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気
に
な
る
三
角
点
峰
を
訪
ね
て

風か
ざ

早は
や

山や
ま

―
あ
じ
さ
い
山や

ま

、
城し

ろ

山や
ま

　
埼
玉
県

藤
宗

　
正
彦

紀
行

風早山山頂の三等三角点標石

風
早
山
―
あ
じ
さ
い
山

　

奥
武
蔵
の
ぶ
な
（

）
峠
か
ら
北
東
に
延

び
る
尾
根
上
に
6
6
7
・
1
㍍
の
三
角
点
峰

が
あ
る
。

　
地
形
図
に
も
登
山
地
図
に
も
山
名
は
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
古
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
古

い
昭
文
社
の
登
山
地
図
に
は
羽
賀
山
と
表
示

さ
れ
、
実
際
か
つ
て
の
山
頂
に
は
そ
の
山
名

板
も
取
り
付
け
ら
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
。

　
そ
れ
が
近
年
に
な
っ
て
風
早
山
と
呼
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
が
、
現
況
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
気
に
な
る
山
で
あ
る
。

　
こ
こ
と
近
接
す
る
隣
町
越お

ご
せ生
町
に
属
す
る

大
平
尾
根
に
も
同
じ
羽
賀
山
と
称
す
る
5
6

6
・
4
㍍
の
三
角
点
峰
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は

昭
文
社
の
登
山
地
図
に
明
確
に
山
名
が
表
示

さ
れ
、
明
瞭
な
登
山
道
も
通
じ
て
い
る
た
め

登
頂
す
る
ハ
イ
カ
ー
も
多
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
地
図
に
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
三

角
点
記
号
が
入
っ
て
い
る
の
に
、
こ
こ
を
訪

れ
た
誰
も
が
そ
の
三
角
点
標
石
を
見
た
と
い

う
人
は
い
な
い
。

　
筆
者
も
か
つ
て
仲
間
と
こ
こ
に
登
頂
し
た

折
、
ざ
っ
と
三
角
点
標
石
を
探
し
て
み
た
が

見
当
た
ら
ず
、
そ
の
時
は
気
に
な
り
な
が
ら

も
、
通
過
し
て
し
ま
っ
た
思
い
出
が
あ
る
。

今
度
は
独
り
で
訪
れ
て
周
辺
を
隈
な
く
探
査

し
て
み
た
い
と
気
に
な
っ
て
い
た
山
で
あ
る
。

　
同
じ
越
生
町
で
城
山
と
言
え
ば
、
一
般
的

に
は
大お

お

築づ
く

山や
ま

を
指
す
が
、
こ
こ
で
気
に
な
る

城
山
は
2
8
5
・
6
㍍
の
三
角
点
峰
で
あ
る
。

こ
こ
も
Ｓ
社
の
登
山
地
図
に
は
山
名
が
表
示

さ
れ
て
い
る
が
、
登
山
道
な
ど
の
記
入
は
な

く
、
好
事
家
向
き
の
山
と
言
え
よ
う
。

　
地
図
に
は
三
角
点
記
号
が
明
示
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
三
角
点
が
地
中
に
埋
め
ら
れ
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
保
護
枠
の
中
に
あ
る
と
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い
う
変
わ
り
も
の
だ
。
ど
う
い
う
状
態
な
の

か
、
ぜ
ひ
現
地
を
訪
れ
て
み
た
い
気
に
な
る

一
峰
で
あ
る
。

　
Ｊ
Ｒ
八は

ち

高こ
う

線せ
ん

の
明み

ょ
う

覚か
く

で
下
車
す
る
。
と
き

が
わ
町
の
せ
せ
ら
ぎ
バ
ス
セ
ン
タ
ー
ま
で
は

県
道
1
7
2
号
線
を
歩
く
。
日ひ

向な
た

根ね

行
き
の

ワ
ン
ボ
ッ
ク
ス
カ
ー
の
バ
ス
に
乗
り
、
終
点

ま
で
運
ん
で
も
ら
う
。

　
集
落
最
上
段
に
か
つ
て
は
小
学
校
が
あ
っ

た
ら
し
い
が
、
今
は
そ
の
廃
校
跡
に
「
く
ぬ

ぎ
む
ら
体
験
交
流
館
」
が
で
き
て
い
る
。
そ

の
す
ぐ
先
に「
大
杉
方
面

峠
、木
の
む
ら
」

へ
の
道
標
が
あ
っ
た
。

　
ぶ
な
峠
に
向
か
う
こ
の
道
は
、
往
昔
は
吾あ

が

野の

方
面
と
の
交
流
を
密
に
し
た
、
歴
史
あ
る

峠
越
え
の
旧
道
だ
っ
た
の
だ
。

　
尾
根
道
に
出
る
前
に
越
沢
稲
荷
の
大
ス
ギ

に
寄
っ
て
行
く
。
旧
道
の
尾
根
道
は
、
今
は

拡
幅
さ
れ
て
林
道
の
よ
う
で
歩
き
や
す
い
。

大
ス
ギ
か
ら
40
分
ほ
ど
歩
く
と
入
り
口
に
丸

太
が
2
本
置
か
れ
た
林
道
が
左
に
分
岐
す
る
。

そ
の
手
前
50
㍍
ほ
ど
の
右
手
（
西
）
に
作
業

道
が
上
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
入
る
。

　
緩
や
か
な
道
は
そ
の
先
で
左
に
カ
ー
ブ
し

て
尾
根
に
入
っ
て
行
く
が
、
す
ぐ
う
や
む
や

に
な
っ
て
消
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
も
う

右
手
の
高
み
が
目
指
す
風
早
山
で
、
そ
こ
ま

で
は
踏
み
跡
は
な
い
が
、
藪
も
な
く
わ
ず
か

な
距
離
な
の
で
、
急
斜
面
を
か
き
登
っ
て
頂

上
に
立
つ
。

　
な
る
ほ
ど
「
羽
賀
山
」
の
山
名
表
示
は
す

で
に
見
当
た
ら
ず
「
風
早
山
」
の
新
し
い
山

名
板
が
ヒ
ノ
キ
の
幹
に
取
り
付
け
ら
れ
て
あ

っ
た
。
こ
の
地
域
一
帯
を
風
早
と
い
う
ら
し

く
そ
れ
に
由
来
す
る
山
名
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
今
ま
で
の
「
羽
賀
山
」
に
つ
い

て
、
地
元
の
役
場
の
人
に
尋
ね
て
み
た
と
こ

ろ
、
そ
ん
な
山
名
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ヒ
ノ
キ
林
の
中
で
展
望
は
な
い
が
、
ピ
ー

ク
ら
し
い
趣
が
あ
り
、
汚
れ
の
な
い
大
理
石

の
三
等
三
角
点
標
石
（
点
名
「
椚く

ぬ
ぎ

平だ
い
ら

」）
が

埋
設
さ
れ
て
あ
っ
た
。

　
元
の
林
道
に
戻
り
、
西
平
方
面
に
幅
広
の

林
道
が
分
岐
す
る
三
差
路
を
直
進
す
る
。
風

早
山
へ
は
本
来
こ
の
分
岐
か
ら
取
り
付
く
の

が
一
般
ら
し
い
。
草
に
埋
も
れ
た
か
す
か
な
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あじさい山公園見晴台

飯盛山（龍ヶ谷富士）山頂

う
。

　
こ
こ
を
過
ぎ
る
と
ほ
ど
な
く
林
道
か
ら
分

か
れ
て
右
へ
踏
み
跡
が
上
が
っ
て
い
る
。
道

標
な
ど
何
も
な
い
が
、
こ
れ
が
山ぶ

な
毛
欅
山
へ

の
登
り
口
で
あ
る
。

　
最
初
は
穏
や
か
な
道
だ
が
徐
々
に
傾
斜
を

増
し
、
最
後
は
立
ち
木
を
つ
か
ん
で
体
を
ず

り
上
げ
る
よ
う
な
急
坂
で
頂
上
に
着
い
た
。

何
の
表
示
も
な
い
植
林
の
中
の
平
頂
で
刈
場

坂
峠
方
面
か
ら
の
縦
走
路
が
ぶ
な
峠
に
下
っ

て
い
る
。

　
ひ
と
下
り
し
た
ぶ
な
峠
は
山
岳
観
光
道
路
、

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
が
通
り
、
先
ほ
ど
ま
で
歩

い
て
来
た
日
向
根
か
ら
の
旧
道
が
左
か
ら
合

流
す
る
。
自
然
石
に
刻
ま
れ
た
石い

し

田だ

波は

郷き
ょ
う

の

句
碑
「
万
緑
を
顧
る
べ
し
山
毛
欅
峠
」
も
あ

っ
た
。

　
し
ば
ら
く
は
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
を
歩
い
た

り
、
山
道
に
入
っ
た
り
し
な
が
ら
飯い

い

盛も
り

山や
ま

を

越
え
る
。
飯
盛
峠
に
下
っ
て
グ
リ
ー
ン
ラ
イ

ン
か
ら
大
平
尾
根
の
基
点
と
な
る
越
生
飯
盛

山
へ
の
取
り
付
き
に
は
注
意
を
要
す
る
。

　
道
標
も
何
の
サ
イ
ン
も
な
い
が
、
か
す
か

な
踏
み
跡
が
左
の
尾
根
に
付
い
て
お
り
、
そ

踏
み
跡
と
赤
テ
ー
プ
が
杉
林
の
中
に
延
び
て

い
た
。

　
分
岐
か
ら
道
は
し
ば
ら
く
舗
装
路
と
な
り

そ
れ
が
再
び
土
道
に
変
わ
る
と
右
手
に
「
砥と

石い
し

の
ヒ
ノ
キ
」
が
現
れ
る
。
巨
木
と
と
も
に

山
ノ
神
の
祠
が
祭
ら
れ
て
あ
り
、
峠
越
え
す

る
往
来
の
旅
人
の
守
り
神
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

れ
を
見
逃
さ
ず
に
ほ
ん
の
5
分
ほ
ど
の
急
坂

を
登
れ
ば
頂
上
で
あ
る
。

　
ご
く
狭
い
ピ
ー
ク
に
は
以
前
に
は
な
か
っ

た
立
派
な
山
名
板
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
に
は

「
飯
盛
山
（
龍た

つ

ヶが

谷や

富
士
）
越
生
町
最
高
峰
」

と
表
示
さ
れ
て
あ
っ
た
。

　
こ
こ
か
ら
北
東
に
下
る
急
下
降
の
尾
根
に
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城山山頂の埋設三角点

が
分
岐
す
る
と
、
ま
た
林
道
を
歩
く
よ
う
に

な
り
、
野の

未す

張ば
り

見
晴
台
に
着
い
た
。

　
こ
こ
は
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
と
同
じ
高
さ

で
、
天
候
に
恵
ま
れ
れ
ば
日
光
白し

ら

根ね

山
、
谷た

に

川が
わ

岳
、
赤あ

か

城ぎ

山
、
筑つ

く

波ば

山
ま
で
一
望
さ
れ
る

と
い
う
。
正
月
の
初
日
の
出
の
最
適
の
場
所

と
し
て
近
年
人
気
ス
ポ
ッ
ト
に
も
な
っ
て
い

る
ら
し
い
。

　
下
っ
て
行
く
林
道
を
突
っ
切
っ
て
行
く
と
、

ま
た
林
道
に
出
る
。
林
道
と
分
か
れ
て
山
道

に
入
る
と
「
し
だ
れ
桜
」
が
植
樹
さ
れ
た
展

望
地
に
出
た
。
丸
太
ベ
ン
チ
も
置
か
れ
て
い

る
。

　
こ
の
先
で
道
標
の
あ
る
「
あ
じ
さ
い
山
公

園
」
へ
の
分
岐
を
い
っ
た
ん
見
送
っ
て
直
進
、

左
に
上
が
る
尾
根
道
に
入
っ
て
一
投
足
で
羽

賀
山
に
着
い
た
。

　
ヒ
ノ
キ
の
植
林
の
中
で
、
眺
め
は
な
い
が

静
寂
に
満
ち
た
ピ
ー
ク
ら
し
い
雰
囲
気
で
あ

る
。
さ
て
肝
心
の
三
角
点
標
石
は
？
と
頂
上

一
帯
を
探
査
し
て
み
た
が
、
や
は
り
見
当
た

ら
な
い
。

　
後
日
、
国
土
地
理
院
に
問
い
合
わ
せ
た
と

こ
ろ
「
明
治
35
年
に
埋
設
し
た
当
時
は
存
在

し
て
い
た
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
が
以
後
ど

う
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
…
」
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
点
名
は
「
羽
加
山
」
で
あ
る
。

　
あ
じ
さ
い
山
公
園
へ
の
分
岐
ま
で
戻
り
、

林
道
の
よ
う
な
幅
広
の
道
を
下
っ
て
行
く
。

あ
じ
さ
い
山
公
園
の
上
端
の
見
晴
台
に
立
つ

と
、
椅
子
付
き
の
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
休
憩

所
の
よ
う
な
建
物
も
あ
っ
た
が
、
周
辺
は
雑

草
に
埋
も
れ
、
人
影
は
絶
え
て
い
る
よ
う
で

あ
っ
た
。

　
そ
れ
も
そ
の
は
ず
「
公
園
の
あ
じ
さ
い
が

病
気
の
た
め
花
が
咲
か
な
く
な
っ
て
、
目
下

そ
の
再
生
の
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
…
」
と

の
看
板
が
麓
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ

か
ら
の
眺
め
は
た
い
し
た
も
の
だ
。

　
麦
原
の
集
落
か
ら
大
築
山
山
稜
な
ど
が
一

望
さ
れ
る
。
遊
歩
道
を
下
っ
て
麦
原
川
を
渡

り
「
ヘ
ル
ス
ロ
ー
ド
」
と
言
わ
れ
る
麦
原
街

道
に
出
て
バ
ス
停
に
向
か
っ
た
。

城
山

　
越
生
駅
前
か
ら
バ
ス
で
「
梅
林
入
口
」
下

車
。
バ
ス
道
路
と
分
か
れ
て
右
の
道
に
入
り

越お
っ

辺ぺ

川が
わ

を
渡
る
。
梅
林
に
沿
う
道
を
そ
の
先

入
る
。
こ
の
ピ
ー
ク
を
巻
く
左
か
ら
の
明
瞭

な
道
に
合
流
し
た
ら
、
右
（
東
）
に
進
む
。

遊
歩
道
の
よ
う
に
幅
広
の
道
は
そ
の
先
で
龍

ヶ
谷
に
下
る
舗
装
林
道
に
出
た
。
が
、
す
ぐ

左
上
の
尾
根
上
の
山
道
を
た
ど
る
よ
う
に
な

る
。

　
道
標
が
あ
っ
て
左
へ
大
築
山
方
面
へ
の
道
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山
で
こ
ん
な
地
下
に
格
納
さ
れ
た
三
角
点
に

接
し
た
の
は
、
長
い
登
山
人
生
で
初
め
て
の

こ
と
で
あ
る
。

　
下
山
は
往
路
を
引
き
返
し
た
。

 

（
15
年
6
月
28
日
㈰
ほ
か
歩
く
）

付
記
　
城
山
下
山
後
、
時
間
が
許
せ
ば
近
く

の
上か

み

谷や
つ

に
あ
る
県
下
最
大
の
巨
木
大
ク
ス
を

訪
ね
、
そ
こ
か
ら
六ろ

く

万ま
ん

部ぶ

塚づ
か

や
雨あ

ま

乞ご
い

山
に
登

る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

●
コ
ー
ス
タ
イ
ム

日
向
根
バ
ス
停
―
15
分
―
越
沢
稲
荷
の
大
ス

ギ
―
40
分
―
風
早
山
―
40
分
―
山
毛
欅
山
―

5
分
―
ぶ
な
峠
―
20
分
―
飯
盛
山
―
10
分
―

越
生
飯
盛
山
―
35
分
―
野
末
張
見
晴
台
―
10

分
―
し
だ
れ
桜
展
望
地
―
10
分
―
羽
賀
山
―

40
分
―
あ
じ
さ
い
山
公
園
―
10
分
―
麦
原
街

道
―
40
分
―
麦
原
入
口
バ
ス
停
（
バ
ス
越
生

駅
経
由
）
梅
林
入
口
バ
ス
停
―
15
分
―
最
勝

寺
―
30
分
―
登
山
口
―
20
分
―
城
山
―
15
分

―
登
山
口
―
40
分
―
梅
林
入
口
バ
ス
停

 

﹇
計
4
時
間
35
分
・
2
時
間
﹈

●
費

　
用

池
袋＝

越
生

　
東
武 

7
2
0
円

越
生＝

明
覚

　
Ｊ
Ｒ 

1
9
0
円

せ
せ
ら
ぎ
バ
ス
セ
ン
タ
ー
＝
日
向
根

　
と
き
が
わ
町
代
替
バ
ス 

3
6
0
円

麦
原
入
口
＝
越
生
駅 

バ
ス
　
2
4
0
円

越
生
駅＝

梅
林
入
口 

バ
ス
　
2
0
0
円

●
問
い
合
わ
せ
先

川
越
観
光
バ
ス
0
4
9
3
―
56
―
2
0
0
1

と
き
が
わ
町
代
替
バ
ス

 

0
4
9
3
―
65
―
1
5
2
1

●
地

　
図

越
生

　
正
丸
峠
（
2
万
5
千
）

東
京
（
20
万
）

の
三
差
路
で
右
折
し
青せ

い

龍り
ゅ
う

山ざ
ん

最さ
い

勝し
ょ
う

寺じ

参
道

前
を
通
っ
て
「
大お

お

菅す
が

の
地
蔵
尊
」
な
ど
歴
史

を
語
る
石
碑
が
並
ぶ
三
差
路
を
左
折
し
て
山

の
中
へ
と
入
っ
て
行
く
。

　
ほ
ん
の
5
、
6
分
も
歩
く
と
「
西に

し

上じ
ょ
う

武ぶ

幹
線
2
1
4
号
入
口
」
の
巡
視
路
標
柱
が
立

っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
細
い
踏
み
跡
に
入
り

粗
末
な
木
橋
で
沢
を
渡
る
。
山
腹
を
ジ
グ
ザ

グ
に
急
登
し
て
尾
根
に
乗
る
。
さ
ら
に
尾
根

を
急
登
し
て
頂
稜
に
出
る
と
道
は
水
平
と
な

り
頂
上
に
導
か
れ
た
。

　
頂
上
は
大
き
な
2
1
4
号
鉄
塔
が
占
拠
し

て
お
り
、
樹
林
越
し
だ
が
西
方
か
ら
南
面
に

か
け
て
眺
め
が
よ
い
。
問
題
の
三
角
点
標
石

は
鉄
塔
の
下
の
頑
丈
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
蓋

に
ふ
さ
が
れ
た
地
中
に
あ
る
ら
し
く
、
そ
の

蓋
に
直
径
2
㌢
ほ
ど
の
陶
器
製
の
三
角
点
標

石
存
在
を
表
示
し
た
「
名
板
」
と
言
わ
れ
る

も
の
が
付
い
て
い
た
。

　
国
土
地
理
院
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
地
下

埋
設
の
三
角
点
は
特
段
珍
し
い
も
の
で
は
な

く
、
測
量
に
使
用
す
る
時
は
蓋
を
外
し
て
三

角
点
が
見
え
る
状
態
に
す
る
の
だ
と
い
う
。

「
特
段
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
が
、

TEL 0241-32-2923  http://www.goshikinuma.jp

裏磐梯国民宿舎

磐梯山を正面に、
裏磐梯の中心、
五色沼入口に建つ
公共の宿

●各登山口まで無料送迎致します ●お一人様でもお気軽にご利用ください

磐梯山・安達太良山・西吾妻山登山、デコ平湿原や
裏磐梯に広がる19のトレッキングコースのベースに最適

宿泊料金●1泊2食付7,236円～7,560円 ※1泊朝食付きや素泊まりも承ります
施設●和室13室（タオル・ハブラシ付き、冷暖房完備）、浴室（朝も入浴できます）

〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村五色沼入口




