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一
，
庚
申
塔
と
は
何
か
～
庚
申
信
仰
の
記
念
と
し
て
建
て
ら
れ
た
～

人
間
の
体
の
中
に
潜
ん
で
い
る
三
戸
（
さ
ん
し
）
と
言
わ
れ
る
上
戸
（
じ
よ
う
し
）

・
中
戸
（
ち
ゅ
う
し
）
・
下
Ｐ
（
げ
し
）
の
三
匹
の
戸
虫
（
し
ち
ゅ
う
）
、
三
戸
虫

（
さ
ん
し
ち
ゅ
う
）
が
、
六
十
日
に
一
度
や
っ
て
く
る
干
支
の
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
生
命
を
癒
っ
た
り
、
若
死
に
さ

せ
た
り
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
庚
申
の
日
の
夜
は
三
戸
虫
が
身
体
か
ら
抜
け
出
る
機
会
を

与
え
な
い
よ
う
に
寝
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
庚
申
講
の
仲
間
達
が
一
堂

に
会
し
、
徹
夜
し
て
過
ご
す
》
・
庚
申
侍
（
ど
う
し
ん
ま
ち
）
』
と
い
う
行
事
が
行
わ

れ
る
。
一
・
侍
（
ま
ち
）
・
一
と
は
、
「
ま
つ
り
」
が
転
化
し
た
と
言
う
税
や
「
待
つ
」

と
い
う
動
詞
が
名
詞
形
に
な
っ
た
と
の
説
が
あ
る
。
そ
の
庚
申
侍
の
記
念
と
し
て
建

立
さ
れ
た
石
塔
が
庚
串
塔
と
い
う
訳
で
あ
る
。
庚
申
塔
は
道
端
や
辻
、
寺
社
の
敷
地

内
、
墓
地
、
個
人
の
屋
敷
内
等
に
建
て
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は
庚
申
信
仰
は
全
国

瀧
々
浦
々
で
庶
民
の
間
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、
庚
申
塔
も
沖
縄
県
と
種
子
島
を
除
く
北

は
北
海
道
の
礼
文
島
（
れ
ぶ
ん
と
う
）
か
ら
南
は
鹿
児
島
県
の
竹
島
（
た
け
し
ま
）

や
悪
石
島
（
あ
く
せ
き
と
う
）
ま
で
建
立
さ
れ
た
。
し
か
し
明
治
に
入
る
と
庚
申
信

仰
は
仏
教
関
係
の
行
事
と
し
て
廃
仏
設
釈
（
は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く
）
の
あ
お
り
を
受

け
て
か
急
に
衰
え
、
庚
申
塔
の
建
立
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
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一
士
Ｘ
（
じ
っ
か
ん
じ
ゅ
う
に
し
）
－
と
由
吹
出
半
（
か
の
え
さ
る
）

よ
く
今
年
の
干
支
（
え
と
）
は
何
年
か
と
か
、
生
ま
れ
は
何
年
か
な
ど
と
今
で
も

十
二
支
が
使
わ
れ
て
い
る
。
十
二
支
と
は

子
（
ね
．
シ
）
、
丑
（
う
し
・
チ
ュ
ウ
）
、
寅
（
と
ら
・
イ
ン
）
、
卯
（
う
・
ボ

ウ
）
、
辰
（
た
つ
．
シ
ン
）
、
巳
（
み
・
シ
）
、
午
（
う
ま
・
ゴ
）
、
未
（
ひ
つ

し
・
ビ
）
、
申
（
さ
る
・
シ
ン
）
、
酉
（
と
り
・
ユ
ウ
）
、
戎
（
い
ぬ
．
ジ
ュ
ッ
）

、
亥
（
い
・
ガ
イ
）

を
い
う
の
は
ご
存
じ
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
＋
干
（
じ
っ
か
ん
）
で
あ
る

甲
（
き
の
え
・
コ
ウ
）
、
こ
（
き
の
と
・
オ
ヅ
、
＋
干
十
二
支
と
し
て
組
み
合
わ

せ
て
読
む
と
き
は
一
イ
ッ
こ
、
丙
（
ひ
の
え
．
ヘ
イ
）
、
丁
（
ひ
の
と
・
テ
イ
）

、
戊
（
つ
ち
の
え
・
ボ
）
、
己
（
つ
ち
の
と
・
キ
）
、
庚
（
か
の
え
．
コ
ウ
）
、



辛
（
か
の
と
・
シ
ン
）
、
壬
（
み
ず
の
え
．
ジ
ン
）
、
美
（
み
ず
の
と
・
キ
）

を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
十
千
十
二
支
、
つ
ま
り
干
支
（
カ
ン
シ
・
え
と
）
と
呼
ば

れ
る
。
現
代
で
は
干
支
（
え
と
）
と
い
う
と
十
二
支
の
み
を
さ
し
て
い
る
。

干
支
の
組
み
合
わ
せ
は
、

甲
子
（
き
の
え
ね
．
カ
ッ
シ
、
コ
ウ
シ
と
は
言
わ
な
い
）
、
乙
丑
（
き
の
と
う
し
・

イ
ッ
チ
ュ
ウ
、
オ
ッ
チ
ュ
ウ
と
は
言
わ
な
い
）
、
丙
寅
（
ひ
の
え
と
ら
・
ヘ
イ
イ

ン
）
、
丁
卯
（
ひ
の
と
う
．
テ
イ
ボ
ウ
）
、
戊
辰
（
つ
ち
の
え
た
つ
．
ボ
シ
ン
）
、

己
巳
（
つ
ち
の
と
み
・
キ
シ
）
、
庚
午
（
か
の
え
う
ま
・
コ
ウ
ゴ
）
、
辛
未
（
か

の
と
ひ
つ
じ
・
シ
ン
ビ
）
、
壬
申
（
み
ず
の
え
さ
る
・
ジ
ン
シ
ン
）
、
発
酉
（
み

ず
の
と
と
り
・
キ
ュ
ウ
）
、
甲
戊
（
き
の
え
い
ぬ
・
コ
ウ
ジ
ュ
ッ
）
、
乙
亥
（
き

の
と
い
・
イ
ッ
ガ
イ
、
オ
ッ
ガ
イ
と
は
言
わ
な
い
）
、
丙
子
（
ひ
の
え
ね
．
ヘ
イ

、
ン
）
・
・
・
・

と
言
う
よ
う
に
し
て
い
く
。
十
千
と
十
二
支
の
組
み
合
わ
せ
は
全
部
で
六
十
通
り
と

な
る
。
こ
れ
で
年
や
日
を
あ
ら
わ
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
甲
子
か
ら
始
め
る
と
六
十

回
目
に
発
亥
（
み
ず
の
と
い
・
キ
ガ
イ
）
と
な
り
、
一
巡
し
て
六
十
一
回
目
に
再
び

甲
子
（
き
の
え
ね
．
カ
ッ
シ
）
に
戻
る
。
庚
申
（
か
の
え
さ
る
・
コ
ウ
シ
ン
）
の
年

や
日
も
六
十
年
や
六
十
ョ
ご
と
に
一
度
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
数
え
年

で
六
十
一
才
（
満
六
十
才
）
を
迎
え
て
還
暦
の
祝
い
を
す
る
の
は
生
ま
れ
て
か
ら
干

支
が
一
巡
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

’
二
Ｉ

一
一
，
代
表
的
な
庚
申
塔
の
型
式
～
日
月
・
青
面
金
剛
・
二
鶏
・
三
猿
～

寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
二
）
頃
か
ら
庚
申
塔
の
建
立
が
目
立
ち
始
め
る

と
同
時
に
、
青
面
金
剛
と
呼
ば
れ
る
仏
様
を
描
い
た
庚
申
塔
が
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
し
て
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
の
頃
に
な
る
と
、
庚
申
塔

建
立
の
大
ブ
ー
ム
と
な
り
、
こ
の
頃
、
一
．
日
月
（
に
ち
げ
つ
）
・
青
面
金
剛
（
せ
い

め
ん
こ
ん
ご
う
）
・
二
鶏
（
に
け
い
）
・
三
猿
（
さ
ん
え
ん
）
・
一
の
型
式
が
完
成
す

る
。
つ
ま
り
中
央
に
背
面
金
剛
像
、
上
部
の
左
右
に
日
月
（
太
陽
と
月
）
、
下
部
に

三
猿
が
刻
ま
れ
、
中
に
は
青
面
金
剛
の
両
側
下
に
二
鶏
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。
庚
申
様
と
言
う
と
青
面
金
剛
を
一
般
に
指
す
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

青
面
金
剛
は
怒
り
を
込
め
た
顔
付
き
で
、
腕
が
六
本
も
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
四
本

の
手
に
は
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
弓
と
矢
、
輪
宝
（
り
ん
ぼ
う
・
車
輪
の
形
を
し
て
八
方

に
矛
先
が
で
て
い
る
）
と
矛
を
持
ち
、
中
央
二
本
の
手
は
合
掌
し
て
い
る
。
ま
た
、

右
手
に
剣
、
左
に
謂
索
（
け
ん
じ
や
く
．
一
種
の
綱
）
を
持
つ
も
の
も
あ
り
、
中
に



吉
ソ
ー
一
三
岨
淘

鶏
は
古
来
か
ら
時
（
夜
明
）
を
告
げ
る
神
聖
な
鳥
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
、

鶏
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、
庚
申
侍
の
行
事
で
徹
夜
し
た
翌
朝
が
酉
の

Ｒ
で
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
鶏
か
鳴
く
と
夜
が
明
け
た
と
解
し
て

庚
申
痔
の
講
を
解
散
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
鶏
は
青
面
金
剛
の

使
者
で
あ
る
と
の
俗
説
も
み
ら
れ
た
。

二
鶏
が
描
か
れ
て
い
な
い
庚
申
塔
も
見
ら
れ
、
ま
た
描
か
れ
て
い
て
も
線
刻
で
何

の
烏
か
わ
か
ら
な
い
程
ご
く
簡
単
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。

工
‐
一
二
桧
奴

山
の
神
と
も
さ
れ
て
い
る
猿
は
山
王
権
現
（
さ
ん
の
う
ど
ん
げ
ん
・
山
王
様
）
の

使
者
と
さ
れ
、
山
王
信
仰
の
象
徴
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
山
王
権
現
の
猿
が
庚
申
の

『
申
』
と
結
び
付
い
て
庚
申
信
仰
に
は
い
っ
て
き
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

い
例
と
し
て
申
待
（
さ
る
ま
ち
）
と
刻
ま
れ
た
二
十
一
仏
板
碑
が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
十
一
仏
は
山
王
信
仰
の
仏
様
た
ち
で
あ
る
。
．

は
絹
索
の
代
わ
り
に
女
性
の
髪
の
毛
を
つ
か
ま
え
で
、
そ
の
女
性
を
ぶ
ら
下
げ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。

青
面
金
剛
は
本
来
伝
脚
（
で
ん
し
・
結
核
）
を
防
ぐ
仏
様
で
あ
る
が
、
庚
申
信
仰

の
三
Ｆ
退
治
と
結
び
付
い
て
庚
申
信
仰
の
主
尊
と
ぼ
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
』
．
ｎ
口
目
月

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
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
日
は
円
形
、
月
は
三
日
月
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
日
月
が
共
に
円
形
に
描
か
れ
た
り
、

日
月
の
位
置
が
左
右
逆
の
も
の
も
あ
る
。
日
月
は
初
期
の
庚
申
塔
に
は
あ
ま
り
見
ら

な
ぜ
庚
申
塔
に
日
月
か
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、

中
蛍
に
盛
ん
で
あ
っ
た
日
侍
（
ひ
ま
ち
）
・
月
侍
（
つ
き
ま
ち
）
の
影
響
を
受
け
た

の
で
あ
る
と
か
、
日
月
は
徹
夜
を
表
わ
す
た
め
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
考

え
ら
れ
て
い
る
。

青
面
金
剛
に
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
鬼
は
、
四
天
王
像
に
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る

鬼
で
あ
る
天
邪
鬼
（
あ
ま
の
じ
ゃ
く
）
か
ら
連
想
し
て
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

れ
な
い
。

プ
つ
。

一
一
一

イ
０

鬼



猿
は
江
戸
時
代
初
期
の
庚
申
塔
に
早
く
も
描
か
れ
て
く
る
が
、
一
猿
や
二
猿
の
も

の
が
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
見
ざ
る
・
聞
か
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
の
三
猿

形
式
に
定
ま
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
日
光
東
照
宮
に
み
ら
れ
る
見
ざ
る
・
聞
か
ざ
る
・

言
わ
ざ
る
の
三
猿
の
考
え
が
世
の
中
に
広
ま
り
、
そ
の
影
響
が
庚
申
塔
に
三
猿
と
し

て
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
三
猿
の
像
が
刻
ま
れ
て

い
る
石
塔
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
庚
申
塔
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
な
る
。

’四
’

一
二
，
一
陀
羅
尼
集
経
‐
一
で
説
か
れ
て
い
る
青
面
金
剛

こ
の
経
典
『
陀
羅
尼
集
経
（
だ
ら
に
じ
っ
き
ょ
う
）
』
の
「
大
青
面
金
剛
呪
法
‐
一

に
説
く
青
面
金
剛
の
姿
・
形
と
は
砕
け
た
表
現
で
訳
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

身
体
に
は
四
本
の
腕
が
あ
っ
て
、
上
の
左
手
に
は
三
股
叉
（
さ
ん
こ
さ
・
原
文
は

三
叉
戟
「
さ
ん
さ
げ
き
］
）
を
下
の
左
手
に
は
棒
を
持
ち
上
の
右
手
に
は
法
輪
を
下

の
右
手
に
は
絹
索
（
け
ん
じ
や
く
）
を
持
つ
。
身
体
の
色
は
青
色
で
、
口
を
大
き
く

張
っ
て
牙
を
上
に
出
し
、
血
の
よ
う
に
真
っ
赤
な
目
を
し
て
三
つ
目
と
な
っ
て
い
る
。

頭
の
上
に
は
鯛
製
を
載
せ
、
髪
の
毛
は
炎
の
よ
う
に
逆
立
っ
て
い
て
大
蛇
を
巻
き
付

か
せ
て
い
る
。
両
腕
か
ら
は
竜
を
一
頭
ず
つ
ぶ
ら
下
げ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
竜
の
頭

は
互
い
に
向
き
合
っ
て
い
る
。
腰
に
は
二
匹
の
大
き
な
赤
蛇
を
ま
と
っ
て
い
る
。
両

脚
や
両
腕
に
も
同
じ
く
大
き
な
赤
蛇
を
ま
と
っ
て
い
る
。
左
手
に
持
っ
て
い
る
棒
の

上
に
は
大
蛇
が
絡
み
付
い
て
い
る
。
虎
の
皮
を
股
に
ゆ
っ
た
り
と
ま
と
っ
て
い
る
。

濁
髄
の
瑛
洛
（
首
飾
り
・
胸
飾
り
）
を
首
に
掛
け
て
い
る
。

一
身
四
手
。
左
辺
上
手
把
三
股
叉
。
下
手
把
棒
。
右
辺
上
手
掌
抽
一
輪
。
下

手
把
絹
索
。
其
身
青
色
。
面
大
張
口
ｃ
狗
牙
上
出
。
眼
赤
如
血
面
有
三
眼
。

頂
戴
閥
髄
。
頭
髪
蜜
堅
如
火
焔
色
。
頂
纏
大
蛇
。
両
腕
各
有
倒
懸
一
竜
。
竜
頭

相
向
。
其
像
腰
纏
二
大
赤
蛇
。
両
脚
腕
上
亦
纏
大
赤
蛇
。
所
把
捧
上
亦
纏
大
蛇
。

虎
皮
縄
跨
。
悶
髄
理
路
。

ま
た
、
青
面
金
剛
像
に
付
随
す
る
も
の
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
続
け
て
説
い
て
い

る
。
青
面
金
剛
像
の
両
脚
の
足
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
鬼
を
踏
み
潰
し
て
い
る
。
そ
の
像

の
左
右
両
辺
に
、
各
々
一
人
の
青
衣
の
童
子
を
作
る
。
髪
の
毛
は
揚
げ
巻
き
に
し
、

手
に
は
香
炉
を
持
つ
。
そ
の
像
の
右
辺
に
二
人
の
夜
叉
（
や
し
ゃ
・
薬
叉
）
を
作
る
。

一
つ
は
赤
、
一
つ
は
黄
、
刀
を
執
り
索
を
執
る
。
そ
の
像
の
左
辺
に
二
人
の
夜
叉
を

作
る
。
一
つ
は
白
、
一
つ
は
黒
。
（
ほ
こ
・
馬
上
で
持
つ
短
め
の
矛
）
を
執
り
、

叉
（
さ
す
ま
た
）
を
執
る
。
形
状
は
ど
れ
も
恐
ろ
し
い
。
手
足
の
爪
は
長
く
鋭
い
。

実
際
の
庚
申
塔
に
描
か
れ
て
い
る
青
面
金
剛
の
図
柄
は
、
以
上
の
よ
う
に
陀
羅
尼



下
、
‐
．
平
安
時
代
の
貴
族
の
庚
申
信
仰
～
守
庚
申
～

こ
の
頃
の
宮
中
や
貴
族
の
問
で
広
ま
っ
た
庚
申
信
仰
の
行
事
の
『
守
庚
申
』
（
し
ゆ

こ
う
し
ん
）
を
『
御
庚
申
御
遊
（
お
こ
う
し
ん
お
あ
そ
び
）
』
『
御
庚
申
疹
一
等
と
称

し
て
い
た
。
詩
歌
管
弦
の
遊
び
な
ど
を
し
て
庚
申
の
夜
を
明
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
宮
中
で
の
一
・
守
庚
申
』
の
内
容
が
『
庚
申
信
仰
』
（
平
野
実
著
、
角
川
書
店
）

の
ｐ
二
二
に
紹
介
さ
れ
、
ま
た
『
栄
華
物
語
』
の
花
山
の
巻
の
中
に
も
『
正
月
庚
申
》

の
行
事
に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

当
時
は
宮
中
や
貴
族
た
ち
、
さ
ら
に
そ
の
下
の
身
分
の
者
ま
で
も
が
各
自
分
の
家

で
守
庚
申
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

而
幽
‐
庚
申
信
仰
の
起
こ
り
～
奈
良
時
代
頃
か
ら
か
～

わ
が
国
の
庚
申
一
信
仰
は
平
安
時
代
に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
文
献
か
ら
わ

か
る
。庚

申
信
仰
の
こ
と
が
記
録
上
初
め
て
出
て
く
る
の
は
比
叡
山
延
暦
寺
の
円
仁
（
え

ん
に
ん
・
天
台
宗
山
門
派
の
祖
）
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
（
に
っ
と
う
ぐ
ほ
う
じ
ゆ

ん
れ
い
こ
う
き
）
』
で
あ
る
。
承
和
五
年
（
八
三
八
）
十
一
月
二
十
六
日
の
記
事
の

中
に
「
正
月
庚
申
」
と
出
て
く
る
。
こ
の
こ
ろ
既
に
貴
族
の
間
で
正
月
の
庚
申
の
夜

に
庚
申
信
仰
の
徹
宵
行
事
で
あ
る
『
守
庚
申
（
し
ゆ
こ
う
し
ん
・
ま
も
り
こ
う
し
ん
）

・
一
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
道
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
は
八
世
紀
初
期
に
さ
か
の
ぼ
る
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
わ
が
国
の
庚
申
信
仰
は
道
教
の
三
戸
（
さ
ん
し
）
説
の
影
響
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
八
世
紀
中
頃
、
奈
良
時
代
に
貴
族
社
会
の
間
で
始
め
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

集
経
に
説
か
れ
た
図
柄
と
は
違
い
が
大
き
い
。

’

五：
’

と
ハ
ー
鎌
倉
時
代
の
武
士
の
庚
申
信
仰
～
武
家
の
間
に
も
広
ま
る
～

守
庚
申
は
貴
族
の
間
だ
け
で
な
く
、
武
士
の
間
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。
『
吾
妻
鏡
（
あ
ず
ま
か
が
み
）
』
に
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
三
月
大
十
九

日
、
「
庚
申
、
天
晴
、
今
夜
御
所
で
庚
申
を
守
ら
れ
る
御
会
あ
り
。
一
と
あ
る
。
京

風
を
尊
ぶ
三
代
将
軍
源
実
朝
の
時
で
あ
る
。
す
で
に
実
朝
の
頃
に
守
庚
申
が
武
士
の

間
で
行
わ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。



ｊ
八
，
庚
申
石
造
物
と
し
て
は
わ
が
国
最
初
の
『
申
侍
板
碑
一

庚
申
信
仰
の
行
事
で
あ
る
申
待
の
文
字
が
当
時
の
仮
碑
に
も
見
ら
れ
始
め
て
き
た
。

つ
ま
り
一
憧
申
待
板
碑
．
一
で
あ
る
。

７
ノ
ー
わ
が
国
最
古
の
庚
串
石
造
物

わ
が
国
最
初
の
一
・
申
待
仮
碑
』
は
、
東
京
都
練
馬
区
春
日
町
の
長
享
二
年
（
一
四

八
八
）
の
一
申
待
板
碑
一
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
存
す
る
わ
が
国
最
古
の
庚
申
石
造
物

と
言
え
よ
う
。
そ
の
板
碑
渥
は
上
部
に
主
尊
の
荒
字
マ
ン
（
文
珠
菩
薩
、
一
説
に
は

こ
こ
庭
刻
ま
れ
て
い
る
マ
ン
は
文
珠
菩
薩
で
な
く
不
動
明
王
で
あ
る
と
の
主
張
も
み

ら
れ
る
）
と
次
の
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

か
ら
悪

Ｌ
」
一
い
う
勺
っ

『
奉
申
侍
供
養
結
衆
．
一
の
中
に
「
申
待
」
と
一
・
桔
衆
一
の
文
字
が
み
ら
れ
る
。
「
結

衆
（
け
っ
し
ゅ
）
一
は
後
の
江
戸
時
代
の
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
二
）
頃

か
ら
一
講
中
（
こ
う
じ
ゅ
う
）
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
「
講
中
」

麓
字
の
マ
ン
穐
子
（
し
ゆ
じ
）
は
一
般
的
に
は
文
珠
菩
薩
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ

で
は
不
動
明
王
と
の
説
も
あ
る
。

態
秀
阿
闇
梨
の
名
ば
村
人
た
ち
に
庚
申
信
仰
の
功
徳
を
説
い
た
僧
侶
で
あ
ろ
う
。

覚
字
マ
ン

融
秀
阿
闇
梨
道
弥
門
与
一
五
郎
右
馬
五
郎

与
一
三
郎
六
郎
三
郎
長
享
二
年

奉
申
侍
供
養
結
衆
彦
八
戊
申

弥
右
太
郎
又
二
郎
十
月
廿
九
日

右
衛
門
四
郎
助
六
平
次
五
郎
孫
八
平
六

ｌ
｛
ハ

し
し
‐
室
町
時
代
の
庶
民
の
庚
申
信
仰
～
庶
民
の
間
に
も
広
ま
る
～

庚
申
信
仰
は
貴
族
や
武
士
だ
け
で
は
な
く
一
般
庶
民
の
間
に
も
広
が
っ
て
い
き
、

そ
の
行
事
を
『
申
待
（
さ
る
ま
ち
）
．
一
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
申
待
と
は
、

甲
子
侍
（
き
の
え
れ
ま
ち
）
を
子
侍
（
ね
ま
ち
）
と
省
略
す
る
よ
う
に
、
『
庚
申
侍

（
か
の
え
さ
る
ま
ち
・
コ
ウ
シ
ン
ま
ち
）
』
を
略
し
た
名
称
で
あ
る
。
申
待
と
い
う

言
葉
は
文
献
で
は
一
・
親
俊
日
記
一
に
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
六
月
十
八
日
の
条
に

見
ら
れ
、
石
造
物
で
は
申
侍
板
碑
に
見
ら
れ
る
。
庚
申
侍
（
申
待
）
板
碑
に
つ
い
て

は
次
に
説
明
す
る
。



ム
リ
ー
埼
玉
県
越
谷
市
内
の
庚
申
待
板
碑
（
越
谷
市
金
石
資
料
集
に
よ
る
）

天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
図
像
阿
弥
陀
三
尊
板
碑

「
奉
庚
申
侍
供
養
」
と
刻
ま
れ
る

西
方
（
に
し
か
た
）
日
枝
（
ひ
え
）
神
社

一
大
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
図
像
阿
弥
陀
三
尊
板
碑

「
奉
庚
申
待
供
養
一
と
刻
ま
れ
る

東
方
（
ひ
が
し
か
た
）
仲
立
墓
地

天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
十
三
仏
板
碑
（
主
尊
は
種
子
バ
ク
の
釈
迦
）

十
三
仏
と
は
不
動
明
王
（
法
事
で
は
初
七
日
）

に
始
ま
っ
て
虚
空
蔵
菩
薩
（
三
十
三
回
忌
）
ま

で
の
十
三
仏

「
奉
庚
申
待
供
養
」
と
刻
ま
れ
る

西
方
田
向
（
た
む
か
い
）
墓
地

天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
釈
迦
三
尊
種
子
板
碑

「
申
待
供
養
」
と
刻
ま
れ
る

中
島
道
路
端

天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
二
十
一
仏
板
碑
（
主
尊
は
タ
ラ
ー
ク
の
虚
空
蔵
）

二
十
一
仏
と
は
比
叡
山
の
山
王
（
さ
ん
の
う
）

二
十
一
社
の
本
地
仏

一
‐
申
待
供
養
」
と
刻
ま
れ
る

増
森
（
ま
し
も
り
）
薬
師
堂

小
島
氏
「
家
内
記
録
帳
」
に
記
載
あ
り

県
指
定
文
化
財

天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
二
十
一
仏
板
碑
（
主
尊
は
バ
ク
の
釈
迦
）

「
申
待
供
養
‐
一
と
刻
ま
れ
る

’

七

Ｊ
１
‐
埼
玉
県
三
郷
市
の
申
侍
板
碑

三
郷
市
の
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
の
申
待
板
碑
は
仮
橋
区
の
現
存
す
る
最
古
の

申
侍
板
碑
よ
り
も
わ
ず
か
一
年
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
主
尊
が
蓮
座
（
れ
ん
ざ
）
に

の
っ
た
阿
弥
陀
一
尊
で
、
そ
の
上
に
天
蓋
（
て
ん
が
い
）
と
日
月
と
が
あ
る
。
下
方

の
両
側
に
は
焚
字
で
光
明
真
言
（
こ
う
み
よ
う
し
ん
ど
ん
）
を
刻
み
、
そ
の
外
側
に

秀
快
以
下
十
三
人
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
中
央
の
三
具
足
（
み
つ
ぐ
そ
く
）
を
の

せ
た
机
の
下
に
『
奉
申
侍
供
養
』
と
あ
る
。



上
１
，
江
戸
時
代
初
期
の
庚
申
塔
～
主
尊
は
ま
だ
一
定
し
て
い
な
い
～

江
戸
時
代
に
は
い
る
と
板
碑
は
全
く
消
滅
し
、
当
然
庚
申
侍
仮
碑
も
製
作
さ
れ
て

い
な
い
。
庚
申
塔
が
庚
申
侍
板
碑
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
初
期
の
庚
申
塔
は
板
碑
型
が
多
く
見
ら
れ
、
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。

庚
申
待
板
碑
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

実
申
塔
の
主
尊
は
、
阿
弥
陀
如
来
（
阿
弥
陀
三
尊
も
含
む
）
や
地
蔵
菩
薩
が
多
く

み
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
約
三
割
程
度
で
あ
る
。
そ
の
他
の
主
尊
と
し
て
、
薬
師
如
来
、

大
ョ
（
だ
い
に
ち
）
如
来
な
ど
様
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
庚
串
塔
の
主
尊
は
ま
だ

一
定
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
庚
申
様
は
誰
な
の
か
ま
だ
は
っ
き
り
と
決
ま
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

室
町
時
代
に
庚
申
信
仰
が
僧
侶
や
修
験
者
（
し
ゅ
げ
ん
じ
や
）
な
ど
を
通
し
て
庶

民
の
間
に
広
ま
っ
て
い
く
と
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
庚
申
の
夜
に
神
仏
を
拝
む
よ
う

に
な
り
、
そ
の
時
の
神
仏
は
こ
れ
と
言
っ
て
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
阿
弥
陀
様
で
あ
っ

た
り
、
地
蔵
様
で
あ
っ
た
り
、
大
日
嫌
で
あ
っ
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
江

戸
時
代
初
期
ま
で
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

禍
凡
‐
室
町
時
代
末
期
の
板
碑
か
ら
塔
へ
変
遷
の
開
始
～
庚
申
塔
の
出
現
～

板
碑
の
製
作
は
室
町
時
代
末
期
に
な
る
と
急
に
衰
え
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
全
く

作
ら
れ
な
く
な
る
。
仮
碑
の
一
種
で
あ
る
申
待
板
碑
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。

室
町
時
代
末
期
は
申
待
板
碑
の
衰
微
に
と
も
な
い
、
代
わ
っ
て
庚
申
塔
が
出
現
し

て
く
る
。
主
に
自
然
石
に
『
奉
庚
申
侍
供
養
』
な
ど
と
文
字
が
刻
ま
れ
た
庚
申
塔
で

天
正
三
年
（
一
五
七
五
）

↑
の
手
勺
Ｃ

夷
小
林
（
現
、
東
越
谷
）
浜
野
博
一
氏
所
蔵

二
十
一
仏
板
碑
（
主
尊
は
バ
ク
の
釈
迦
）

「
申
待
供
養
‐
一
と
刻
ま
れ
る

干
疋
（
せ
ん
び
き
）
東
養
寺

●

八

上
’
一
‘
江
戸
時
代
寛
文
年
間
の
庚
申
塔
ブ
ー
ム
～
青
面
金
剛
の
出
現
～

寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
二
）
に
な
る
と
庚
申
塔
が
盛
ん
に
造
立
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
主
尊
と
し
て
青
面
金
剛
像
と
呼
ば
れ
る
仏
様
が
描
か
れ

た
り
、
そ
の
種
子
で
あ
る
ウ
ン
（
薙
字
）
が
刻
ま
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま

り
こ
の
頃
に
な
る
と
主
尊
は
阿
弥
陀
如
来
や
地
蔵
菩
薩
だ
け
で
な
く
青
面
金
剛
が
見



一
一
二
‐
江
戸
時
代
中
期
か
ら
末
期
の
庚
申
塔

７
〃
‐
寺
入
今
丁
庫
戻
由
半
峨
増

像
容
を
刻
ま
ず
に
、
た
だ
『
夷
申
』
『
庚
申
塔
』
里
弓
面
金
剛
』
と
い
う
よ
う
に

文
字
の
み
し
か
刻
ま
な
い
文
字
庚
申
塔
が
見
ら
れ
、
末
期
に
な
る
に
従
っ
て
増
加
し

て
い
く
。
い
わ
ば
手
抜
き
の
庚
申
塔
と
い
え
よ
か
。

な
お
、
関
東
で
は
自
然
石
に
刻
ま
れ
た
文
字
庚
申
塔
も
よ
く
見
ら
れ
る
。

〃
１
，
言
目
熊
戻
出
半

数
仁
も
の
を
い
わ
せ
、
た
く
さ
ん
作
れ
ば
そ
れ
だ
け
多
く
の
功
徳
も
あ
ろ
う
か
と

百
観
音
・
五
百
羅
漢
・
干
体
地
蔵
等
が
見
ら
れ
る
が
、
庚
申
信
仰
も
そ
の
影
響
を
受

け
て
い
て
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
か
百
庚
申
で
あ
る
。
百
基
の
庚
申
塔
を
造
立
し
て

功
徳
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
寛
政
十
二
年
（
一
八
○
○
）
の
庚
申
の
年
か
ら

始
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
越
谷
市
内
で
は
、
相
模
町
六
丁
目
の
大
聖
寺
（
た

い
し
ょ
う
じ
）
に
あ
る
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
百
基
（
現
存
は
九
十
七
基
）
の

庚
申
塔
と
そ
れ
ら
を
統
括
し
供
養
す
る
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
百
庚
串
供
養
塔

が
あ
る
。

ら
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
寛
文
年
間
以
前
の
青
面
金
剛
は
珍
し
い
。

庚
申
信
仰
で
青
面
金
剛
が
主
尊
に
な
っ
た
理
由
は
、
陀
羅
尼
集
経
に
出
て
い
る
青

面
金
剛
が
伝
戸
（
で
ん
し
）
の
病
（
今
で
言
う
肺
結
核
）
を
治
す
仏
様
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
伝
戸
と
庚
申
信
仰
の
三
戸
と
の
語
呂
が
似
て
い
る
た
め
に
庚
申
信
仰
と
結
び
付

き
主
尊
に
な
っ
た
と
患
わ
れ
る
。

塔
型
も
板
碑
型
の
他
に
笠
付
き
型
の
庚
申
塔
も
多
く
見
ら
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。

｜

LＬ

上
’
一
一
，
元
禄
年
間
の
庚
申
塔
ブ
ー
ム
～
日
月
・
青
面
金
剛
・
二
鶏
・
三
猿
～

元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
○
四
）
は
庚
申
塔
造
立
の
股
盛
期
と
な
る
。
主
尊

は
多
く
は
青
面
金
剛
と
な
る
。
そ
し
て
庚
申
様
は
背
面
金
剛
だ
と
の
考
え
が
定
着
す

る
。
青
面
金
剛
は
二
手
・
四
手
な
ど
も
あ
る
が
、
六
手
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
う
し

て
『
日
月
・
青
面
金
剛
・
二
鶴
・
三
猿
』
の
基
本
形
が
完
成
し
、
庚
申
塔
造
立
の
大

ブ
ー
ム
が
始
ま
る
の
て
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
庚
串
塔
が
道
端
や
辻
な
ど
に
よ
く
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
道
し
る
べ
を
兼
ね
る
庚
申
塔
も
で
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
越
谷
市
内
で
は
西
方

三
五
三
一
の
葛
西
用
水
取
水
口
に
あ
る
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
の
庚
申
塔
が
道
し

る
べ
を
兼
ね
た
庚
申
塔
と
し
て
は
最
も
古
い
。



○
Ｉ

上
１
ｍ
口
‐
そ
の
他
の
主
尊
の
庚
申
塔

７
ノ
ー
猿
田
彦
と
庚
申

猿
田
彦
命
（
さ
る
だ
ひ
こ
の
み
こ
と
）
と
は
天
孫
が
降
臨
す
る
と
き
の
道
案
内
を

し
た
神
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
高
天
原
（
た
か
ま
が
は
ら
）

か
ら
葦
原
中
国
（
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に
）
の
ョ
向
国
（
ひ
ゅ
う
が
の
く
に
）
高

千
穂
（
た
か
ち
ほ
）
の
峰
（
み
ね
）
に
降
り
て
こ
ら
れ
る
途
中
の
天
界
か
ら
の
分
か

れ
道
で
あ
る
天
八
衛
（
あ
ま
の
や
ち
ま
た
）
に
い
て
、
そ
こ
か
ら
葦
原
中
国
へ
の
道

案
内
を
し
た
と
い
う
。
一
・
八
衝
・
一
と
は
一
八
つ
の
道
（
ら
）
の
股
‐
一
と
い
う
意
味
。

「
八
一
は
数
が
多
い
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

神
道
の
猿
田
彦
を
庚
申
信
仰
の
主
尊
に
か
つ
ぎ
出
し
た
の
は
江
戸
時
代
前
期
の
儒

学
者
山
崎
闇
斎
（
あ
ん
さ
い
・
一
六
一
八
～
一
六
八
二
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
山
崎
闇
斎
は
垂
加
神
道
（
す
い
か
し
ん
と
う
・
垂
加
と
は
闇
斎
の
別
号
）
を
興

し
た
人
で
も
あ
る
。

猿
田
彦
の
庚
申
塔
で
最
古
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
の
が
埼
玉
県
三
郷
市
に
あ
る
。

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
板
碑
型
の
石
塔
で
、
中
央
に
『
申
田
彦
大
神
』
と
刻
ま
れ

て
い
る
文
字
庚
申
塔
で
あ
る
。

猿
田
彦
の
庚
申
塔
は
江
戸
時
代
初
期
の
も
の
は
大
変
珍
し
く
、
江
戸
時
代
末
期
に

造
立
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。

越
谷
市
内
に
は
猿
田
彦
の
庚
申
塔
は
「
越
谷
市
金
石
資
料
集
‐
一
に
よ
る
と
二
十
一

基
程
あ
る
（
明
治
以
降
の
庚
申
塔
二
基
を
含
む
）
・
す
べ
て
文
字
『
猿
田
彦
大
神
（
お

お
か
み
）
．
一
（
一
基
の
み
一
猿
田
毘
古
大
神
；
一
）
と
刻
ま
れ
た
石
塔
で
あ
る
。
明
和

五
年
（
一
七
六
八
）
が
最
も
古
く
、
次
は
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
と
な
り
、
江
戸

時
代
後
期
に
多
く
見
ら
れ
て
い
る
。

ノ
ー
‐
柴
又
の
帝
釈
天
と
庚
申
信
仰

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
、
江
戸
郊
外
の
柴
又
村
（
現
、
葛
飾
区
柴
又
町
）
の

日
蓮
宗
の
寺
院
題
経
寺
（
柴
又
の
帝
釈
天
）
で
、
本
堂
を
改
修
し
た
と
き
偶
然
屋
根

裏
か
ら
帝
釈
天
の
仏
様
を
刻
ん
だ
と
思
わ
れ
る
木
版
を
発
見
。
そ
の
日
が
庚
申
の
日

で
あ
っ
た
と
言
う
。
帝
釈
天
は
一
説
に
人
々
を
救
う
た
め
に
青
面
金
剛
を
下
界
に
遣

わ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
帝
釈
天
と
当
時
大
流
行
で
あ
っ
た
庚
申
信
仰
と
結
び

付
き
、
江
戸
の
人
々
の
人
気
を
集
め
、
多
く
の
人
々
が
柴
又
も
う
で
に
や
っ
て
来
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。



古
ソ
，
富
士
講
と
孝
心
塔

小
谷
三
志
は
富
士
講
を
不
二
道
孝
心
講
と
い
う
一
派
を
組
織
し
て
富
士
講
を
広
め

て
言
っ
た
が
、
こ
の
時
一
，
孝
心
一
の
大
切
な
こ
と
を
説
き
広
め
た
。
「
孝
心
」
と
一
庚

申
．
一
の
音
が
同
じ
こ
と
か
ら
、
こ
の
膨
響
が
庚
申
塔
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

庚
申
塔
の
上
部
に
富
士
山
の
姿
を
描
い
た
り
、
一
孝
心
一
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て

い
た
り
す
る
の
が
そ
う
で
あ
る
。
越
谷
市
内
で
は
、
向
畑
（
む
こ
う
ば
た
け
）
の
態

音
堂
に
あ
る
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
庚
申
塔
に
一
‐
孝
心
で
庚
車
さ
ま
を
よ
く
お

が
め
ね
む
り
て
の
身
ば
す
ぐ
に
か
う
し
ん
一
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

Ｔ
一
‐
塞
神
（
さ
え
の
か
み
）
塔
と
庚
申

一
‐
日
本
石
仏
事
典
」
（
庚
申
懇
話
会
編
、
雄
山
閣
発
行
）
の
「
塞
神
塔
」
の
項
で

荒
井
広
祐
（
ひ
ろ
す
け
）
氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

サ
エ
ノ
カ
ミ
は
通
例
、
道
祖
神
（
ど
う
そ
じ
ん
）
・
幸
神
（
さ
い
の
か
み
）
・
歳

神
（
さ
い
の
か
み
）
・
喪
神
（
さ
い
の
か
み
）
・
障
神
（
さ
い
の
か
み
）
な
ど
と
記

さ
れ
る
。
一
塞
神
一
の
字
を
当
て
た
の
は
江
戸
末
期
の
国
学
者
平
田
篤
胤
で
あ
る
。

彼
は
、
当
時
砿
ん
で
あ
っ
た
庚
申
信
仰
を
、
復
古
神
道
（
し
ん
と
う
）
の
立
場
か
ら

こ
れ
を
平
安
初
期
の
延
喜
式
四
時
祭
の
一
つ
で
あ
る
道
饗
祭
（
み
ち
あ
え
の
ま
つ
り
）

に
比
定
し
た
。
道
饗
祭
と
は
外
か
ら
侵
入
す
る
妖
魅
悪
神
を
ま
き
絵
う
八
街
比
古
（
や

ち
ま
た
ひ
こ
）
・
八
術
比
売
（
や
ち
ま
た
ひ
め
）
・
久
那
斗
（
く
な
と
）
の
塞
神
三

住
を
肥
っ
て
京
都
の
守
護
を
祈
願
す
る
祭
儀
で
あ
る
。
篤
胤
は
庚
申
侍
を
廃
し
て
六

月
と
十
一
一
月
に
道
饗
祭
を
行
う
こ
と
、
庚
申
塔
造
立
の
際
は
塞
神
三
注
の
御
名
を
彫

り
付
汁
る
こ
と
を
彼
の
著
書
で
あ
る
『
玉
だ
す
き
、
一
の
な
か
で
提
言
し
て
い
る
。
『
玉

だ
す
き
，
一
の
校
者
は
「
師
の
か
く
教
諭
さ
る
種
も
既
に
数
年
に
成
り
ぬ
れ
ば
、
心
あ

る
人
々
は
一
速
く
塞
神
三
柱
の
御
名
に
か
き
改
め
て
立
て
た
る
も
数
所
出
耐
釆
に
た
り
一

と
追
記
し
て
い
る
。
『
玉
だ
す
き
』
の
草
稿
は
文
化
八
年
（
一
八
二
）
に
な
る
か

ら
、
お
そ
く
も
文
政
年
間
（
一
八
一
八
～
三
○
）
に
は
塞
神
塔
の
造
立
か
見
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
途
中
、
省
略
す
る
）

在
来
の
庚
申
塔
の
表
面
を
削
除
し
て
一
塞
神
一
の
文
字
を
刻
ん
だ
塞
神
塔
が
埼
玉

県
行
田
市
周
辺
に
多
い
。
行
田
市
の
庚
申
塔
の
三
分
の
一
は
塞
神
塔
に
改
造
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
明
治
初
年
に
忍
藩
（
お
し
ば
ん
）
の
行
っ
た
祁
仏
分
離
政
策
の
落

と
し
子
で
あ
り
、
全
国
的
に
見
て
も
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
塞
神
塔

は
年
紀
銘
が
在
来
の
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
か
、
従
来
改
刻
に
気
付
か
れ
ず
に
い
た
も

の
で
あ
る
。
（
以
下
、
省
略
す
る
）



‐
＋
’
五
且
，
江
戸
時
代
の
庚
申
待

庚
申
講
の
講
中
（
こ
う
じ
ゅ
う
）
た
ち
が
庚
申
の
日
の
夜
、
当
番
に
当
た
っ
た
家

に
集
ま
っ
て
来
る
。
番
に
当
た
っ
た
家
で
は
、
ま
え
も
っ
て
床
の
間
を
滴
め
、
そ
こ

に
青
面
金
剛
や
三
猿
な
ど
が
描
か
れ
た
庚
申
掛
け
軸
を
掛
け
、
灯
明
や
花
・
線
香
・

お
供
物
（
く
も
つ
）
な
ど
を
供
え
た
。

こ
の
掛
け
軸
の
前
に
集
ま
っ
た
講
中
の
人
々
は
、
庚
申
掛
け
軸
に
向
け
て
一
斉
に

お
経
を
読
ん
だ
り
す
る
。
僧
侶
を
わ
ざ
わ
ざ
招
い
て
呪
文
や
ら
般
若
心
経
を
唱
え
て

も
ら
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
講
中
一
同
が
ご
ち
そ
う
を
食
べ
た
り
、
お

酒
を
飲
ん
だ
り
し
て
世
間
話
に
花
を
咲
か
せ
て
徹
夜
し
て
楽
し
く
過
ご
す
の
で
あ
る
。

呪
文
と
し
て
は
庚
申
の
真
言
（
し
ん
ど
ん
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
地
域
に
よ
っ
て
多
少

の
違
い
が
あ
る
が
「
オ
コ
ー
シ
ン
デ
、
．
ｉ
シ
ン
デ
、
マ
イ
タ
リ
、
マ
イ
タ
リ
、
ソ

ワ
カ
ー
（
津
軽
地
方
）
、
地
方
に
よ
っ
て
は
一
オ
コ
ー
シ
ン
テ
イ
．
一
、
「
マ
ィ
ト
リ

な
ど
と
も
い
う
。
庚
牢
侍
に
参
加
で
き
る
の
は
男
子
の
み
で
、
女
子
は
月
経
や
出
産

が
あ
る
た
め
汚
ら
わ
‐
‐
〕
い
と
さ
れ
て
講
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
例
外
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
庚
申
識
は
男
子
の
み
の
識
で
あ
る

と
い
え
る
。
庚
申
侍
の
行
事
は
娯
楽
的
な
性
格
の
強
い
も
の
で
、
時
に
は
酒
を
飲
ん

で
ば
か
騒
ぎ
し
た
り
、
博
打
を
こ
っ
そ
り
と
や
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
庚
申
侍
は
娯

楽
機
関
の
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
人
今
、
の
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

な
お
、
掛
け
軸
は
猿
田
彦
を
主
尊
と
し
て
い
る
講
中
は
猿
田
彦
大
神
、
帝
釈
天
を

主
尊
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
帝
釈
天
が
表
さ
れ
て
い
る
。
青
面
金
剛
や
帝
釈
天
は
仏

教
的
な
庚
申
侍
と
な
る
が
、
猿
田
彦
の
場
合
は
神
道
的
な
庚
申
痔
と
な
る
。

弐キ な
お
、
越
谷
市
内
で
は
忍
藩
の
飛
び
地
で
あ
っ
た
柿
木
領
八
ケ
村
の
見
田
方
地
区

に
改
刻
塞
神
塔
が
見
ら
れ
る
。
一
越
谷
市
金
石
資
料
集
」
一
四
三
ペ
ー
ジ
の
一
行
目

を
参
照
の
こ
と
。

ｍｉｍｉ
智幅青
宙楠面
者者金
可可剛
令令上
熊:ｉｉｉ
智福＋
闇卿普

開

一
一

上
Ｉ
上
ハ
，
青
面
金
剛
の
ご
利
益
と
禁
忌

青
面
金
剛
の
御
利
益
（
ご
り
や
く
）
と
し
て
は
、
定
朝
（
じ
よ
う
ち
ょ
う
）
作
と

言
わ
れ
る
「
青
面
金
剛
上
師
十
誓
願
一
を
紹
介
す
る
。



一
二
踊
覗
｛
目
片
山
幸
白
可
叫
△
洞
伯
侍
・
壱
国
片
ｕ

而
幽
踊
駅
白
友
Ａ
叩
半
白
訂
則
△
而
侶
侍
冒
戎
Ａ
叩

ア
且
踊
槻
黒
反
齢
Ⅷ
卓
白
訂
削
Ａ
洞
伯
仔
忍
久
齢
Ⅷ

ム
ハ
踊
槻
ヱ
ー
而
脈
半
白
司
削
Ａ
而
伯
時
ヱ
ー
面
体
敏
糸
日
日

上
し
踊
槻
尖
官
臣
局
幸
白
訂
１
Ａ
而
旧
符
雀
官
臣
燭
血
爪
ダ
ダ

八
ハ
踊
槻
貼
例
〃
八
次
皿
孝
白
可
別
Ａ
洞
伯
符
〃
八
次
皿
雛
又
叫
肺

淵
凡
踊
槻
裁
狛
庸
蝉
米
心
い
怖
半
白
一
川
．
△
而
旧
仔
華
泊
痛
り
米
心
仏
肺

上
Ｉ
踊
順
″
偶
田
木
笠
．
網
従
幸
白
訂
削
Ａ
ｎ
旧
符
〃
仙
田
木
笠
口
旧
促

音
面
金
剛
上
師
十
誓
願
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
越
谷
市
内
に
残
っ
て
い
る
。
相
模
町

七
丁
目
に
あ
る
福
寿
院
跡
地
に
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
造
立
さ
れ
た
自
然
石
の

石
碑
で
あ
る
。

禁
忌
と
し
て
は
、
庚
申
の
夜
に
男
女
が
と
も
寝
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
庚
申
の

日
に
は
女
子
は
裁
ち
物
を
し
て
は
い
け
な
い
、
夜
な
べ
を
し
て
は
い
け
な
い
、
お
は

ぐ
ろ
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
、
出
産
の
あ
っ
た
家
で
識
を
し
て
は
い
け
な
い
、
な
ど

が
見
ら
れ
た
。

ま
た
、
庚
申
の
夜
に
不
義
密
通
し
た
り
、
盗
み
を
し
た
り
す
．
る
と
必
ず
露
見
す
る

と
言
わ
れ
た
。

庚
申
の
夜
に
男
女
が
と
も
寝
し
て
性
行
為
し
て
は
い
け
な
い
理
由
は
、
こ
の
日
に

も
し
妊
娠
す
る
と
生
ま
れ
て
く
る
子
は
盗
人
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

大
盗
賊
で
有
名
な
石
川
五
右
衛
門
（
ご
え
も
ん
）
を
生
ん
だ
親
は
、
庚
申
の
夜
を
忘

れ
て
と
も
寝
し
た
た
め
と
か
、
五
右
衛
門
は
申
牢
の
申
の
日
の
申
の
刻
に
生
ま
れ
た

と
か
、
庚
申
の
日
に
生
ま
れ
た
と
の
俗
説
が
見
ら
れ
た
。

庚
申
の
日
に
生
ま
れ
る
の
が
よ
く
な
い
と
す
る
地
方
で
は
、
庚
申
の
日
に
生
ま
れ

た
子
を
形
式
的
に
捨
て
子
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、
将
来
盗
賊
に
な
ら
な
い

よ
う
に
と
男
子
な
ら
銀
之
助
・
鉄
太
郎
な
ど
、
女
子
な
ら
お
か
ね
。
お
き
ん
な
ど
と

名
前
に
金
に
関
係
の
あ
る
文
字
を
添
え
た
り
し
た
。
夏
目
激
石
の
本
名
は
夏
目
金
之

助
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
慶
応
三
年
一
月
五
日
の
庚
申
の
日
に
生
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
。

Ａ

一
一
一
Ｉ

合

上
Ｉ
上
し
，
庚
申
と
七

庚
申
と
七
の
数
字
は
縁
が
あ
る
合
庚
申
様
に
供
え
る
七
色
菓
子
（
全
部
で
七
色
を

そ
ろ
え
た
七
種
類
菓
子
、
実
際
に
は
七
種
類
の
菓
子
）
、
七
人
で
庚
申
識
を
組
織
し
、

ま
た
七
人
で
庚
甲
塔
を
造
立
す
る
、
七
カ
所
の
庚
申
塔
や
庚
申
堂
を
巡
る
七
庚
申
参

り
な
ど
が
み
ら
れ
た
？
；
．



而
凶
△
立
馴
剛

１

一
八
八
’
女
子
の
庚
申
講

庚
申
講
は
一
般
に
は
男
子
の
み
で
構
成
さ
れ
る
が
、
例
外
と
し
て
女
子
の
み
か
ら

な
る
庚
申
講
が
越
谷
市
内
で
見
ら
れ
る
の
で
、
次
に
そ
の
庚
申
塔
を
紹
介
す
る
。

三
野
宮
の
一
乗
院
の
参
道
に
あ
る
天
保
四
年
二
八
三
三
）
の
庚
申
塔
に
は
す
べ

て
女
性
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
ｐ
世
話
人
も
女
性
で
あ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

※
主
に
参
考
に
し
た
書
籍
は
平
野
実
著
『
庚
申
信
仰
』
、
練
馬
区
教
育
委
員
会
発
行

『
庚
申
塔
・
一
、
板
橋
区
教
育
委
員
会
発
行
『
庚
申
塔
儒
一

［
左
側
面
一

［
右
側
面
一

［
正
面
｝

（
日
月
）
主
月

天
保
四
葵
巳
正
月
吉
日

三
ノ
宮
村

呼

講
中

●

０

（
一
一
一
猿
）

人話世

［
台
石
］

坂
巻
内
き
よ

須
賀
内
ほ
の

同
々
せ
き

倉
橋
々
ふ
ぢ

金
子
々
ゆ
り

同
々
は
る

尾
崎
々
と
み

根
岸
々
さ
き

同
々
し
し

坂
巻
々
ひ
さ

同
々
の
よ

鈴
木
々
よ
し

一
台
石
一

尾
崎
内
か
う

坂
巻
々
そ
て

榎
本
々
ま
つ

坂
巻
々
て
つ

同
々
は
っ

同
々
き
ん

同
々
み
よ

同
々
さ
ん

森
田
々
さ
ん

同
々
か
ん

同
々
こ
の

小
嶋
々
ま
つ

|ﾛ

●

帆

四




