
上
毛
電
気
鉄
道
赤
城
駅
か
ら
徒
歩
15
分
。
12
月

上
旬
の
高
津
戸
峡
は
、
冬
景
色
の
一
歩
前
。

周
囲
の
山
々
に
は
落
葉
樹
よ
り
常
緑
樹
が
多
い
よ
う

で
、
葉
の
生
い
茂
っ
た
木
々
が
立
ち
並
ん
で
い
る
け

れ
ど
、
さ
す
が
の
常
緑
樹
も
寒
さ
の
中
で
色
褪
せ

て
、
７
対
３
で
冬
が
優
勢
。

「
お
お
ま
ま
　
赤
城
駅
」

高
津
戸
峡
の
紅
葉
は
、
赤
と
い
う
よ
り
茶
色
い
感

じ
。
そ
の
分
、
朱
色
に
塗
ら
れ
た
高
津
戸
橋
が
一
層

鮮
や
か
に
映
え
て
い
る
。
渡
良
瀬
川
沿
い
に
設
け
ら

れ
た
遊
歩
道
に
入
る
と
木
々
が
日
差
し
を
遮
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
薄
暗
い
。
運
よ
く
天
気
に
恵
ま
れ
、
気
温

に
も
恵
ま
れ
、
徒
歩
15
分
の
道
行
き
で
コ
ー
ト
の
前

を
開
け
る
く
ら
い
に
は
暑
く
な
っ
て
い
た
の
に
、

あ
っ
と
い
う
間
に
寒
く
な
り
、
遊
歩
道
を
離
脱
す

る
。上

毛
電
気
鉄
道
は
平
日
の
日
中
、
30
分
間
隔
で

や
っ
て
く
る
。
次
の
電
車
に
間
に
合
う
よ
う
に
、
急

い
で
赤
城
駅
へ
と
歩
き
戻
る
。

朝
、
来
た
時
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
赤

城
駅
の
駅
舎
に
は
「
赤
城
駅
」
の
上
や
横
に
「
お
お

ま
ま
」
と
書
き
添
え
た
駅
名
表
示
が
掲
げ
て
あ
る
。

「AKAG
I

」
と
ロ
ー
マ
字
表
記
も
あ
る
の
で
、「
赤

城
」
と
書
い
て
「
お
お
ま
ま
」
と
読
ま
せ
る
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
。
で
は
「
お
お
ま
ま
」
と
は
一
体
？　

赤
城
駅
の
所
在
地
「
み
ど
り
市
大
間
々
町
大
間
々
」

を
示
し
て
い
る
？　

電
車
を
待
つ
間
に
調
べ
て
み
る

と
、
開
業
当
時
の
駅
名
は
「
新
大
間
々
」
だ
っ
た
と

か
。
な
る
ほ
ど
、
か
つ
て
の
駅
名
の
名
残
を
残
し
た

表
示
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。

あ
れ
こ
れ
調
べ
て
い
る
内
に
電
車
が
到
着
。
次
の

目
的
地
は
赤
城
駅
か
ら
三
つ
先
の
「
富ふ

士じ

山や
ま
し
た下

駅
」。

富
士
山
の
標
高
は
？

富
士
山
下
駅
は
渡
良
瀬
川
の
す
ぐ
隣
。
渡
良
瀬
橋

梁
を
渡
る
電
車
が
撮
影
で
き
る
、
上
毛
電
気
鉄
道
の

人
気
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
が
真
横
に
あ
る
。
そ
の
上
、
富

士
山
下
駅
の
近
く
に
は
「
富
士
山
」
が
あ
る
と
い
う

か
ら
、
行
っ
て
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

富
士
山
下
駅
の
駅
舎
を
出
て
振
り
返
る
と
、
駅
舎

を
囲
む
フ
ェ
ン
ス
に
は
「
富
士
山
下
駅
」
の
表
示
。

横
に
は
「
こ
こ
は
群
馬
県
桐
生
市
で
す
」
と
い
う
言

わ
ず
も
が
な
の
表
示
が
並
ぶ
。
静
岡
県
・
山
梨
県
に

位
置
す
る
「
富
士
山
」
と
間
違
え
る
外
国
人
観
光
客

が
い
る
た
め
ら
し
い
。

世
界
遺
産
・
富
士
山
は
標
高
３
７
７
６
ｍ
。
こ
ち

ら
桐
生
市
の
富
士
山
は
、
富
士
山
信
仰
か
ら
全
国
各

地
に
作
ら
れ
た
山
の
一
つ
で
、
標
高
は
１
６
０
ｍ
。

読
み
方
も
「
ふ
じ
さ
ん
」
で
は
な
く
「
ふ
じ
や
ま
」

と
違
っ
て
い
る
。
霊
峰
・
富
士
を
目
指
し
て
い
た
人

が
、
標
高
１
６
０
ｍ
の
山
に
た
ど
り
着
い
た
ら
、
さ

ぞ
驚
く
こ
と
だ
ろ
う
。
一
方
、
標
高
３
７
７
６
ｍ
に

登
る
気
力
も
体
力
も
な
い
身
に
は
、
標
高
１
６
０
ｍ

は
適
切
。
そ
れ
で
は
登
山
と
い
き
ま
し
ょ
う
。

富
士
山
下
駅
は
本
当
に
富
士
山
の
真
下
に
あ
っ

て
、
駅
舎
の
す
ぐ
向
か
い
側
で
「
富
士
山
入
口
」
と

い
う
小
さ
な
木
製
の
矢
印
が
、
落
ち
葉
に
埋
も
れ
た

小
道
を
指
さ
し
て
い
る
。「
小
道
」
と
し
か
言
い
よ

う
が
な
い
登
山
道
だ
が
、
侮
れ
な
い
急
坂
。
山
頂
ま

で
一
気
に
登
っ
て
し
ま
え
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

の
に
、
途
中
で
息
が
上
が
っ
て
く
る
。

立
ち
止
ま
る
こ
と
２
、３
回
、
所
要
時
間
は
５
分

弱
。
山
頂
と
思
わ
れ
る
場
所
に
到
着
。
も
う
少
し
上

紅葉はすでに散り落ちてしまったらしい高津戸峡赤城駅の駅名表示には「おおまま」というかつての駅名も表示

上毛電気鉄道株式会社
連
　
載文・写真　松澤美穂

赤
城
山
を
車
窓
に
望
み

電
車
は
進
む
。

小
さ
な
富
士
と

渡
良
瀬
川
を
渡
っ
た
先
、

広
が
る
古
い
街
並
み
に
は

お
楽
し
み
が
一
杯
。

JR 両毛線

西
桐
生

富
士
山
下赤

城

新
里大

胡中
央
前
橋

上毛線

東武桐生線

わたらせ渓谷鐵道

上毛電鉄上毛線
【じょうもうでんてつじょうもうせん】

中央前橋駅から西桐生駅まで 25.4㎞ 23
駅を 52分でつなぐ。車窓からは赤城山
が望める。
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が
あ
り
そ
う
だ
け
ど
、
登
れ
る
道
が
見
当
た
ら
な
い

の
で
登
頂
完
了
。
こ
れ
で
「
富
士
山
に
登
っ
た
こ
と

が
あ
る
」
と
言
っ
て
も
嘘
に
は
な
る
ま
い
。

山
頂
か
ら
は
周
辺
の
街
並
み
が
見
渡
せ
て
、
予
想

以
上
に
い
い
眺
め
が
楽
し
め
る
し
、
登
山
道
の
途
中

か
ら
は
渡
良
瀬
橋
梁
も
見
下
ろ
せ
る
。
わ
き
目
も
振

ら
ず
に
登
っ
た
分
、
下
り
は
ゆ
っ
く
り
景
色
を
楽
し

む
。
渡
良
瀬
橋
梁
を
渡
る
電
車
が
撮
れ
そ
う
な
ポ
イ

ン
ト
を
探
し
つ
つ
下
山
。

登
山
道
は
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、

落
ち
葉
に
埋
も
れ
て
よ
く
見
え
な
い
。
登
り
よ
り
下

り
の
ほ
う
が
足
元
は
危
な
い
。
木
の
枝
や
葉
っ
ぱ
に

邪
魔
さ
れ
な
が
ら
橋
梁
を
渡
る
電
車
を
撮
影
す
る
、

つ
ま
り
よ
そ
見
を
し
て
い
れ
ば
、
足
元
へ
の
注
意
は

当
然
疎
か
に
な
り
…
…
。
落
ち
葉
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
の

お
か
げ
で
ま
っ
た
く
痛
く
は
な
か
っ
た
し
、
人
目
も

ま
っ
た
く
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
滑
っ
て
転
ん
だ
自
分

が
恥
ず
か
し
く
、
そ
そ
く
さ
と
富
士
山
を
立
ち
去

る
。

御
朱
印
が
欲
し
い
！

富
士
山
下
駅
か
ら
２
駅
で
終
点
・
西
桐
生
駅
に
到

着
。
桐
生
に
は
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

に
選
ば
れ
た
古
い
街
並
み
が
残
る
。
西
桐
生
駅
の
駅

舎
も
、
改
札
口
や
券
売
機
を
囲
む
木
枠
な
ど
に
、
な

ん
と
も
言
え
な
い
レ
ト
ロ
な
趣
が
あ
る
。

駅
で
も
ら
っ
た
「
桐
生
ま
ち
な
か
地
図
」
を
片
手

に
、
ま
ず
向
か
う
の
は
桐
生
西
宮
神
社
。
関
東
で
は

唯
一
の
西
宮
神
社
（
兵
庫
県
）
の
直
系
分
社
。
毎
年

11
月
に
行
わ
れ
る
商
売
繁
盛
を
願
う
「
え
び
す
講
」

に
は
多
く
の
人
が
参
拝
す
る
と
い
う
が
、
祭
り
の
季

節
が
過
ぎ
た
今
、
社
務
所
も
お
休
み
で
社
は
森
閑
と

し
た
佇
ま
い
。
静
か
に
参
拝
を
済
ま
せ
て
、
さ
て
次

は
ど
こ
へ
行
こ
う
か
。

地
図
上
に
は
「
○
○
家
住
宅
」「
旧
○
○
」
と

い
っ
た
表
示
に
負
け
ず
劣
ら
ず
寺
社
仏
閣
が
多
い
。

実
は
、
沿
線
散
策
に
出
か
け
る
と
き
は
御
朱
印
帳
を

持
っ
て
行
き
、
ご
縁
が
あ
れ
ば
御
朱
印
を
い
た
だ
い

て
い
る
。
思
い
立
っ
て
調
べ
れ
ば
、
桐
生
に
は
御
朱

印
を
授
与
し
て
い
る
寺
社
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ

れ
を
目
的
に
桐
生
を
訪
ね
る
人
も
少
な
く
な
い
ら
し

い
。
御
朱
印
集
め
が
趣
味
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け

れ
ど
、
ネ
ッ
ト
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
数
々
の
御
朱
印
を

見
て
い
る
と
、
記
念
に
一
つ
い
た
だ
き
た
く
も
な

る
。さ

っ
そ
く
桐
生
西
宮
神
社
か
ら
近
い
桐
生
天
満
宮

に
足
を
運
ぶ
。
大
き
な
鳥
居
が
見
事
な
桐
生
天
満
宮

は
、
こ
ち
ら
も
社
務
所
が
お
休
み
。
御
朱
印
の
授
与

は
宮
司
さ
ん
の
自
宅
で
行
っ
て
い
る
と
案
内
が
出
て

い
た
け
れ
ど
、
自
宅
を
訪
ね
る
の
は
気
が
引
け
て
、

参
拝
だ
け
で
あ
き
ら
め
る
。「
ご
縁
が
な
い
な
ぁ
」

と
、
が
っ
か
り
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、
幼
稚
園

に
隣
接
し
た
お
寺
・
大
蔵
院
を
発
見
。
参
拝
し
て
か

ら
向
か
っ
た
社
務
所
に
は
人
の
気
配
が
！　

彩
り
も

豊
か
で
可
愛
ら
し
い
御
朱
印
を
書
い
て
い
た
だ
き
気

分
上
昇
。
ホ
ク
ホ
ク
し
な
が
ら
街
歩
き
、
観
音
院
、

光
性
寺
と
寺
社
巡
り
を
楽
し
む
。

気
付
け
ば
手
持
ち
の
御
朱
印
帳
の
余
白
は
あ
と
１

枚
。
行
っ
て
み
た
い
神
社
も
ま
だ
あ
る
け
れ
ど
、
現

在
地
か
ら
は
距
離
が
あ
る
。
時
刻
は
午
後
３
時
過

ぎ
。
社
務
所
の
受
付
時
間
は
、
冬
場
は
短
く
な
っ
て

い
た
り
も
す
る
。
歩
い
て
行
っ
て
間
に
合
う
か
、
西

桐
生
駅
ま
で
戻
っ
て
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
し
て
向
か
っ

た
方
が
早
い
か
。
そ
も
そ
も
社
務
所
は
開
い
て
い
る

の
か
。
さ
ぁ
ど
う
な
る
、
最
後
の
１
枚
！

くすんだピンクの木枠がレトロな雰囲気の西桐生駅舎。
時刻表も雰囲気がある

円戒不動山光性寺の12月の御朱
印の一つ。種類が豊富で選べる

桐生西宮神社。社務所が開いていれば御朱印もいただける

渡良瀬橋梁を渡る上毛電鉄。撮影時は足元注意 木製の看板が指し示す登山道を上った先には、いい景色 富士山下駅には「ここは群馬県桐生市です」の表示も
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