
庚
申
塔

こ
う
し
ん
と
う

と
日
月

に
ち
げ
つ 

加
藤
幸
一 

 

１
．
庚
申
塔
と
は
、 

 

腕
が
六
本
も
あ
る
青
面
金
剛
（
せ
い
め
ん
こ
ん
ご
う
）
と
呼
ば
れ
る
仏
様
を
本
尊
と
す
る
庚
申
信
仰
の

石
仏
で
あ
る
。
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
見
ざ
る
・
聞
か
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
」
の
三
猿
（
さ
ん
え
ん
）

が
見
ら
れ
、
そ
の
他
に
、
日
（
太
陽
）・
月
や
鬼
、
時
に
は
雌
雄
の
二
鶏
（
に
け
い
）
も
見
ら
れ
る
。 

 

庚
申
信
仰
は
、
六
十
日
に
一
度
や
っ
て
く
る
干
支
（
え
と
）
の
庚
申
の
日
の
夜
に
庚
申
講
の
仲
間
た
ち

が
一
堂
に
会
し
、
徹
夜
し
て
歓
談
飲
食
し
、
夜
明
け
と
と
も
に
解
散
す
る
行
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間

の
体
の
中
に
潜
ん
で
い
る
三
尸
（
さ
ん
し
）
と
い
わ
れ
る
三
匹
の
尸
虫
（
し
ち
ゅ
う
）
が
、
庚
申
の
日
の

夜
に
、
人
の
睡
眠
中
に
口
か
ら
抜
け
出
し
て
天
に
昇
り
、
そ
の
人
が
日
頃
犯
し
た
罪
を
天
の
神
に
暴
く
。

す
る
と
、
そ
の
報
告
を
も
と
に
判
断
し
て
寿
命
を
縮
め
た
り
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
日
は
三
尸
虫
が

身
体
か
ら
抜
け
出
る
機
会
を
与
え
な
い
よ
う
に
寝
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
庚
申
信
仰
は
、
江
戸
時

代
は
全
国
津
々
浦
々
で
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
青
面
金
剛
の
読
み
方
で
あ
る
が
、
石
仏
愛
好
家
の
間
で
は
「
し
ょ
う
め
ん
こ
ん
ご
う
」
と
呼
ん

で
い
る
が
、
「
せ
い
め
ん
」
と
言
っ
た
方
が
耳
で
聞
い
た
と
き
に
わ
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
。 

 

２
．
青
面
金
剛
の
持
ち
物 

 

腕
が
６
本
あ
る
青
面
金
剛 

は
、
手
に
は
下
図
の
よ
う
に
、 

弓
と
矢
、
桙
、
剣
、
輪
宝 

な
ど
を
持
ち
、「
シ
ョ
ケ
ラ
」 

と
呼
ば
れ
る
上
半
身
が
裸
の 

女
人
の
髪
の
毛
を
つ
か
ま
え 

て
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
中
央
の
両
手
は
何 

も
持
た
ず
に
合
掌
す
る
姿
も 

見
ら
れ
る
。 

 

３
．
庚
申
塔
の
日
月 

 

庚
申
塔
の
上
部
に
描
か
れ
て
い
る
日
月
は
、
中
世
に
盛
ん
で
あ
っ
た
日
待
（
ひ
ま
ち
）
・
月
待
（
つ
き
ま

ち
）
の
影
響
を
受
け
、
徹
夜
を
表
す
た
め
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

日
月
は
、
初
期
の
庚
申
塔
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
後
に
な
る
と
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
向
か
っ
て
右
側
が
日
（
太
陽
）、
左
側
が
月
と
な
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
区
別

が
判
別
し
や
す
い
よ
う
に
と
、
日
は
円
形
、
月
は
三
日
月
と
し
て
描
か
れ
た
り
し
て
い
る
。 



４
．
さ
ま
ざ
ま
な
月
の
形 

   



５
．
私
が
選
ん
だ
越
谷
市
内
の
庚
申
塔
ベ
ス
ト
３

ス
リ
ー 

                            

【
ベ
ス
ト
３
の
解
説
】 

ベ
ス
ト
１ 

こ
の
庚
申
塔
の
上
部
に
は
左
右
に
瑞
雲
に
載
っ
た
太
陽
と
月
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
中
央
の
六
本
の
腕

を
持
つ
青
面
金
剛
は
、
頭
髪
は
炎
の
よ
う
に
逆
立
ち
、
そ
の
中
に
と
ぐ
ろ
を
巻
き
鎌
首
を
も
た
げ
た
蛇
が

見
ら
れ
る
。
顔
付
は
、
憤
怒
の
形
相
を
な
し
、
三
つ
目
と
な
っ
て
い
る
。
胸
に
は
髑
髏
の
首
飾
り
（
瓔
珞
）

を
付
け
て
い
る
。
各
手
に
は
、
弓
、
矢
、
輪
宝
（
矛
先
が
八
方
に
出
て
い
る
）
、
三
叉
の
矛
や
剣
を
持
ち
、



左
手
で
女
人
の
髪
の
毛
を
つ
か
ま
え
て
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
。
男
尊
女
卑
の
表
れ
で
あ
る
。
女
性
の
顔
が
百

七
十
数
年
間
の
風
雨
に
晒
さ
れ
て
磨
滅
し
て
い
る
の
が
残
念
で
あ
る
。
頭
上
の
蛇
、
三
眼
、
髑
髏
の
瓔
珞

が
描
か
れ
て
い
る
の
は
珍
し
く
、
こ
の
三
点
は
『
陀
羅
尼
集
経
』
（
だ
ら
に
じ
っ
き
ょ
う
）
で
説
か
れ
て
い

る
通
り
と
な
っ
て
い
る
。 

 

青
面
金
剛
の
足
下
に
は
天
の
邪
鬼
と
呼
ば
れ
る
鬼
が
踏
み
潰
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
庚
申
塔
の
鬼
は
手
足

の
指
が
そ
れ
ぞ
れ
三
本
し
か
な
い
。
そ
の
下
に
は
三
猿
が
あ
る
。
山
王
日
枝
神
社
の
山
王
権
現
の
使
い
の

猿
が
、
庚
申
信
仰
の
庚
申
の
『
申
（
さ
る
）
』
と
結
び
付
き
、
さ
ら
に
日
光
東
照
宮
の
三
猿
（
『
三
尸
（
さ

ん
し
）
』
と
の
説
も
あ
り
）
に
影
響
を
受
け
て
三
猿
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
向
か
っ
て
右
端
は
、

神
社
の
御
幣
を
担
ぐ
見
ざ
る
の
猿
。
御
幣
は
神
の
依
代
で
あ
る
。
中
央
の
言
わ
ざ
る
の
猿
は
臍
が
見
ら
れ
、

そ
の
下
の
陰
部
も
表
さ
れ
て
い
て
雌
猿
と
わ
か
る
。
当
時
は
陰
部
に
朱
を
塗
っ
て
下
（
し
も
）
の
病
を
治

そ
う
と
す
る
庶
民
信
仰
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
陰
部
が
は
っ
き
り
と
表
さ
れ
て
い
る
の

は
今
と
違
っ
て
当
時
の
性
に
対
す
る
お
お
ら
か
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
左
端
は
、
猿
が
女
性
の
臀
部
や
陰

部
を
連
想
さ
せ
る
桃
を
持
つ
聞
か
ざ
る
の
猿
。
猿
は
性
欲
の
強
い
動
物
と
さ
れ
て
い
る
。
桃
持
ち
猿
は
庶

民
の
間
で
は
子
授
け
、
安
産
、
下
の
病
の
祈
願
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
の
庚
申
塔
の
三
猿
は

見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
を
た
だ
刻
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
庚
申
塔
に
描
か
れ
た
三
猿

は
、
下
の
病
な
ど
に
悩
む
女
性
を
対
象
に
し
た
山
王
信
仰
の
影
響
が
如
実
に
表
れ
て
い
て
珍
し
い
。
西
方

村
の
鎮
守
、
山
王
日
枝
神
社
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

申
の
次
は
酉
、
夜
明
け
の
鶏
鳴
を
聞
い
て
庚
申
講
を
解
散
す
る
こ
と
か
ら
鶏
が
よ
く
刻
ま
れ
て
い
る
。

鶏
は
雌
雄
を
対
に
し
て
描
く
二
鶏
で
表
さ
れ
、
青
面
金
剛
の
下
部
の
両
脇
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
中
に
は
何
の
鳥
か
判
明
出
来
な
い
程
に
簡
略
に
線
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
庚

申
塔
で
は
独
立
し
て
あ
り
、
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
向
か
っ
て
右
は
雄
、
左
は
雌
で
あ
る
。 

 

こ
の
青
木
宗
義
（
そ
う
ぎ
）
の
庚
申
塔
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
信
仰
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
ば
か
り
か
、

芸
術
的
に
も
優
れ
他
に
は
見
ら
れ
な
い
程
の
庚
申
塔
で
あ
る
。
宗
義
の
優
れ
た
作
品
は
他
に
も
あ
り
、
市

内
蒲
生
の
清
蔵
院
の
地
蔵
和
讃
に
よ
る
賽
の
河
原
の
風
景
を
描
い
た
和
讃
地
蔵
の
石
仏
も
素
晴
ら
し
い
出

来
栄
え
で
あ
る
。
関
八
州
石
工
司
の
子
孫
、
草
加
宿
神
流
斎
の
青
木
宗
義
の
子
孫
は
、
現
在
の
草
加
市
神

明
一
の
八
の
三
〇
、
旧
日
光
街
道
沿
い
に
あ
る
青
木
石
材
店
で
あ
る
。 

ベ
ス
ト
２ 

 

こ
の
庚
申
塔
の
青
面
金
剛
は
、
腕
や
足
に
蛇
が
絡
み
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
台
石
に
刻
ま
れ
た
四
夜
叉 

た
ち
は
筋
肉
が
隆
々
と
し
て
い
る
。
蛇
が
絡
み
つ
い
た
り
、
四
夜
叉
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
『
陀
羅
尼
集

経
』
で
説
か
れ
て
い
る
通
り
と
な
っ
て
い
る
。 

ベ
ス
ト
３ 

 

こ
の
庚
申
塔
は
大
分
破
損
さ
れ
て
は
い
る
が
、
百
庚
申
の
石
塔
を
統
括
す
る
為
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
、 

欠
け
ず
に
残
っ
て
い
る
輪
宝
（
部
分
）
や
鬼
の
顔
が
と
て
も
よ
く
描
か
れ
、
そ
れ
に
三
猿
の
う
ち
中
央
の

猿
は
男
性
の
性
器
が
、
聞
か
猿
は
扇
子
を
持
っ
て
耳
を
ふ
さ
ぎ
読
書
を
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
る
な
ど
、

細
部
に
わ
た
り
よ
く
彫
ら
れ
て
、
優
れ
た
石
仏
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ス
ト
１
で
あ
げ
た
庚
申
塔
の

作
者
で
あ
る
青
木
宗
義
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。 


