピ
ー
ク
の

鼻
曲
山
で
、
梢
越
し
に
展
望
が
開
け
る
。
や

や
急
な
坂
を
下
り
、
広
い
尾
根
を
ゆ
る
く
上

下
す
る
と
道
端
に
３
６
８
．
３
樹
の
四
等
三

角
点
が
あ
る
が
、
そ
の
印
字
が
面
白
い
。

ふ
つ
う
、
三
角
点
や
境
界
石
な
ど
の
文
字

は
達
筆
だ
が
、
こ
の
標
石
は
な
ぜ
か
金
釘
流
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で
刻
ま
れ
て
い
る
。
悪
筆
者
を
安
心
さ
せ
て

い
や

く
れ
る
、
癒
し
の
三
角
点
と
で
も
言
っ
べ
き

か
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
は
、
行
く
手
の
木
の

間
越
し
に
大
高
取
山
が
、
意
外
に
大
き
な
根

張
り
を
見
せ
て
そ
び
え
て
い
る
。

少
し
下
っ
て
桂
木
林
道
を
横
切
る
。
こ
こ

か
ら
は
「
も
ろ
や
ま
ゆ
ず
の
道
Ａ
コ
ー
ス
」

の
道
標
が
林
立
し
て
少
々
う
る
さ
い
が
、
地

ゆ
ず

元
の
熱
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
柚
子
は
こ
の
地

域
の
名
産
で
、
し
き
り
に
宣
伝
し
て
い
る
。

再
び
車
道
に
出
る
と
桂
木
集
落
で
、
「
天
然

記
念
物
大
タ
ブ
の
木
」
の
案
内
板
が
立
つ
。

も
る

右
へ
行
け
ば
毛
呂
駅
へ
直
行
す
る
。
正
面
の

車
道
を
少
し
歩
い
て
左
へ
石
段
を
登
る
と
桂

木
観
音
に
着
く
。
養
老
３
年
（
７
１
９
）
行

基
作
の
由
緒
あ
る
観
音
様
で
、
地
元
の
尊
崇

が
厚
い
と
の
こ
と
だ
が
、
社
殿
の
規
模
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。

大
高
取
山

桂
木
観
音
の
右
手
、
落
葉
の
た
ま
っ
た
古

い
ト
イ
レ
の
横
か
ら
広
い
尾
根
を
登
る
。
ユ

ガ
テ
か
ら
こ
こ
ま
で
ほ
と
ん
ど
人
に
会
わ
ず
、

休
日
で
も
静
寂
そ
の
も
の
の
山
行
だ
っ
た
が
、

こ
の
あ
た
り
か
ら
は
人
声
が
聞
こ
え
て
、
別

人
ほ
ど
と
出
〈
零
つ
。

ゆ
る
く
登
っ
て
大
高
取
山
の
肩
に
着
き
、

左
へ
少
し
行
け
ば
、
三
等
三
角
点
の
あ
る
広

々
と
し
た
平
ら
な
山
頂
に
出
る
。
以
前
は
武

蔵
野
の
よ
い
展
望
台
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
今

は
木
が
茂
り
、
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
い
る
。

北
へ
越
生
梅
林
に
下
れ
ば
、
起
点
の
ユ
ガ

テ
と
対
応
す
る
花
の
旅
の
締
め
く
く
り
と
な

る
だ
ろ
う
が
、
花
見
客
の
酔
態
を
敬
遠
し
て

越
生
へ
直
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
先
ほ
ど
の

肩
ま
で
戻
り
、
東
北
の
尾
根
を
下
る
。
相
変

わ
ら
ず
楽
な
道
が
続
く
。

ｎ
分
ば
か
り
下
る
と
幕
岩
展
望
台
入
口
の

道
標
が
あ
り
、
戻
り
気
味
に
山
腹
を
巻
い
て

下
る
と
岩
壁
の
上
に
作
ら
れ
た
木
造
の
展
望

台
に
出
て
、
入
間
川
方
面
の
平
野
が
よ
く
見

轌
え
ｚ
電

幕
岩
を
下
か
ら
見
る
に
は
、
展
望
台
右
側

の
階
段
を
下
れ
ば
よ
い
。
高
さ
７
厨
、
幅
別

脚
ほ
ど
の
岩
壁
で
、
一
部
は
ブ
ッ
シ
ュ
に
覆

わ
れ
て
い
る
。
分
岐
か
ら
往
復
加
分
く
ら
い

で
あ
る
。

分
岐
に
戻
り
、
夕
暮
れ
近
い
樹
林
の
中
を

下
っ
て
、
立
派
な
越
生
神
社
の
横
に
出
る
。

近
辺
に
は
神
社
の
他
に
法
恩
寺
な
ど
寺
院
も

多
い
の
で
、
立
ち
寄
っ
て
み
る
の
も
い
い
だ

ろ
う
。
春
先
の
散
策
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
１
日

コ
ー
ス
だ
っ
た
。

な
お
、
下
る
途
中
で
左
へ
行
け
ば
、
世
界

無
名
戦
士
之
墓
を
経
由
し
て
越
生
神
社
に
出

ら
れ
る
が
、
少
し
遠
ま
わ
り
に
な
る
。

神
社
か
ら
は
車
道
を
加
分
歩
く
と
、
越
生

駅
で
あ
る
。

（
帖
年
３
月
弱
日
歩
く
）

●
コ
ー
ス
タ
イ
ム

池
袋
Ⅱ
東
吾
野
ｌ
鋤
分
ｌ
地
蔵
尊
Ｉ
加
分
ｌ
ユ
ガ

テ
ー
賜
分
ｌ
エ
ビ
ガ
坂
ｌ
弱
分
ｌ
顔
振
峠
分
岐
ｌ

如
分
ｌ
鼻
曲
山
１
１
時
間
鋤
分
ｌ
桂
木
観
音
ｌ
鋤

分
ｌ
大
高
取
山
１
１
時
間
ｌ
越
生
神
社
ｌ
皿
分
ｌ

越
生
Ⅱ
池
袋

●
費
用

池
袋
Ⅱ
東
吾
野
西
武
５
４
０
円

越
生
Ⅱ
池
袋
東
武
７
０
０
円

琿
團

越
生
（
２
万
５
壬

墓
泉
（
加
万
）

I

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
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