
1               北陸石仏の会々報 第４０号 2012/04/25                

  

富
山
県
立
山
町
宮
路
・
岩
峅
寺
集
落
の
路
傍
の
石
仏
た
ち 

尾
田 

武
雄 

  

立
山
町
宮
路
・
岩
峅
寺
の
石
仏
調
査
は
、
平
成
二
年
に
立
山
町
婦
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養

成
講
座
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
、
立
山
町
教
育
委
員
会
が
『
立
山
町
の
石
造
物
』
で
報
告

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
参
考
に
精
査
し
た
結
果
二
十
一
体
の
石
仏
を
確
認
し
た
。
お
お
よ

そ
県
内
各
地
の
路
傍
に
あ
る
石
仏
は
、
地
蔵
が
圧
倒
的
に
多
く
、
観
音
や
不
動
明
王
な
ど

散
見
す
る
の
が
普
通
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
宮
路
・
岩
峅
寺
界
隈
の
石
仏
は
地

蔵
が
二
体
、
馬
頭
観
音
が
二
体
、
十
一
面
観
音
が
二
体
、
聖
観
音
が
一
体
で
あ
る
。
道
祖

神
二
体
や
鹿
嶋
大
明
神
な
ど
は
珍
し
い
が
、
と
り
わ
け
剣
を
持
つ
秘
鍵
大
師
二
体
、
虚
空

蔵
菩
薩
一
体
、
文
殊
菩
薩
一
体
は
特
に
こ
の
地
を
特
徴
付
け
る
石
仏
だ
ろ
う
。
ま
た
二
十

一
体
中
に
、
不
動
明
王
三
体
を
合
わ
せ
る
と
七
体
も
剣
を
持
つ
お
姿
で
あ
る
こ
と
も
驚
き

で
あ
り
、
岩
峅
寺
集
落
か
ら
見
え
る
剣
岳
に
関
係
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
岩
峅
寺
雄
山
神

社
前
立
社
壇
に
境
内
社
刀
尾
社
の
地
主
神
が
あ
る
が
、『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
、
有
頼
が

白
鷹
を
追
っ
て
岩
峅
村
で
、
右
に
剣
を
提
げ
、
左
に
念
珠
を
持
つ
当
山
の
刀
尾
天
神
に
逢

っ
て
鷹
の
行
方
を
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
刀
尾
天
神
も
剣
の
イ
メ
ー
ジ
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。 

 

墓
地
の
中
に
あ
る
石
仏
は
地
蔵
が
最
も
多
く
、
錫
杖
と
宝
珠
を
持
つ
延
命
地
蔵
や
、
宝

珠
を
両
手
で
持
つ
も
の
や
合
掌
仏
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
死
者
供
養
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
大
日
如
来
は
胎
蔵
界
大
日
よ
り
も
金
剛
界
大
日
が
多
く
、
腹
前
に
五

輪
塔
を
頂
く
弥
勒
菩
薩
も
墓
地
に
は
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
真
言
宗
系
の
檀
家
墓
地
に
見
ら

れ
る
光
景
で
あ
る
。
聖
観
音
や
如
意
輪
観
音
、
千
手
観
音
等
々
も
あ
り
阿
弥
陀
如
来
像
も

あ
る
。
石
仏
は
全
体
的
に
浮
彫
が
多
く
あ
り
、
無
縫
塔
に
は
梵
字
キ
リ
ー
ク
（
阿
弥
陀
如

来
）
が
多
く
刻
ま
れ
て
い
る
の
が
気
に
な
っ
た
。
現
在
、
立
山
町
で
「
岩
峅
寺
石
造
物
調

査
」
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。（
写
真
は
文
殊
菩
薩
） 
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正
間
峠
の
道
祖
神 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
井 

一
雄 

 

仁
歩
郷
土
誌
「
仁
歩
の
村
々
の
あ
ゆ
み
」
平
沢
村
（
ヒ
ラ
ソ
）
の
章
に
正
間
峠
の
道

祖
神
の
写
真
が
あ
る
。 

 

三
ッ
松
出
身
の
電
力
OB
、
坂
本
光
作
氏
に
同
行
を
頼
み
、
平
沢
村
を
訪
ね
た
。 

 

正
間
峠
の
場
所
が
わ
か
ら
ず
集
落
の
最
終
の
家
に
入
り
道
を
尋
ね
た
。 

 

そ
の
家
の
主
人
に
聞
い
た
切
り
通
し
の
と
こ
ろ
を
過
ぎ
て
、
道
の
縁
に
「
仁
歩
用
水

そ
の
歴
史
」
の
案
内
板
が
あ
っ
た
。 

 

行
き
過
ぎ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
尐
し
戻
っ
た
先
の
切
り
通
し
の
高
台
に
そ
れ
ら
し
き

石
積
み
を
見
つ
け
た
。 

『
仁
歩
郷
土
誌
』
の
記
述
を
引
用
す
る
。 

「
昭
和
の
初
期
ま
で
、
利
賀
や
栃
折
方
面
か
ら
正
間
を
通
っ
て
、
平
沢
・
三
ッ
松
・
八

尾
に
通
ず
る
道
路
は
一
～
一
、
五
メ
ー
ト
ル
の
山
道
が
主
要
道
路
で
、
正
間
峠
と
言
わ

れ
る
西
山
を
越
え
て
い
た
。 

 

昭
和
四
年
頃
か
ら
八
十
島
か
ら
大
長
谷
の
島
地
に
向
か
っ
て
県
道
の
開
設
が
計
画

さ
れ
た
。
こ
の
区
域
は
昭
和
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
工
事
が
な
さ
れ
た
。
西
山
の
古

宮
の
地
点
は
約
十
メ
ー
ト
ル
余
り
の
掘
割
に
よ
っ
て
地
盤
が
下
げ
ら
れ
た
。
ち
ょ
う
ど

元
の
道
の
頂
点
を
掘
り
上
げ
た
の
で
、
交
差
点
に
置
か
れ
て
い
た
道
祖
神
の
標
石
は
そ

の
意
義
が
な
く
な
っ
た
の
で
元
の
道
の
側
溝
の
上
の
方
に
安
置
し
た
。 

 

昔
か
ら
こ
こ
を
古
宮
と
称
し
、
こ
の
石
標
を
お
守
り
し
て
き
た
。 

交
通
の
安
全
を
願
い
、
ま
た
道
祖
神
と
し
て
祀
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
毎
年
春
祭
り

に
は
獅
子
舞
を
奉
納
し
て
い
る
」 

 

以
上
の
記
述
に
よ
り
、
探
し
あ
て
た
石
積
み
は
こ
の
道
祖
神
と
判
明
し
た
。 

 

石
積
み
の
上
に
置
か
れ
た
道
祖
神
は
バ
ン
の
種
字
を
刻
む
中
世
板
碑
で
あ
る
。
高
さ

三
十
六
セ
ン
チ
、
幅
十
七
セ
ン
チ
の
方
形
板
碑
で
あ
る
。 

 

頭
部
は
磨
耗
が
ひ
ど
く
方
錐
が
は
っ
き
り
し
な
い
。 

 

古
宮
と
言
わ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
中
世
の
落
武
者
が
住
み
着
い
て
草
分
け
と
な
り
、

そ
の
人
た
ち
の
墓
標
が
無
縁
仏
と
な
り
、
道
祖
神
や
道
標
に
転
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

大
玉
生
や
小
井
波
の
集
落
に
も
中
世
板
碑
や
五
輪
塔
の
残
欠
が
残
り
、
中
世
か
ら
戦
国

時
代
の
武
士
団
の
移
動
を
考
え
る
貴
重
な
石
造
遺
物
と
考
え
て
い
る
。 
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主夜神絵像 写真提供檀王法林寺 

 

婆
珊
婆
演
底
主
夜
神 

 
 

 
 

 

滝
本 

や
す
し 

 

石
川
県
中
能
登
町(

旧
鹿
島
町)

と
富
山
県
氷
見
市
の
境
に
石
動
山
が
あ
る
。
中
世
よ

り
天
平
寺
と
い
う
寺
院
が
栄
え
た
場
所
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
は
中
世
か
ら
近
世
に

か
け
て
の
石
仏
や
石
塔
が
数
多
く
点
在
し
て
い
る
。
そ
の
天
平
寺
大
宮
坊
跡
に
見
慣
れ

な
い
文
字
が
刻
ま
れ
た
石
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。 

砂
岩
製
の
自
然

石
で
、
片
面
の
上
部

中
央
に
「
バ
ン
」
左

右
に
「
ア
」
「
ウ
ー

ン
」
の
種
子
を
刻
み
、

そ
の
下
に
は
「
婆
珊

婆
演
底
主
夜
神
」
の

文
字
を
刻
む
。
「
バ

ン
」
は
金
剛
界
大
日

の
種
子
、
「
ア
」
は

胎
蔵
界
大
日
の
種

子
で
あ
り
、
「
ウ
ー
ン
」
は
不
動
明
王
の
種
子
と
思
わ
れ
る
。
も
う
片
面
の
上
部
に
は

一
字
金
輪
の
種
子
「
ボ
ロ
ー
ン
」
が
、
そ
の
下
に
「
天
潮
拝
」
の
文
字
が
読
み
取
れ
る
。

文
字
の
刻
み
方
の
様
式
か
ら
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
造
立
と
み
ら
れ
る
。 

天
潮
と
い
う
人
物
が
建
て
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
婆
珊
婆
演
底
主
夜
神(

ば
さ
ん

ば
え
ん
て
い
し
ゅ
や
じ
ん)

と
は
い
か
な
る
神
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
華
厳
経

に
説
か
れ
て
い
る
神
様
ら
し
い
の
だ
が
、
手
が
か
り
が
尐
な
い
。 

二
年
ほ
ど
前
の
事
で
あ
る
が
、
北
村
会
長
と
池
田
さ
ん
と
私
の
三
名
で
京
都
・
滋
賀

方
面
へ
石
仏
や
石
塔
の
探
訪
に
出
か
け
た
。
京
都
市
内
で
は
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
、

大
本
山
百
萬
遍
知
恩
寺
、
大
本
山
清
浄
華
院
、
そ
し
て
檀
王
法
林
寺
な
ど
を
拝
観
し
た
。

事
前
に
下
調
べ
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
檀
王
法
林
寺
に
婆
珊
婆
演
底
主
夜
神
の
木
像
が

安
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

出
発
前
に
電
話
を
入
れ
て
お
き
、
訪
問
の
予
約
を
し
て
お
い
た
。
本
堂
に
上
が
り
ご

本
尊
を
拝
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
後
、
厨
子
に
納
め
ら
れ
て
い
る
主
夜
神
像
を
拝
観
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
残
念
な
が
ら
写
真
撮
影
は
お
断
り
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
赤
い

衣
を
ま
と
っ
た
美
し
い
姿
に
皆
で
息
を
飲
ん
だ
。 

婆
珊
婆
演
底
主
夜
神
は
、
華
厳
経
入
法
界
品
に
「
恐
怖
諸
難
を
取
り
除
き
、
衆
生
を

救
護
し
、
光
を
以
っ
て
諸
法
を
照
ら
し
、
悟
り
の
道
を
開
か
せ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。 

ご
住
職
の
話
で
は
、
主
夜
神
信
仰
は
全
国
的
に
も
極
め
て
稀
で
あ
る
と
い
う
。
檀
王

法
林
寺
で
は
主
夜
神
の
使
い
と
さ
れ
る
黒
い
招
き
猫
も
、
人
々
の
厚
い
信
仰
を
集
め
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

檀
王
法
林
寺
の
本
堂
前
に
は
、
袋
中
上
人
書
の
大
き
な
名
号
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

縁
起
に
よ
る
と
、
袋
中
上
人
は
天
文
二
十
一
年
、
現
在
の
福
島
県
い
わ
き
市
に
生
ま
れ
、

慶
長
八
年
に
「
わ
れ
は
華
厳
経
説
き
給
ひ
し
婆
珊
婆
演
底
主
夜
神
な
り
、
専
修
念
仏
の

行
者
を
擁
護
す
べ
し
」
と
い
う
主
夜
神
の
お
告
げ
を
受
け
、
慶
長
十
六
年
に
檀
王
法
林

寺
を
開
山
し
て
主
夜
神
像
を
本
堂
内
に
安
置
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

さ
て
石
動
山
に
建
て
ら
れ
て
い
る
主
夜
神
の
文
字
を
刻
む
石
塔
で
あ
る
が
、
あ
ら
た

め
て
こ
の
石
塔
の
前
に
立
つ
と
、
檀
王
法
林
寺
で
拝
見
し
た
主
夜
神
像
が
目
に
浮
か
ん

で
く
る
。
飾
り
気
の
無
い
文
字
塔
が
、
美
し
い
神
像
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
建
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
様
々
な
思
い
が
よ
ぎ
っ
て
く
る
。 
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例
会
報
告

石
の
里
・
小
松
市
の
石
仏
め
ぐ
り 

 

松
井 

兵
英 

 

私
は
歴
史
音
痴
な
の
で
す
。
で
も
白
州
正
子
さ
ん
の
歴
史
紀
行
な
ど
を
読
ん
で
い
る

と
、
観
光
客
や
車
が
せ
わ
し
く
行
き
交
う
現
代
の
風
景
の
底
か
ら
、
千
年
以
上
前
の
出

来
事
が
、
あ
り
あ
り
と
目
の
前
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
に
打

た
れ
ま
す
。
街
道
や
石
仏
や
寺
社
に
接
す
れ
ば
、
尐
し
は
歴
史
と
親
し
く
な
れ
る
で
し

ょ
う
か
？ 

そ
ん
な
気
持
ち
で
諸
先
輩
に
ま
じ
り
、
小
松
市
の
石
仏
め
ぐ
り
に
参
加
し

ま
し
た
。 

各
見
学
場
所
の
解
説
は
滝
本
先
生
の
資
料
に
詳
し
い
の
で
、
巡
っ
た
場
所
の
私
な
り

の
印
象
を
記
し
ま
す
。 

○
三
光
院 

光
導
名
号
塔 

念
仏
行
者
光
導
の
丸
文
字
（
団
子
）
名
号
塔
は
数
年
来
、
「
石
仏
の
会
」
の
先
輩
方

た
ち
の
研
究
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
最
初
の
数
例
が
今
で
は
数
十
例
ま
で
発

見
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
行
者
の
足
跡
を
歩
き
、
ゆ
か
り
の
人
た
ち
か
ら
聞
き
取
り

さ
れ
た
り
、
地
道
な
調
査
の
結
果
、
光
導
行
者
の
生
い
立
ち
や
人
物
像
ま
で
明
ら
か
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
歴
史
の
片
隅
に
埋
も
れ
て
い
た
光
導
行
者
を
掘
り
起
こ
し
、
そ

の
人
柄
ま
で
も
蘇
ら
せ
る
こ
と
は
調
査
研
究
の
楽
し
み
で
あ
り
醍
醐
味
な
の
で
し
ょ

う
。
先
生
方
の
熱
意
と
ご
尽
力
に
は
頭
が
下
が
り
ま
す
。 

○
那
谷
寺 

大
悲
閣 

青
面
金
剛 

七
重
石
塔 

 

有
名
な
那
谷
寺
で
す
が
、
私
は
始
め
て
で
す
。
真
言
宗
の
寺
院
ら
し
く
、
多
く
の
建

物
や
石
像
が
あ
り
、
目
に
も
賑
や
か
で
す
。
紅
葉
に
は
尐
し
早
か
っ
た
の
で
す
が
、
境

内
は
自
然
と
人
工
庭
園
の
合
作
の
よ
う
で
絵
葉
書
的
な
美
し
さ
で
す
。
簡
単
に
加
工
で

き
る
岩
盤
な
の
か
、
至
る
所
に
階
段
が
刻
ん
で
あ
り
ま
す
。
解
説
で
「
美
し
い
女
性
像
」

と
書
い
て
あ
る
弁
天
様
に
お
会
い
で
き
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
す
。
大
悲
閣
は
よ
く
あ

る
胎
内
く
ぐ
り
で
す
が
、
入
口
に
立
つ
古
風
な
箱
獅
子
の
よ
う
な
顔
を
し
た
狛
犬
た
ち

が
印
象
的
で
し
た
。
丸
彫
り
の
青
面
金
剛
像
は
ど
う
い
う
由
来
な
の
か
、
こ
こ
で
は
「
縁

結
び
の
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
七
重
石
塔
は
石
造
な
が
ら
、
岩
の
上
か
ら
見
る
と

グ
ラ
イ
ダ
ー
の
よ
う
に
す
っ
き
り
と
軽
快
な
感
じ
で
す
。
時
間
が
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、

も
う
一
度
訪
れ
て
ゆ
っ
く
り
と
廻
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

○
滝
ヶ
原 

採
石
場 

採
石
場
は
初
め
て
見
ま
す
。
山
の
片
方
か
ら
ベ
ン
チ
カ
ッ
ト
し
て
い
く
の
か
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
以
前
の
採
掘
跡
が
あ
り
、
山
の
中
腹
に
四
角
い
穴
が
掘
ら
れ
て
石
造

の
神
殿
の
よ
う
で
す
。
現
在
の
採
掘
場
は
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
な
坑
道
が
三
百
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
奥
へ
延
び
、
チ
ェ
ン
ソ
ウ
で
切
り
出
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
垂
直
な
両
壁
に
わ
ず

か
に
切
り
目
が
残
っ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
切
り
出
す
様
子
は
見
学
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
社
長
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
と
説
明
し
て
く
だ
さ
り
、
凝
灰
岩
（
火
山
灰
の
堆
積

岩
）
の
な
か
に
欅
や
柿
の
木
の
化
石
（
珪
化
木
）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
聞
き
ま

し
た
。
そ
の
木
の
成
長
の
年
月
と
、
火
山
灰
が
堆
積
し
た
年
月
と
、
石
化
し
て
い
っ
た

年
月
・
・
・
を
思
う
と
気
が
遠
く
な
る
よ
う
で
す
。 

○
丸
竹
橋 

橋
は
、
土
木
屋
の
私
に
は
親
し
い
の
で
す
が
、
石
橋
と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
興
味
が

増
し
ま
す
。
公
式
ど
お
り
き
れ
い
に
加
工
さ
れ
た
「
輪
石
」
の
中
央
に
キ
ー
ス
ト
ー
ン

（
楔
石
）
を
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
明
治
末
か
ら
昭
和
初
め
と
の
こ
と
で
、
西
洋
の
ア
ー

チ
の
原
理
が
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
す
。
昔
の
人
は
身
近
な
材
料
と
手
持
ち
の
技
術
で
、

生
活
に
必
要
な
も
の
を
創
り
だ
し
て
い
た
。（
こ
れ
ぞ
、
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
！
） 

○
八
幡
神
社 

石
塔
、
岩
窟
内
五
輪
塔 

 

石
の
産
地
ら
し
く
、
大
き
な
玉
を
抱
え
た
狛
犬
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
石
造
物
が

あ
り
ま
す
。
中
世
の
石
塔
と
種
字
が
彫
ら
れ
た
岩
窟
が
あ
り
、
ど
う
い
う
場
所
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
か
ら
白
山
は
遥
拝
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

き
ち
ん
と
調
査

さ
れ
れ
ば
、
剣
岳
下
の
富
山
県
上
市
町
黒
川
遺
跡
の
よ
う
な
大
規
模
な
宗
教
施
設
が
埋

も
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

こ
こ
で
昼
食
、
恒
例
の
北
村
先
生
の
奈
良
漬
を
頂
き
ま
し
た
。
御
馳
走
さ
ま
で
し
た
。 

○
粟
津
温
泉 
大
王
寺 

 

 

温
泉
街
の
な
か
に
あ
る
真
言
宗
の
お
寺
、
い
ろ
い
ろ
な
像
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
観
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音
様
で
埋
ま
る
地
蔵
堂
。
不
動
堂
で
は
「
大
岩
山
不
動
明
王
」
の
石
祠
と
大
岩
不
動
の

模
彫
。
（
き
ち
ん
と
二
童
子
と
阿
弥
陀
と
僧
形
が
あ
る
、
粘
土
の
型
押
の
よ
う
に
も
見

え
る
）
で
も
、
こ
こ
ま
で
来
て
ど
う
し
て
大
岩
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
「
大
岩

の
不
動
様
」
は
有
名
で
霊
験
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
修
験
者
や
巡
礼
者
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

泰
澄
大
師
像
は
丸
彫
で
力
感
と
威
厳
が
あ
り
ま
す
。
福
井
・
石
川
で
は
、
古
い
寺
社

の
多
く
は
白
山
信
仰
と
泰
澄
に
関
連
が
あ
る
よ
う
で
す
。
「
わ
が
立
山
の
有
頼
君
」
は

鷹
だ
の
熊
だ
の
に
導
か
れ
て
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
立
山
を
開
山
し
た
（
他
力
的
）
の

に
対
し
、
泰
澄
は
自
ら
の
強
い
宗
教
心
で
白
山
を
開
い
た
、
そ
の
意
志
に
満
ち
た
姿
で

す
。 

○
牧
口
町 

牧
姫
塚
、
蝉
丸
塚 

牧
姫
も
蝉
丸
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
何
か
の
言
い
伝
え
が
変
形
し
て
地
元
に
残

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
教
育
委
員
会
の
説
明
板
が
あ
り
ま
す
が
、
木
柱
は
倒
れ
て
い
ま
す
。

古
い
五
輪
の
塔
と
石
塔
で
す
が
、
狭
く
細
長
く
歩
き
に
く
く
、
植
え
込
み
が
邪
魔
で
よ

く
見
え
ま
せ
ん
。
以
前
は
も
っ
と
塚
ら
し
い
形
だ
っ
た
の
が
、
耕
地
の
関
係
で
こ
ん
な

に
細
長
く
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

こ
れ
は
各
地
の
史
跡
や
文
化
財
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
教
育
委
員

会
な
ど
よ
り
、
も
っ
と
地
元
の
人
た
ち
の
愛
情
が
ほ
し
い
で
す
。 

○
観
音
下 

日
華
石
採
石
場 

採
石
場
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
塀
や
家
の
壁
に
黄
色
い
石
材
が
使
用
し
て
あ
り
ま
す
。

滝
が
原
の
石
よ
り
軟
質
で
、
こ
こ
は
露
天
掘
り
で
す
。
空
洞
が
多
く
持
ち
上
げ
る
と
思

っ
た
よ
り
軽
い
で
す
。
色
と
い
い
地
肌
と
い
い
「
富
山
銘
菓
・
月
世
界
」
を
連
想
し
ま

す
。
こ
こ
で
も
チ
ェ
ン
ソ
ウ
を
使
っ
て
い
て
、
刃
は
外
し
て
あ
り
ま
す
が
、
構
造
は
良

く
わ
か
り
ま
す
。
水
平
な
基
面
に
レ
ー
ル
を
載
せ
、
こ
の
上
で
機
械
を
移
動
さ
せ
な
が

ら
、
縦
横
の
長
方
形
に
切
れ
目
を
入
れ
る
。
残
っ
た
底
面
を
一
段
下
の
基
面
に
機
械
を

置
い
て
水
平
に
切
り
角
柱
状
の
石
材
を
切
り
出
す
。
先
に
見
た
滝
が
原
で
は
「
セ
リ
矢
」

が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
ノ
ミ
」
し
か
見
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
は
り
割
り
や
す

い
の
で
し
ょ
う
。 

○
市
営
墓
地 

千
体
仏
供
養
塔 

 

市
営
に
し
て
は
雑
然
と
し
た
墓
地
で
、
近
頃
の
「
公
園
墓
地
」
と
は
異
な
り
ま
す
。

き
っ
と
昔
か
ら
の
墓
地
が
市
の
管
理
に
移
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
墓
石
の
文
字
が
多
様
な

の
が
、
富
山
人
か
ら
見
る
と
珍
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
「
千
体
仏
供
養
塔
」
は
２
メ
ー

ト
ル
く
ら
い
の
石
柱
が
２
本
並
ん
で
建
ち
、
小
さ
な
浮
き
彫
り
の
仏
像
が
た
く
さ
ん
彫

っ
て
あ
り
、
例
の
な
い
も
の
で
す
。
私
は
イ
ン
ド
の
釈
尊
伝
の
レ
リ
ー
フ
を
連
想
し
ま

し
た
。「
大
火
か
疫
病
の
供
養
碑
だ
ろ
う
」
、「
苗
字
の
記
入
が
あ
る
か
ら
、
明
治
以
降

だ
ろ
う
」、「
無
縁
墓
の
タ
グ
が
付
い
て
い
る
が
、
処
分
さ
れ
ず
何
と
か
こ
の
場
所
で
文

化
財
と
し
て
保
存
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
」
と
は
皆
さ
ん
の
共
通
し
た
気
持
ち
な
の
で
し

ょ
う
。 

こ
れ
で
今
日
の
見
学
場
所
は
終

わ
り
で
す
。 

 

「
石
の
里
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
多

様
な
石
造
物
た
ち
と
石
切
り
場

に
も
中
ま
で
入
っ
て
見
学
で
き
、

滝
本
先
生
か
ら
は
詳
し
い
解
説

と
石
材
の
サ
ン
プ
ル
ま
で
頂
き

ま
し
た
。
秋
の
一
日
、
好
天
に
恵

ま
れ
て
楽
し
く
見
学
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 

何
よ
り
北
村
会
長
先
生
を
は

じ
め
先
輩
の
皆
様
の
お
元
気
な

姿
と
、
旺
盛
な
研
究
心
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
一
番
の

収
穫
で
し
た
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 
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妙観寺多宝塔 百萬遍利剣名号塔  苦行釈迦 

北陸石仏の会 第４４回例会のご案内 

― 福井市(市街地～西部地区)の石仏めぐり ― 
平成２４年５月２７日（日） 

参 加 費：５０００円（バス・資料代） 

集合場所：①大沢野文化会館 ６時４０分  ②JR砺波駅南口 ７時３０分 

③JR金沢駅西口 ８時２０分  ④福井鉄道花堂駅 ９時３０分 

申込方法：次の事項を記入の上、ハガキでご連絡ください。 

                 住所、氏名、電話番号（携帯電話も）、集合場所 

申 込 先：〒939-1315 砺波市太田 1770 尾田武雄方 北陸石仏の会事務局 

締め切り：平成２４年５月２０日 

  

福井市には東部地区の一乗谷に多くの石仏がありますが、他の地区にも多彩な石仏がみられます。 

今回は福井市街地～西部地区の石仏を訪ねたいと思います。[案内：滝本やすし] 

●江守中町 路傍／八臂弁財天 

●江守中町 江守神社(来仰寺址)／一石五輪塔(応永２３年)、善光寺式阿弥陀三尊 

●足羽１丁目 足羽山麓寺院群めぐり [妙観寺、妙永寺、安養寺、東雲寺、運正寺、一乗寺] 

●足羽３丁目 法興寺／祐天名号塔（文久３年） 

●若杉１丁目 泉通寺／三面名号塔(天保１４年)…祐天･義賢･典禅の各名号 

●狐橋２丁目 浄土宗教会／義賢行者墓標(明治２９年) 

●下天下 加茂神社／青面金剛(元禄２年) 

●北堀町 路傍／百萬遍利剣名号塔(明治３９年) 

●深谷町 路傍／三尊磨崖仏（弘治２年）…観音？、丌動明王、毘沙門天の三尊 

●南楢原町 善光寺堂／異型善光寺式阿弥陀三尊磨崖仏 

●佐野町 路傍／苦行釈迦 

※諸事情により見学先を変更する場合があります。ご了承ください。 

 

 平成２４年度の会費を、同封の振替用紙にて納めてください。年会費は３０００円です。 


