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、
現
在
の
庚
申
山

備
中
本
隆
寺
の
あ
る
岡
山
市
新
庄
に
は
、
庚
申
山
と
い
う
山
が
あ
る
。
こ
の
山
は
本
隆
寺
の
す
ぐ
北
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ

に
あ
り
、
岡
山
市
の
西
部
と
総
社
市
と
の
境
と
な
る
標
高
七
十
五
メ
ー
ト
ル
の
山
で
あ
る
。
こ
の
山
は
も
と
も
と
三
尾
山
あ
る
い
は

社
沐
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第
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岩
崎
山
と
い
っ
た
が
、
現
在
で
は

「庚
申
山
」
、
地
元
の
人
々
は
親
し
み
を
込
め
て
、
「庚
申
さ
ま
」
と
呼
ん
で
い
る
。
山
頂
か
ら
の

眺
め
は
、
全
国
第
四
位
の
規
模
を
誇
る
造
山
古
墳
や
、
羽
柴
秀
吉
の
水
攻
め
で
知
ら
れ
る
備
中
高
松
城
趾
な
ど
、
吉
備
路
平
野
を
見

下
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
実
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
山
容
も
、
整

っ
た
形
の
円
錐
形
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
山
に
は
帝
釈
天
王
、
大
梵
天
王
、
鬼
子
母
神
な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
本
隆
寺
蔵
の
縁
起
な
ど
に
よ
る
と
、
か
つ
て

庚
申
山
に
は
積
善
寺
と
い
う
真
言
宗
の
大
寺
が
あ

っ
た
が
、
天
正
十
年

（
一
五
八
一
し
、
羽
柴
秀
吉
に
よ
る
高
松
城
水
攻
め
の
時
、

毛
利
軍
の
将
、
吉
川
元
春
の
陣
所
と
な
り
、
そ
の
兵
火
に
よ
り
焼
失
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
隆
寺
第
七
世
日
正
が
元
禄
四
年

（
王
ハ
九

一
）
の
頃
、
こ
の
山
の
復
興
を
志
し
、
岩
崎
山
の
山
頂
を
買
い
取
り
、
積

善
寺
の
跡
地
に
堂
字
を
建
立
し
て
、
大
梵
天
王
、
帝
釈
天
王
、
鬼
子
母
神
な
ど
を
祀
り
、
こ
れ
を
庚
申
の
神
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
後
、
庚
申
信
仰
の
全
国
的
な
勃
興
と
共
に
、
新
庄
の
庚
申
さ
ま
と
し
て
世
に
知
ら
れ
、
広
く
地
域
の
尊
信
を
得
る
に
至
り
、
備
中

本
隆
寺
は
こ
う
し
て
長
く
こ
の
山
を
守

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
備
中
本
隆
寺
は
日
隆
聖
人
が
西
国
布
教
さ
れ
る
に
あ
た
り
そ
の
基
礎
が
築
か
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
以

前
よ
り
こ
の
地
の
人
々
を
見
守

っ
て
い
た
庚
申
山
に
つ
い
て
少
し
見
て
い
き
た
い
。

二
、
庚
申
信
仰

１
、
あ

ら

ま

し

庚
申
信
仰
と
は
、
地
域
の
人
た
ち
が
ま
と
ま

っ
て
信
じ
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
せ
を
願
う
、
民
間
信
仰
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
の
庚
申
信
仰

と
は
、
千
支
の

「
庚

申
」
の
日
に
徹
夜
を
し
て
眠
ら
ず
に
過
ご
す
と
長
生
き
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
広
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ



れ
は
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
古
代
中
国
の
道
教
の
信
仰
か
ら
起

っ
た
も
の
が
、
八
世
紀
後
半
に
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
、

仏
教
や
神
道
、
そ
の
他
の
民
間
の
様
々
な
信
仰
や
習
俗
と
交
ざ
り
合
い
、
広
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

信
仰
を
同
じ
く
す
る
数
軒
の
人
々
が
集
ま
り
行
わ
れ
て
き
た
こ
の
庚
申
信
仰
は
、
娯
楽
的
で
親
睦
的
な
集
ま
り
で
も
あ
っ
た
た
め

に
、
長
く
盛
ん
に
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
頃
か
ら
盛
ん
に
広
ま

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
貴
族
階
級
な
ど
は
古
く
中
世
以

前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
つ
頃
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

庚
申
の
夜
に
眠
ら
ず
に
過
ご
す
と
い
う
習
俗
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
る
の
は
、
承
和
五
年

（八
三

八
）
に
慈
覚
大
師
円
仁
が
記
し
た

『入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
で
あ
り
、

承
和
五
年
十

一
月
二
十
六
日
　
庚
辰

夜
人
皆
不
睡
与
本
国
正
月
庚
申
夜
同
也

と
あ
る
。

こ
こ
で
の
十

一
月
二
十
六
日
と
は
冬
至
の
前
後
で
あ
り
、
中
国
で
は

一
陽
来
復
を
祈
る
た
め
に
冬
至
の
日
に
眠
ら
ず
に
行

っ
た
太

陽
祭
祀
の
習
俗
が
あ
る
が
、
日
本
で
も
行
わ
れ
て
い
る
庚
申
の
晩
に
眠
ら
ず
に
過
ご
す
習
俗
と
似
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
平
安
時
代
の
寛
平
元
年

（八
八
九
）
の
作
と
い
わ
れ
る
菅
原
道
真
の
詠
ん
だ
詩
の

一
節
が

『和
漢
朗
詠
集
』
に
あ
る
。

己
酉
年
終
冬
日
少

庚
申
夜
半
暁
光
遅

と
あ
り
、
こ
の
九
世
紀
頃
に
は
、
庚
申
の
夜
に
眠
ら
ず
に
過
ご
す
と
い
う
習
俗
が
定
着
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

備
ヤ
木
薩
寺

と
庚
申

山



２
、
由

　
　
　
来

こ
の
庚
申
信
仰
の
起
は
様
々
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
中
国
か
ら
入

っ
て
き
た

「
三
戸
説
」
が
最
も
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

三
月
と
は
三
つ
の
虫
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
体
内
に
は
頭
部
に
住
む
上
戸
、
腹
部
に
住
む
中
月
、
脚
部
に
住
む
下
戸
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
三
月
虫
は
、
人
間
が
生
き
て
い
る
間
は
そ
の
体
内
に
東
縛
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
が
死
ぬ
と
外

へ
出
て
自
由
に
振

舞
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
早
く
人
間
が
死
ぬ
よ
う
に
画
策
す
る
。
そ
れ
が
庚
申
の
夜
だ
け
は
眠

っ
た
人
間
の
体
か
ら
抜
け
出
し
て

天
に
昇
り
、
人
間
の
寿
命
を
司
る
天
帝
、
仏
教
に
お
い
て
は
帝
釈
天
に
そ
の
人
間
の
悪
事
を
告
げ
口
し
、
そ
の
人
間
の
寿
命
を
縮
め

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
人
間
は
長
生
き
し
た
け
れ
ば
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
に
は
、
日
常
か
ら
善
行
を
積
み
、
悪
行
を
し
な
い
こ
と
が
大

事
で
あ
る
。
し
か
も
さ
ら
に
、
庚
申
の
夜
に
は
眠
ら
ず
、
三
月
が
自
分
の
体
か
ら
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
の
で

あ
る
。

こ
の
習
慣
は
、
中
国
か
ら
伝
わ

っ
た
後
、
平
安
時
代
に
宮
中
貴
族
の
間
で
広
ま
り
、
次
第
に
民
間
に
も
室
町
時
代
に
は
伝
わ

っ
て

い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
生
き
の
た
め
の
義
務
的
信
仰
か
ら
、
や
が
て
民
間
に
広
ま
る
と
共
に
、
近
隣
の
人
々
と
会
食
し
、
雑
談
し
、

宴
会
を
催
す
な
ど
娯
楽
的
信
仰
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

３
、
磐

　

　

座

こ
の
庚
申
山
に
登
る
と
、
そ
こ
ら
か
し
こ
に
巨
岩
が
散
在
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
何
故
こ
ん
な
所
に
こ
ん
な
大
き
な
岩
が
あ



る
の
か
と
不
思
議
に
思
う
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
る
。
特
に
、
頂
上
付
近
に
あ
る
大
梵
天
王
社
殿
の
脇
に
は
、
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
、

幅
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
最
も
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
巨
岩
に
は
、
延
宝
元
年
の
年
次
で
、
お
題
目
と
そ
の
左
に
南
無
帝
釈
天
王
、

右
に
南
無
大
梵
天
王
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
岩
の
裏
手
に
も

一
回
り
ほ
ど
小
さ
い
が
、
昆
沙
門
天
王
が
彫
り
込
ま
れ
た
、
高

さ
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
巨
岩
も
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
古
代
の
磐
座
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
代
の
人
々
は
、
大
雨

・
洪
水

・
台
風

・
凶
作
な
ど
自
然
の
猛
威

に
対
し
て
抱
く
、
恐
怖
、
長
怖
の
念
は
、
科
学
的
解
明
の
進
ん
だ
現
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な

自
然
に
対
し
て
、
人
々
は
神
々
に
捧
げ
も
の
を
し
た
り
、
祭
祀
の
施
設
を
建
て
る
な
ど
し
て
、
ど
う
に
か
荒
ぶ
る
自
然
を
鎮
め
て
も

ら
お
う
と
し
た
。
自
然
に
存
在
す
る
も
の
、
例
え
ば
樹
木

・
岩
石

・
湖
沼
な
ど
、
そ
れ
が
巨
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
に
は

神
が
宿
る
と
考
え
ら
れ
、
神
聖
な
も
の
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
信
仰
し
、
祭
祀
を
す
る
こ
と
で
自
然
を
治
め
、
さ
ら
に
は
自
分
た
ち
の

願
い
を
叶
え
て
も
ら
お
う
と
祈

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
に
祈
る
と
き
、
神
の
降
臨
す
る
依
代
と
し
て
最
も
簡
便
な
も
の
が

榊
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
然
に
元
々
あ
る
巨
岩
が
神
の
降
臨
す
る
依
代
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
も
の
、

こ
れ
が
磐
座
で
あ
る
。

さ
ら
に
時
代
が
下

っ
て
仏
教
が
伝
来
す
る
と
、
そ
の
磐
座
に
経
文
や
仏
像
が
彫
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
元
々
祭
祀
を

行

っ
て
い
た
場
所
に
寺
社
が
建
て
ら
れ
る
例
が
日
本
各
地
に
数
々
見
ら
れ
る
。
何
の
価
値
も
な
い
と
こ
ろ
に
寺
社
を
建
立
す
る
は
ず

が
な
く
、
そ
こ
に
人
工
的
建
築
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
元
来
そ
の
場
所
が
聖
な
る
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
庚
申
山
に
お
い
て
も
、
巨
岩
が
元
々
あ

っ
た
の
か
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
場
所
に
持

っ
て
き
た
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の

場
所
で
神
に
祈
る
何
ら
か
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
、
聖
な
る
地
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
在
の
よ
う
に
社
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
つ
た
の

で
あ
ろ
う
。

備
ヤ
木
港
寺
と
庚
申
山



で
は
、
こ
の
庚
申
山
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

４
、
太

陽

祭

祀

古
代
に
お
け
る
人
々
に
と

っ
て
、
農
耕
や
採
集
の
た
め
時
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
各
地
方
の
支

配
者
に
と

っ
て
大
切
な
役
日
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
日
の
出
に
よ
っ
て
知
り
、
そ
の
太
陽
が
山
か
ら
昇
り
山
頂
の
磐
座
を
照
ら
す
、
こ

の
こ
と
が
神
の
降
臨
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
特
に
、
昼
間
の
最
も
短
い
冬
至
の
日
は
、
衰
微
し
た
太
陽
の
復
活
、　
一
陽
来
復

を
祈
る
日
と
し
て
も
重
ん
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

古
代
中
国
に
お
い
て
も
、
天
子
自
ら
が
冬
至
の
太
陽
祭
祀
を
行

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
う
し
た
影
響
を
日
本
も
受
け
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
冬
至
の
太
陽
は
、
真
東
か
ら
約
三
十
度
南
に
寄
っ
た
所
か
ら
昇
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
仮
に

「冬

至
の
日
の
出
線
」
と
呼
ぶ
が
、
あ
る
地
点
か
ら
日
の
出
を
見
た
と
き
に
、
聖
な
る
山
か
ら
昇
る
日
の
出
を
拝
ん
で
、
今
日
が
冬
至
で

あ
る
と
時
を
知

っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
元
々
自
然
に
あ
る
聖
な
る
山
に
対
し
て
、
日
の
出
を
拝
む
あ
る
地
点
も
同
様
に
聖
な
る

地
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

奈
良
県
の
三
輪
山
は
、
な
だ
ら
か
な
美
し
い
円
錐
形
を
し
た
山
で
あ
る
。
こ
の
山
が
大
和
国
の

一
宮
神
社
の
大
神
神
社
の
神
体
山

で
、
こ
の
地
域
で
の
特
別
聖
な
る
山
で
あ
る
。
こ
の
山
に
対
し
て
北
西
の
位
置
に
は

「岩
見

鏡

作

神
社
」
が
あ
り
、
こ
の
神
社
か

ら
の

「冬
至
の
日
の
出
線
」
が
、
ま
さ
に
こ
の
三
輪
山
山
頂
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
に
す
ぎ
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
古
代
の
人
々
は
こ
の

「冬
至
の
日
の
出
線
」
を
意
識
し
て
こ
の
神
社
を
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『古
事
記
』
に

あ
る
天
の
岩
屋
の
神
話
も
、
冬
至
の
頃
の
衰
微
し
た
太
陽
の
復
活
を
祈
る
も
の
で
あ
り
、
「鏡
」
「鏡
作
」
と
は
ま
さ
に
古
代
の
人
々

の
太
陽
祭
祀
を
表
し
て
い
る
。



こ
の
大
和
国
と
同
様
に
吉
備
国
に
お
い
て
は
、
コ
ロ
備
の
中
山
」
が
古
代
か
ら
神
の
ま
し
ま
す
山
、
聖
な
る
山
と
し
て
崇
め
ら
れ

て
い
た
。
『古
今
集
』
『枕
草
子
』
な
ど
平
安
時
代
以
降
の
歌
集
や
古
典
な
ど
に
も
そ
の
名
が
見
ら
れ
、
地
方
の
山
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
名
が
知
ら
れ
て
い
た
。
備
前
国
の

一
宮
吉
備
津
彦
神
社
、
備
中
国
の

一
宮
吉
備
津
神
社
が
、
こ
の
山
を
背
に
し
建
て
ら
れ
て

い
る
。
備
前
国
、
備
中
国
は
、
現
在
の
岡
山
県
南
部
で
東
西
に
百
キ
ロ
ほ
ど
に
長
く
延
び
た
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

一
宮
が

共
に
両
国
の
境
で
あ
る
こ
の
吉
備
中
山
の
麓
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
神
社
も
背
後
に
あ
る
こ
の
吉
備
の
中
山
を
神
体
山

と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
山
が
い
か
に
神
聖
視
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
吉
備
の
中
山
に
対
し
て
、
こ
の
庚
申
山
も
聖
な
る
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
山
か
ら
冬
至
の
日
の
出

を
見
る
と
、
吉
備
の
中
山
の
現
在
で
は
ち
ょ
う
ど
鉄
塔
が
建

っ
て
い
る
山
頂
か
ら
日
の
出
が
昇

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
庚

申
山
山
頂
の
巨
岩
は
そ
の
冬
至
の
日
の
出
を
拝
む
磐
座
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
全
国
第
四
位
の
規
模
を
誇
る
造
山
古
墳
が
、
こ
の
庚
申
山
の
真
南
約

一
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
築
造
さ

れ
た
と
い
う
の
も
決
し
て
無
関
係
な
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
庚
申
山
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
大
和
国
の
箸
墓
古
墳
も

聖
な
る
山
、
三
輪
山
の
麓
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の
古
墳
は
三
輪
山
を
意
識
し
て
築
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
そ

の
地
域
の
大
有
力
者
を
葬
る
古
墳
を
築
く
際
に
、
そ
の
場
所
の
選
定
は
極
め
て
重
大
な
こ
と
で
あ

っ
た
は
ず
で
、
何
も
意
味
の
な
い

場
所
が
選
ば
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
古
墳
築
造
の
土
木
工
事
の
た
め
に
足
守
川
の
水
運
を
利
用
し
た
こ
と
と
同
時
に
、
聖
な
る
山
で

あ
る
庚
申
山
の
位
置
も
考
慮
し
て
、
あ
の
位
置
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

佑
ヤ
木
各
寺

と
庚
申

山



三
、
本
隆
寺
と
庚
申
山

『岩
波
仏
教
辞
典
』
に
、
日
待
ち

ｏ
月
待
ち
も
庚
申
信
仰
の
習
合
し
た
も
の
と
あ
り
、
前
項
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
庚
申

の
夜
に
眠
ら
ず
に
過
ご
す
習
俗
と
、
冬
至
の
日
の
出
を
拝
む
た
め
に
夜
眠
ら
ず
に
過
ご
す
と
い
う
こ
の
習
俗
が
共
通
性
を
持

っ
た
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
に
お
い
て
時
を
知
る
た
め
に
、
こ
の
地
の
有
力
者
が
こ
の
庚
申
山
か
ら
吉
備
の
中
山
に
昇
る

冬
至
の
日
の
出
を
拝
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
庚
申
山
も
聖
な
る
地
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
後
、
時
代
は
下

っ
て
仏
教
が
伝
わ
る
と
、
こ
の
聖
な
る
地
に
は
寺
社
が
建
立
さ
れ
、
縁
起
な
ど
に
見
え
る
積
善
寺
が

そ
の

一
つ
で
、
そ
の
後
、
帝
釈
天
王
な
ど
が
法
華
勧
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
前
拙
稿
に
お
い
て
、
日
隆
聖
人
が
こ
の
備
中
本
隆
寺
に
至

っ
た
の
は
陸
路
山
陽
道
で
は
な
く
、
海
路
に
よ
り
舟
で
児
島
湾
か
ら

足
守
川
を
遡
上
し
て
来
ら
れ
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
庚
申
山
の
東
側
の
所
に
あ

っ
た
、
備
中
十
二
ヶ
郷
用
水
路
の
堰
で
あ
る
岩
崎
の
亀
石

の
付
近
で
足
止
め
さ
れ
た
の
で
は
、
と
考
え
た
。
こ
の
付
近
は
、
足
守
川
、
前
川
、
血
吸
川
の
合
流
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
遡
上

す
る
舟
に
と

っ
て
特
に
難
所
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
偶
然
的
な
到
達
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
地
は
必
然
的
な
目
的
地
で
は
な
か

っ
た
か
と
の

一
考
察
を
し
た
い
。
何
故
、
数
あ
る
河
川
の

中
で
こ
の
足
守
川
を
遡
上
さ
れ
た
の
か
と
考
え
る
時
、
こ
こ
聖
な
る
地
、
庚
申
山
を
目
指
し
て
来
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
備
の
国
に
お
い
て
、
中
央
で
も
名
の
知
れ
た
吉
備
の
中
山
に
対
す
る
聖
な
る
山
で
あ
る
こ
の
庚
申
山
を
目
的

地
と
し
て
選
ば
れ
て
、
こ
の
新
庄
の
地
に
ま
で
来
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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