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馬返

吉田口登山道

士
山
へ
の
登
山
口
の
一
つ
で
あ

る
吉
田
口
登
山
道
は
、
北
口
本

宮
冨
士
浅
間
神
社
か
ら
山
頂
へ
至
る
道

で
あ
る
。
富
士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
の
開
通

前
は
頂
上
を
目
指
す
人
た
ち
で
に
ぎ
わ

っ
た
こ
の
道
を
、
今
回
は
途
中
の
馬
返

か
ら
五
合
目
ま
で
歩
い
て
み
た
。「
馬
返
」

と
は
、
こ
の
先
登
山
道
が
険
し
く
な
り
、

こ
こ
で
乗
っ
て
き
た
馬
を
返
し
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
付
い
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。
古
来
よ
り
、
馬
返
か
ら
上
は
鳴

物
が
禁
止
さ
れ
る
な
ど
、
富
士
山
の
聖

域
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
俗
世

と
の
境
界
と
な
る
重
要
な
場
所
で
あ
っ

た
。

　
馬
返
の
駐
車
場
か
ら
歩
き
始
め
る
と

目
の
前
に
鳥
居
が
現
れ
る
。
道
の
脇
に

あ
る
解
説
板
に
は
、
こ
の
あ
た
り
が
昔

の
富
士
登
山
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
場

所
で
、
人
々
が
茶
屋
で
登
山
の
身
支
度

を
調
え
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
傾
斜
が

急
に
な
っ
た
道
を
十
分
あ
ま
り
上
る
と

一
合
目
に
あ
た
る
鈴
原
神
社
に
着
く
。

戸
が
閉
め
ら
れ
た
建
物
が
少
し
寂
し
げ

だ
が
、
静
ま
り
か
え
っ
た
空
気
の
中
に

た
た
ず
む
さ
ま
に
心
が
静
ま
る
思
い
が

す
る
。

　
う
っ
そ
う
と
し
た
木
立
の
中
を
二
合

目
へ
向
か
う
と
、
途
中
に
二
合
目
一
の

鳥
居
跡
が
あ
っ
た
。
柱
は
朽
ち
果
て
沓

石
も
苔
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
注
意

し
な
い
と
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
が
、
こ

れ
が
御
室
浅
間
神
社
の
最
初
の
鳥
居
で

あ
り
、
こ
こ
か
ら
先
が
神
社
の
境
内
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
坂
道
を
さ
ら
に

上
る
と
二
合
目
の
御
室
浅
間
神
社
が
見

え
て
く
る
。
御
室
浅
間
神
社
は
富
士
山

中
で
最
初
に
勧
請
さ
れ
た
神
社
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
昭
和
四
十
七
年
に
本

殿
が
富
士
河
口
湖
町
の
勝
山
地
区
に
移

築
さ
れ
、
今
で
は
残
さ
れ
た
拝
殿
の
み

が
在
り
し
日
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。
神

社
を
あ
と
に
し
ば
ら
く
進
む
と
橋
を
渡

る
が
そ
の
下
に
一
枚
の
広
い
石
が
あ
る
。

石
の
面
に
は
六
十
セ
ン
チ
位
の
穴
が
あ

り
、「
御
釜
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
江

戸
時
代
に
は
こ
こ
か
ら
先
、
女
人
の
登

山
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

　
二
合
目
か
ら
し
ば
ら
く
歩
く
と
登
山

道
は
林
道
と
交
差
し
、
そ
こ
か
ら
十
分

ほ
ど
で
二
軒
の
茶
屋
跡
が
残
る
三
合
目

に
到
着
す
る
。
三
合
目
に
置
か
れ
た
解

説
板
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
以
前
、
こ

こ
に
は
三
軒
の
茶
屋
が
あ
り
、
三
軒
茶

屋
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
富

士
山
参
詣
の
日
程
で
は
、
早
朝
に
富
士

吉
田
を
出
発
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
三
合

目
で
昼
食
を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た

め
、
中
食
堂
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
残

念
な
が
ら
今
で
は
木
々
が
高
く
な
り
眺

望
は
望
め
な
い
が
、
か
つ
て
は
見
晴
ら

し
が
良
く
、
多
く
の
旅
人
が
風
景
を
楽

し
み
な
が
ら
休
憩
し
て
い
っ
た
そ
う
で

あ
る
。
朽
ち
果
て
よ
う
と
す
る
茶
屋
の

脇
で
一
息
つ
き
、
い
に
し
え
の
旅
人
が

見
た
風
景
を
想
像

す
る
の
も
良
い
か

も
し
れ
な
い
。

　
傾
斜
を
増
し
木
々

に
覆
わ
れ
た
登
山

道
を
さ
ら
に
上
る
。

三
合
目
か
ら
四
合

目
大
黒
天
ま
で
は

約
二
十
分
、
四
合

五
勺
の
御
座
石
浅

間
神
社
ま
で
は
約

三
十
五
分
程
の
道

の
り
で
あ
る
。

　
道
は
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

さ
す
が
に
富
士
山
頂
へ
向
か
う
道
だ
け

あ
っ
て
息
を
切
ら
し
な
が
ら
の
歩
き
と

な
る
。

　
四
合
五
勺
に
着
く
と
、
左
手
に
大
き

な
岩
壁
が
立
っ
て
い
る
。
御
座
石
と
い

わ
れ
て
い
る
こ
の
岩
壁
は
、
神
の
よ
り

付
く
石
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
の
こ
と
。

か
つ
て
は
こ
の
岩
の
上
に
浅
間
明
神
と

日
本
武
尊
の
祠
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
富

士
講
の
開
祖
と
さ
れ
る
長
谷
川
角
行
の

修
行
の
場
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る

場
所
で
あ
る
。
立
ち
並
ぶ
石
碑
や
岩
に

彫
り
込
ま
れ
た
文
字
が
歴
史
の
証
人
の

よ
う
に
、
か
つ
て
こ
の
道
が
信
仰
の
道

で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

御
座
石
を
後
に
し
て
再
び
歩
き
始
め
る
。

　
相
変
わ
ら
ず
の
坂

道
を
上
っ
て
い
く
と
、

所
々
に
小
屋
の
跡
ら

し
き
場
所
が
あ
り
、

こ
の
登
山
道
の
に
ぎ

わ
っ
て
い
た
往
時
が

感
じ
ら
れ
る
。
や
が

て
道
は
舗
装
さ
れ
た

道
路
に
出
る
。
舗
装

さ
れ
た
道
を
右
に
歩

き
富
士
守
稲
荷
の
祠

の
脇
で
改
め
て
登
山

道
に
入
っ
て
行
き
、
数
分
歩
く
と
再
び

舗
装
さ
れ
た
道
に
出
る
。
舗
装
道
路
を

横
断
し
た
と
こ
ろ
に
五
合
目
の
標
識
が

立
っ
て
お
り
、
右
手
を
上
っ
た
と
こ
ろ

で
五
合
目
の
佐
藤
小
屋
に
到
着
す
る
。

五
合
目
周
辺
が
「
天
地
の
境
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
こ

こ
か
ら
景
色
は
一

変
し
富
士
山
の
荒
々

し
さ
が
姿
を
見
せ

て
く
る
。
一
合
目

か
ら
歩
い
て
来
た

人
は
、
こ
こ
で
改

め
て
富
士
山
の
力

強
さ
と
厳
し
さ
を

実
感
す
る
に
ち
が

い
な
い
。

　
富
士
ス
バ
ル
ラ

イ
ン
が
開
通
し
て
か
ら
は
五
合
目
か
ら

の
登
山
が
普
通
と
な
り
、
一
合
目
か
ら

富
士
山
を
登
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
い
に
し
え
人
に
思
い
を
は
せ

な
が
ら
、
自
分
の
足
で
歩
い
て
み
る
の

も
一
興
で
あ
る
。

一道一会
富士山／吉田口登山道

数々の伝説
や信仰に包まれ悠

久の時を刻む山、富士山。
吉田口登山道の一合目
から五合目までは昔日
の面影を色濃く残
している道

富

う
ま
が
え
し

い
し

く
つ

か
ん
じ
ょ
う

お
か
ま

ご
ざ
い
し

か
く
ぎ
ょ
う

ほ
こ
ら

馬返にある鳥居

信仰の歴史を感じさせる二合目手前の鳥居跡

四合五勺にそびえる御座石

これまでとは全く異なる景色が広がる五合目
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