
  

庚
申
塔
と
「
さ
い
の
神
」 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

厳
島
神
社
境
内
に
三
基
の
庚
申
塔
が
立
っ
て 

 
 

 

い
ま
す
。
一
番
大
き
い
舟
型
の
塔
は
鎌
倉
市
で 

 
 

 

最
も
古
い
庚
申
塔
の
一
つ
で
一
六
七
〇
年
に
建 

 
 

 

て
ら
れ
、
鎌
倉
市
指
定
有
形
民
俗
資
料
に
な
っ 

 
 

 

て
い
ま
す
。
上
部
に
阿
弥
陀
三
尊
の
梵
字
が
、 

 
 

 

中
央
に
願
文
が
、
下
部
に
は
「
見
ざ
る
、
言
わ 

 
 

 

ざ
る
、
聞
か
ざ
る
」
の
三
猿
が
彫
ら
れ
て
い
ま 

 
 

 

す
。
と
な
り
の
尖
頭
角
柱
の
塔
は
、
上
部
に
日 

 
 

 

月
、
中
央
に
庚
申
供
養
塔
、
下
部
に
三
猿
が
彫 

 
 

 

ら
れ
、
一
八
〇
〇
年
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
更 

 
 

 

に
と
な
り
の
駒
型
の
塔
は
、
中
央
に
青
面
金
剛 

 
 

 

童
子
と
刻
ま
れ
、
塔
が
建
て
ら
れ
た
の
は
一
八 

 
 

 

六
〇
年
で
す
。
青
面
金
剛
は
仏
教
で
庚
申
信
仰 

 
 

 

の
本
尊
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
基
の
庚
申
塔
と 

 
 

 

も
施
主
の
名
と
小
袋
谷
村
と
市
場
村
（
台
村
市 

 
 

 

場
地
区
）
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ 

 
 

 

こ
の
庚
申
講
中
は
小
袋
谷
と
市
場
の
人
達
で
構 

 
 

 

成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

庚
申
信
仰
は
元
は
中
国
道
教
に
由
来
す
る
も 

 
 

 

の
で
す
が
、
日
本
に
伝
来
し
て
仏
教
や
神
道
と 

 
 

 

習
合
し
、
更
に
山
王
信
仰
や
日
月
信
仰
な
ど
の 

 
 

 

民
間
信
仰
と
も
習
合
し
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
持 
 
 

 

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
庚
申
の
申
は 

 
 

 

干
支
で
猿
に
例
え
ら
れ
る
の
で
三
猿
が
彫
ら
れ 

 
 

 

て
い
る
こ
と
が
多
く
、
同
じ
理
由
で
猿
田
彦
神 

 
 

 

が
神
道
で
庚
申
の
祭
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ 

 
 

 

の
猿
田
彦
神
は
道
祖
神
（
さ
い
の
か
み
）
と
し 

 
 

 

て
も
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
道
祖
神
信
仰
と 

 
 

 

も
結
び
つ
き
ま
し
た
。
ま
た
庚
申
信
仰
に
は
除 

 
 

 

災
や
塞
ぎ
の
要
素
が
あ
り
道
の
神
と
し
て
の
性 

格
を
本
来
持
っ
て
お
り
、
庚
申
塔
は
今
、
社
寺 

に
移
さ
れ
ま
と
め
て
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
多 

い
で
す
が
、
元
は
村
の
境
や
道
の
集
ま
る
所
に 

立
っ
て
い
た
の
で
、
道
祖
神
の
石
塔
の
一
種
と 

い
う
解
釈
も
あ
り
ま
す
。
民
俗
研
究
で
は
、
鎌 

倉
に
は
道
祖
神
塔
が
な
い
地
区
で
も
道
祖
神
信 

仰
は
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

小
袋
谷
に
は
昔
「
さ
い
の
神
」
と
い
う
小
字 

名
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
い
の
神
は
古
来
よ
り
道 

祖
神
の
和
名
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
小
字
名 

は
一
六
七
八
年
の
検
地
帳
に
も
出
て
き
ま
す
。 

現
在
、
小
袋
谷
公
会
堂
が
あ
る
辺
り
を
「
さ
い 

の
神
」
と
記
し
た
文
書
が
あ
る
そ
う
で
す
。
厳 

島
神
社
に
あ
る
庚
申
塔
も
、
元
は
こ
の
辺
り
に 

立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
石
塔
が
立
っ
て 

い
た
庚
申
塚
を
「
さ
い
と
の
場
」
と
も
呼
ん
で 

い
た
そ
う
で
す
。
「
さ
い
と
」
と
は
さ
い
と
や 

き
（
道
祖
土
焼
）
の
略
語
で
、
昔
は
鎌
倉
市
の 

ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
、
今
ど
ん
ど
焼
き
と
か
左 

義
長
と
呼
ん
で
い
る
正
月
行
事
の
こ
と
を
「
さ 

い
と
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

十
八
世
紀
末
に
作
成
さ
れ
た
浦
賀
道
見
取
絵 

図
を
見
る
と
、
庚
申
塔
が
あ
っ
た
近
く
に
は
観 

音
講
の
道
標
や
吾
妻
社
な
ど
、
そ
し
て
鎌
倉
道 

の
分
岐
点
が
あ
り
台
村
と
結
ぶ
水
堰
橋
が
あ
り 

ま
す
。
更
に
高
札
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
村
の 

中
心
の
場
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 


