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奥
武
蔵
の
忘
れ
ら
れ
た
山

虚こ

空く

蔵ぞ
う

山さ
ん

―
大お

お

平ひ
ら

山や
ま　

埼
玉
県藤

宗　

正
彦

紀
行

虚空蔵山山頂の祠と三角点標石

　

奥
武
蔵
有
数
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
、
関か

ん

八は
っ

州し
ゅ
う

見
晴
台
は
常
に
人
影
の
絶
え
な
い
人
気

の
ス
ポ
ッ
ト
だ
。
そ
の
麓
に
あ
る
高た

か

山や
ま

不
動

尊
は
関
東
三
大
不
動
尊
に
数
え
ら
れ
る
由
緒

あ
る
寺
院
と
し
て
多
く
の
ハ
イ
カ
ー
や
信
者

が
足
を
向
け
る
霊
場
で
あ
る
。

　

周
辺
に
は
観
光
森
林
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
資
す
る
奥
武
蔵
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
と
い
う

立
派
な
舗
装
の
山
岳
道
路
が
通
じ
て
お
り
、

一
帯
は
ま
さ
に
奥
武
蔵
の
銀
座
通
り
と
い
っ

て
も
い
い
よ
う
な
エ
リ
ア
で
あ
る
。
こ
ん
な

に
ぎ
や
か
な
場
所
に
隣
接
し
て
あ
る
の
が
虚

空
蔵
山
だ
。

　

ハ
イ
カ
ー
や
、
車
で
来
た
観
光
客
は
関
八

州
見
晴
台
や
高
山
不
動
と
い
っ
た
名
だ
た
る

見
所
に
気
を
奪
わ
れ
て
、
つ
い
通
り
過
ご
し

て
し
ま
う
不
遇
の
山
だ
が
、
頂
上
に
は
虚
空

蔵
菩
薩
像
が
祭
ら
れ
、
そ
の
う
え
三
角
点
標

石
を
も
頂
い
た
、
れ
っ
き
と
し
た
静
寂
の
ピ

ー
ク
で
あ
る
。

　

大
平
山
は
修
験
道
場
の
拠
点
と
さ
れ
た
黒く

ろ

山や
ま

三さ
ん

滝た
き

の
一
つ
、
天
狗
滝
背
後
の
山
の
中
腹

に
小
さ
な
峰
を
も
た
げ
た
丘
の
よ
う
な
小
山

だ
が
、
そ
こ
に
は
当
地
方
の
修
験
道
に
深
く

か
か
わ
っ
た
山
本
坊
栄え

い

円え
ん

の
墓
と
修
験
道
開

祖
役え

ん
の

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

の
石
造
座
像
が
祭
ら
れ
て
あ
り
、

今
に
山
岳
密
教
の
聖
地
を
伝
え
続
け
て
い
る
。

虚
空
蔵
山
も
大
平
山
も
地
形
図
に
は
山
名
は

記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｓ
社
の
登
山
地
図

に
は
明
瞭
に
山
名
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
り
、
是

非
と
も
訪
山
し
て
み
た
い
意
欲
に
か
ら
れ
る

存
在
で
あ
る
。

　

東
武
越お

ご
せ生
線
、
あ
る
い
は
Ｊ
Ｒ
八
高
線

越
生
駅
前
か
ら
川
越
観
光
バ
ス
「
黒
山
」
行

き
に
乗
り
、終
点
で
下
車
。「
黒
山
三
滝
入
口
、

日
本
観
光
百
選
」
と
大
書
さ
れ
た
ア
ー
チ
に
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カ
ズ
ラ
は
そ
の
北
限
の
自
生
地

と
し
て
愛
好
家
に
は
知
ら
れ
る

所
と
い
う
。
愛
好
家
で
な
く
て

も
そ
ん
な
看
板
を
目
に
す
れ
ば
、

自
然
と
山
の
斜
面
な
ど
に
意
識

が
向
い
た
り
す
る
。

　

ほ
ど
な
く
右
に
ダ
ー
ト
の
林

道
が
分
岐
す
る
。
そ
の
ま
ま
直

進
す
れ
ば
黒
山
三
滝
は
す
ぐ
だ

が
、
三
滝
見
参
は
帰
途
の
宿
題

と
し
て
右
に
入
る
。
道
は
黒
山

三
滝
の
上
を
通
過
し
、
道
標
に

導
か
れ
て
急
な
斜
面
に
息
を
弾

ま
せ
る
と
車
道
に
出
た
。
猿
岩

林
道
と
い
う
ら
し
い
。

　

こ
れ
を
左
へ
し
ば
ら
く
歩
く

と
三
滝
川
源
流
か
ら
引
い
た
水

場
が
あ
る
。
日
照
水
と
呼
ば
れ

て
い
る
と
聞
く
。
朝
日
歌
壇
に

「
谷
水
の
里
経
て
街
を
ゆ
く
こ

ろ
は
人
の
文
化
の
滓お

り

多
く
浮
く
」（
坂
元
二

男
）
と
い
う
の
が
あ
っ
た
が
、ま
こ
と
「
滓
」

が
全
く
浮
か
な
い
山
の
水
は
ど
こ
で
も
う
ま

い
。
こ
れ
を
頂
け
る
の
は
山
ヤ
の
特
権
と
い

う
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
一
息
つ
い
て
ノ
ド
を
潤
し
再
び
山

道
に
入
っ
て
徐
々
に
視
界
が
開
け
て
く
る
と
、

上
の
立
派
な
舗
装
車
道
に
飛
び
出
た
。
明
る

く
開
け
た
車
道
か
ら
の
眺
め
は
な
か
な
か
よ

さ
そ
う
だ
が
、
展
望
の
楽
し
み
は
関
八
州
見

晴
台
ま
で
お
預
け
と
し
て
、
道
標
に
従
い
花は

な

立た
て

松ま
つ

峠
に
着
い
た
。

　

右
に
大
曲
り
し
て
車
道
を
1
0
0
㍍
ほ
ど

上
が
っ
て
再
び
細
い
山
道
に
入
る
。
植
林
の

中
を
登
り
、
幾
つ
か
の
小
ピ
ー
ク
を
越
え
て

や
っ
と
関
八
州
見
晴
台
の
ピ
ー
ク
に
立
っ
た
。

盛
り
を
過
ぎ
た
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
に
囲
ま
れ
た
広

い
台
地
上
に
は
、
あ
ず
ま
や
と
高
山
不
動
尊

の
奥
の
院
の
お
堂
が
建
っ
て
い
る
。

　

お
堂
の
中
を
の
ぞ
く
と
、
御
影
石
に
線
刻

さ
れ
た
不
動
尊
と
思
わ
れ
る
像
が
目
を
引
い

た
。
関
東
の
八
州
、
つ
ま
り
は
関
東
全
域
が

見
晴
る
か
せ
る
と
い
う
こ
の
展
望
台
に
は
、

東
西
南
北
方
向
に
見
え
る
展
望
図
が
設
置
さ

迎
え
ら
れ
、
そ
れ
を
く
ぐ
っ
て
歩
き
始
め
る
。

ト
イ
レ
近
く
に
は
「
黒
山
三
滝
の
植
物
」
解

説
板
が
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
周
辺
は
谷
が
狭
く
湿

度
が
高
い
た
め
、
暖
地
性
の
シ
ダ
類
の
群
落

が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
。
コ
モ
チ
シ
ダ
、

ウ
ラ
ジ
ロ
、
ヘ
ラ
シ
ダ
な
ど
す
べ
て
県
指
定

天
然
記
念
物
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
ア
オ
ネ
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大平山の役行者像

が
、
い
つ
来
て
も
や
た
ら
と
時
間
を
費
や
し

て
し
ま
う
。

　

高
山
不
動
尊
へ
の
下
山
道
に
入
る
。
い
っ

た
ん
車
道
に
出
て
道
標
に
従
い
再
び
山
道
に

入
る
。
し
ば
ら
く
下
降
し
て
分
岐
を
左
に
と

る
と
花
立
松
峠
方
面
か
ら
の
車
道
に
下
り
立

つ
。
そ
の
す
ぐ
先
の
三
差
路
が
高
山
不
動
へ

の
入
り
口
で
不
動
尊
の
解
説
板
が
立
っ
て
い

た
。

　

狭
い
車
道
を
下
り
右
に
急
カ
ー
ブ
す
る
左

手
に
広
い
原
っ
ぱ
が
あ
る
。
何
の
表
示
も
な

い
が
、
こ
こ
が
虚
空
蔵
山
入
口
だ
。
山
の
中

に
踏
み
込
む
と
薄
い
踏
み
跡
が
あ
り
、
植
林

帯
を
進
む
。

　

Ｔ
Ｖ
ア
ン
テ
ナ
と
古
い
作
業
小
屋
の
先
で

6
1
0
㍍
の
コ
ブ
を
一
つ
越
え
る
。
次
の
ピ

ー
ク
が
頂
上
だ
が
、
道
は
右
か
ら
ぐ
る
り
と
、

う
回
す
る
よ
う
に
つ
い
て
お
り
、
右
下
か
ら

明
瞭
な
踏
み
跡
が
合
流
し
て
頂
上
へ
と
導
か

れ
た
。

　

右
手
に
錫し

ゃ
く
じ
ょ
う

ら
し
い
も
の
を
持
っ
た
虚
空

蔵
菩
薩
石
像
が
安
置
さ
れ
た
祠
が
あ
り
、
そ

の
前
に
三
等
三
角
点
標
石
が
埋
ま
っ
て
い
る
。

ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
の
交
じ
る
植
林
の
中
で
展
望
は

閉
ざ
さ
れ
て
い
る
が
、
神
々
し
い
静
寂
に
包

ま
れ
た
霊
域
で
あ
る
。

　

高
山
不
動
尊
へ
の
参
拝
を
カ
ッ
ト
し
て
先

を
急
ぐ
な
ら
、
先
ほ
ど
合
流
し
た
道
を
下
れ

ば
よ
い
の
だ
が
、
関
東
三
大
不
動
尊
へ
の
参

詣
は
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
往
路
を
引

き
返
し
、
車
道
を
ひ
と
下
り
し
て
不
動
尊
最

上
端
に
位
置
す
る
本
堂
の
前
に
立
っ
た
。
カ

メ
ラ
の
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
に
入
り
切
れ
な
い
壮

大
な
造
り
だ
。

　

か
た
わ
ら
の
解
説
板
な
ど
に
よ
る
と
「
正

式
に
は
高こ

う

貴き

山さ
ん

常じ
ょ
う

楽ら
く

院い
ん

と
い
い
、
白は

く

雉ち

五

（
6
5
4
）
年
藤ふ

じ

原わ
ら
の

鎌か
ま

足た
り

の
第
二
子
長ち

ょ
う

覚か
く

坊ぼ
う

上し
ょ
う

人に
ん

が
東
国
鎮
護
の
た
め
に
創
建
し
た
」

も
の
と
い
う
。
そ
の
後
文
政
十
三
（
1
8
3

0
）
年
、
周
辺
の
山
火
事
で
焼
失
し
た
の
を

江
戸
時
代
後
期
に
な
っ
て
再
建
さ
れ
、
今
、

目
の
前
に
あ
る
本
堂
は
そ
の
幕
末
に
か
け
て

再
建
さ
れ
た
建
物
ら
し
い
。

　

次
に
急
な
石
段
を
下
っ
て
下
の
広
場
の
大

イ
チ
ョ
ウ
を
見
上
げ
る
。
こ
れ
も
県
指
定
天

然
記
念
物
と
い
う
。
か
た
わ
ら
の
解
説
板
に

よ
る
と
「
ま
た
の
名
を
子
育
て
イ
チ
ョ
ウ
と

い
い
樹
齢
約
8
0
0
年
、
樹
高
37
㍍
、
昔
か

れ
て
あ
る
の
で
、
つ
い
時
間
の
た
つ
の
を
忘

れ
て
し
ま
う
。

　

雪
を
残
し
た
富
士
山
の
秀
麗
さ
に
感
嘆
し
、

南
方
に
は
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ま
で
見
え
る
と
い

う
の
で
、
目
を
凝
ら
し
て
み
た
が
、
こ
れ
は

霞
に
は
ば
ま
れ
て
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
見
晴
台
に
立
つ
の
は
、
こ
れ
で
三
度
目
だ
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高山不動尊

　

虚
空
蔵
山
の
山
裾
を
進
む
と「
八
徳
分
岐
」

に
さ
し
か
か
る
。
こ
こ
に「
虚
空
蔵
山
入
口
」

の
道
標
が
あ
る
の
で
、
ハ
イ
カ
ー
の
多
く
は

こ
こ
か
ら
往
復
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
八
徳
へ

の
道
に
入
っ
て
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
の

中
を
ジ
グ
ザ
グ
に
下
降
を
続
け
る
。
咲
き
終

え
た
シ
ャ
ガ
の
群
落
が
目
を
引
く
。
道
が
沢

に
沿
う
よ
う
に
な
る
と
八
徳
の
集
落
の
車
道

に
下
り
立
っ
た
。

　

一
服
し
て
先
の
三
差
路
か
ら
左
の
登
り
の

車
道
に
入
る
。
途
上
「
顔か

あ

振ぶ
り

峠
・
ユ
ガ
テ
」

へ
の
道
標
に
従
い
、
再
び
山
道
に
入
っ
た
。

分
岐
で
は
す
べ
て
「
顔
振
峠
」
へ
の
道
標
が

示
す
方
向
に
進
み
、
人
家
が
見
え
て
来
る
と

車
道
に
出
た
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
近
く
の
顔

振
峠
に
立
ち
寄
っ
て
行
き
た
く
な
る
の
が
人

情
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

10
分
足
ら
ず
で
久
し
ぶ
り
の
峠
に
立
っ
て

引
き
返
し
、
車
道
が
峠
状
に
な
る
と
道
標
が

あ
っ
て
「
傘
杉
峠
0
・
7
㌖
、
黒
山
三
滝
2
・

2
㌖
」
と
あ
る
。
山
道
に
入
る
と
す
ぐ
左
へ

傘
杉
峠
へ
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
が
分
岐
す

る
。

　

山
腹
道
を
緩
や
か
に
下
っ
て
行
く
。「
坂

尻
集
落
を
経
て
黒
山
バ
ス
停
」
へ
の
道
を
右

に
分
け
る
と
ほ
ど
な
く
大
き
な
広
場
を
前
に

し
た
大
平
山
に
着
い
た
。
背
後
の
こ
ん
も
り

と
盛
り
上
が
っ
た
丘
が
大
平
山
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
裾
に
鎮
座
す
る
修
験
道

の
開
祖
役
行
者
像
が
人
目
を
引
く
。

　

ほ
ぼ
等
身
大
の
大
き
さ
で
、
こ
ん
な
も
の

を
よ
く
ぞ
山
深
い
こ
ん
な
所
ま
で
運
び
上
げ

た
も
の
だ
と
感
心
し
て
し
ま
う
。
か
た
わ
ら

の
「
高
祖
役
ノ
行
者
像
由
緒
の
記
」
と
い
う

石
碑
に
刻
ま
れ
た
一
文
を
読
ん
で
み
る
と

「
険
阻
な
山
道
を
黒
山
の
村
人
が
総
出
で
運

び
上
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
…
」
と
あ
っ

た
の
で
、
な
る
ほ
ど
と
当
時
の
様
子
が
想
像

さ
れ
た
。

　

な
お
尊
像
の
建
立
は
元
治
二（
1
8
6
5
）

年
の
こ
と
で
平
成
の
世
に
な
っ
て
尊
顔
が
損

傷
さ
れ
、
そ
れ
が
再
建
さ
れ
た
の
が
近
年
の

平
成
19
年
9
月
に
な
っ
て
の
こ
と
だ
と
記
さ

れ
て
あ
っ
た
。
背
後
の
小
山
に
も
登
っ
て
み

た
が
山
名
表
示
な
ど
何
も
な
く
植
林
と
自
然

林
の
交
じ
る
展
望
も
な
い
あ
り
ふ
れ
た
頂
上

で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
か
ら
は
山
腹
道
を
ひ
た
す
ら
下
降
す

ら
産
後
、
乳
の
出
の
悪
い
人
が
祈
願
す
る
と

出
が
よ
く
な
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
り
、

信
仰
さ
れ
て
き
た
」
も
の
と
い
う
。

　

さ
ら
に
下
っ
て
、
小
ぶ
り
な
本
坊
に
も
参

拝
し
、
元
の
車
道
に
出
る
。
急
な
道
を
登
り

返
し
て
「
八や

っ

徳と
く

、
吾あ

が
の野
駅
」
の
道
標
の
あ
る

山
道
入
り
口
に
着
い
た
。
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●
コ
ー
ス
タ
イ
ム

黒
山
バ
ス
停
―
15
分
―
林
道
分
岐
登
山
口
―

40
分
―
水
場
―
30
分
―
花
立
松
峠
―
30
分
―

関
八
州
見
晴
台
―
20
分
―
虚
空
蔵
山
登
山
口

―
10
分
―
虚
空
蔵
山
―
10
分
―
登
山
口
―
5

分
―
高
山
不
動
尊
本
堂
―
5
分
―
本
坊
―
10

分
―
八
徳
・
吾
野
駅
入
口
分
岐
―
5
分
―
八

徳
分
岐
―
25
分
―
八
徳
―
1
時
間
―
顔
振
峠

―
20
分
―
黒
山
三
滝
分
岐
―
20
分
―
大
平
山

―
35
分
―
黒
山
三
滝
―
20
分
―
黒
山
バ
ス
停 

 

﹇
計
6
時
間
﹈

●
費　

用

池
袋
＝
越
生　

東
武 

7
2
0
円

越
生
駅
＝
黒
山　

川
越
観
光
バ
ス
3
5
0
円

●
問
い
合
わ
せ
先

越
生
観
光
協
会

 

0
4
9
―
1
2
9
2
―
3
1
2
1

川
越
観
光
バ
ス 

0
4
9
3
―
56
―
2
0
0
1

●
地　

図

越
生　

正
丸
峠
（
2
万
5
千
）

東
京
（
20
万
）

奥
武
蔵
・
秩
父
（
昭
文
社
）

る
の
み
で
、
麓
近
く
な
っ
て
左
か
ら
傘
杉
峠

か
ら
の
道
が
合
流
す
る
。
す
ぐ
黒
山
三
滝
の

観
光
地
に
足
を
踏
み
入
れ
、
土
産
物
屋
の
前

を
通
っ
て
、
ま
ず
、
男
滝
女
滝
に
お
目
に
か

か
る
。

　

思
っ
た
よ
り
細
い
ス
マ
ー
ト
な
滝
で
背
後

の
岩
壁
に
は
不
動
明
王
ら
し
い
石
仏
が
祭
ら

れ
修
験
道
の
本
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。
少
し
下
流
の
天
狗
滝
も
一
見
し
て

黒
山
バ
ス
停
に
戻
っ
た
。

 

（
14
年
6
月
14
日
㈯
歩
く
）


