
1                 北陸石仏の会々報 第４３号   2013/09/10             

 

新
庄 

覚
性
寺
の
庚
申
塔 

平
井 

一
雄 

 

富
山
市
新
庄
町
169
の
「
覚
性
寺
」
墓
地
に
「
庚
申
塔(

青
面
金
剛
像)

」
が
一
基
あ
る
。 

新
川
神
社
の
左
隣
、
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
標
柱
に
「
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
智
福
山
覚
性

寺
」
と
刻
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
奥
に
真
宗
寺
院
特
有
の
優
美
な
曲
線
を
描
く
瓦
屋
根
が
見

え
る
。 

七
月
八
日
、
私
が
主
宰
す
る
「
道
ば
た
歩
こ
う
会
」
の
新
庄
町
歩
き
で
新
川
神
社
の
陰

陽
石
を
見
た
後
、
歩
き
は
じ
め
る
と
こ
の
寺
の
標
柱
が
見
え
、
ど
う
せ
真
宗
寺
院
に
は
石

造
物
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
会
員
の
一
人
が
近
く
ま
で
入
っ
て
い
っ
た
の
で
つ
い

て
い
く
と
墓
地
が
あ
り
、
無
縫
塔
数
基
の
間
に
一
石
五
輪
塔
が
一
基
見
え
た
の
で
写
真
を

撮
り
な
が
ら
周
辺
を
見
る
と
無
縫
塔
に
並
び
、
こ
の
庚
申
塔
が
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
た
。 

『
新
庄
町
史
』『
続
新
庄
町
史
』
の
石
造
物
の
章
は
石
仏
や
絵
馬
の
研
究
発
表
で
著
名
な

故･

塩
照
夫
氏
の
著
述
で
あ
る
。
此
の
地
に
在
住
さ
れ
た
塩
氏
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
石
塔
も

当
然
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
あ
ら
た
め
て
詳
細
に
見
て
み
た
が
、
こ
の
庚
申
塔

は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
新
庄
に
は
北
端
の
富
岡
町
の
お
堂
に
祀
ら
れ
る
庚
申
様
と
南
端

の
開
に
祀
ら
れ
る
庚
申
さ
ま
二
体
が
現
存
し
て
い
て
両
方
の
庚
申
さ
ま
を
辿
る
コ
ー
ス
を

庚
申
道
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
こ
の
二
体
に
は
寛
政
十
二
年
庚
申
七
月
吉
日 

願
主
太
良

エ
門
の
銘
が
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。 

像
高
75

cm
、
砂
岩
製
、
日
月
と
三
猿
が
薄
彫
り
で
残
る
。
一
面
六
臂
の
立
像
、
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
像
容
。
銘
文
は
な
い
。 

覚
性
寺
は
能
登
国
珠

洲
郡
鵜
島
郷
天
台
寺
院

か
ら
始
ま
り
、
文
明
三

年
（
一
四
七
一
）
九
月
、

四
十
八
世
玄
光
院
法
孫

に
至
っ
て
真
宗
に
帰
し

蓮
如
よ
り
法
名
を
教
円

と
賜
い
、
こ
れ
を
改
宗

第
一
世
と
す
る
。
本
尊

は
信
州
善
光
寺
の
仏
体

に
擬
し
た
尺
五
の
木
像

な
り
と
伝
え
る
。 

一
石
五
輪
塔
は
其
の
頃
の
遺
存

物
か
も
し
れ
な
い
が
庚
申
塔
は
近

代
に
、
此
の
場
所
に
移
動
し
た
も

の
だ
ろ
う
。
元
の
位
置
は
不
明
で

あ
る
。
無
縫
塔
数
基
は
覚
性
寺
歴

代
住
職
の
墓
標
だ
ろ
う
。
弘
化
三

年
、
釋
■
■
、
■
■
法
師
の
銘
文

が
残
り
、
真
宗
寺
院
の
墓
地
で
あ

る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。 
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島
田
の
石
仏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

滝
本 

や
す
し 

  

白
山
市(
旧
松
任
市)

島
田
町
の
八

幡
神
社
向
か
い
に
、
島
田
の
石
仏
と

称
さ
れ
る
五
基
の
板
碑
が
建
て
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
二
百
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
東
の
チ
ブ
イ
原
と
呼
ば
れ
る
場

所
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
あ
た
り
は
、
手
取
川
扇
状
地
の
ほ

ぼ
中
央
で
あ
る
。
平
成
元
年
八
月
に

市
の
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
調
査
が

行
わ
れ
、
同
十
一
月
に
市
指
定
文
化

財
と
な
っ
た
。
平
成
三
年
十
一
月
に
、

現
状
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。
奥
行
の

あ
る
ど
っ
し
り
と
し
た
大
型
の
板
碑

で
あ
り
、
石
川
県
内
で
は
他
に
類
例

を
み
な
い
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

室
町
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。 

①
い
ち
ば
ん
右
の
板
碑
は
淡
青
緑
色
粗
粒
凝
灰
岩
製
で
あ
る
が
、
損
壊
が
激
し
く
残
欠
の

み
で
、
形
状
も
不
明
で
あ
る
。 

②
右
か
ら
二
番
目
の
板
碑
は
淡
褐
色
粗
粒
凝
灰
岩
製
で
、
舟
型
に
彫
り
く
ぼ
め
た
中
に
尊

像
を
浮
彫
り
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
剥
落
が
激
し
く
尊
名
を
特
定
で
き
な
い
が
、
踏
割
蓮

座
上
に
立
像
が
彫
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
踏
割
蓮
座
上
に
立
つ
場
合
は
両

足
を
少
し
開
い
て
立
た
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
が
、
こ
の
尊
像
は
ほ
と
ん
ど
足
を
開
い
て

い
な
い
。
普
通
の
蓮
座
と
し
て
彫
ら
れ
た
も
の
が
偶
然
踏
割
蓮
座
の
よ
う
な
形
に
剥
落
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
央
で
二
つ
に
割
れ
て
い
た
の
だ
が
、
調
査
の
際
に
修
復
さ
れ
た
。 

③
中
央
の
板
碑
は
凝
灰
角
礫
岩
製
で
、
舟
型
に
彫

り
く
ぼ
め
た
中
に
尊
像
を
浮
彫
り
し
て
い
る
。
剥

落
が
激
し
く
尊
名
を
特
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
五

基
の
中
で
最
も
大
き
く
、
高
さ
180

cm
ほ
ど
で
あ
り
、

力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。 

④
左
か
ら
二
番
目
の
板
碑
は
淡
青
緑
色
細
粒
凝
灰

岩
製
で
、
前
面
が
大
き
く
剥
落
し
て
い
る
。
お
そ

ら
く
は
何
ら
か
の
種
子
が
陰
刻
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
全
く
判
読
で
き
な
い
。 

⑤
い
ち
ば
ん
左
の
板
碑
は
淡
青
緑
色
粗
粒
凝
灰
岩

製
で
、
金
剛
界
大
日
如
来
の
種
子
で
あ
る
バ
ン
が

陰
刻
さ
れ
て
い
る
。
他
の
四
基
よ
り
も
簡
素
な
形

状
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
で
は
最
も
古
い
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。 

 

こ
れ
ら
五
基
の
板
碑
は
石
材
が
若
干
異
な
る
こ

と
か
ら
、
同
時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
し
か
し
い
ち
ば
ん
左
の
一
基
以
外
は
手
法
に

共
通
点
が
み
ら
れ
る
の
で
、
同
一
人
物
の
手
に
よ
っ

て
順
に
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

１ ２ ４ ５ 

３ 
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第
46
回
例
会
の
報
告
を
、
二
名
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

  

第
46
回
例
会
報
告 

倶
利
伽
羅
峠
と
周
辺
の
石
仏
め
ぐ
り 

平
成
25
年
５
月
12
日
（
日
） 

酒
井 

靖
春 

 

こ
の
日
は
快
晴
で
気
持
ち
の
よ
い
一
日
で
し
た
。 

午
前
中
は
津
幡
町
文
化
財
保
護
の
副
会
長
芝
田
悟
氏
か
ら
各
見
学
場
所
の
案
内
と
説
明

を
頂
き
ま
し
た
。 

 

最
初
に
津
幡
町
杉
瀬
猪
塚
は
急
な
木
の
階
段
を
登
っ
た
高
い
所
に
あ
り
、
到
底
一
人
で

見
に
行
き
た
い
と
思
え
な
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
場
所
に
あ
る
石
碑
で
し
た
。 

 

高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
る
円
柱
の
石
碑
で
、
梵
字
が
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
江
戸

時
代
の
石
碑
で
、
あ
る
時
期
イ
ノ
シ
シ
被
害
が
多
発
し
、
大
量
に
駆
除
さ
れ
た
イ
ノ
シ
シ

を
弔
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
に
は
、
自
分
の
干
支
が
亥
年
生
ま
れ
だ
け
あ
っ
て
、

何
だ
か
親
近
感
が
わ
き
ま
し
た
。 

次
に
津
幡
町
倉
見
の
徳
本
名
号
塔
と
義
賢
名
号
塔
を
見
学
し
ま
し
た
。
芝
田
氏
の
話
で

は
新
田
義
貞
の
祖
先
に
あ
た
る
方
の
建
立
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
芝
田
氏
の
説
明
で
義

賢
名
号
に
あ
る
葉
を
横
に
し
た
花
押
の
説
明
で
、
こ
れ
は
蓮
の
蕾
み
で
自
分
は
ま
だ
修
行

の
た
り
な
い
者
だ
と
い
う
謙
虚
さ
か
ら
の
表
現
で
は
？
と
解
説
さ
れ
、
と
て
も
感
心
致
し

ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
津
幡
町
鳥
越
の
弘
願
寺
跡
の
宝
塔
を
見
学
し
ま
し
た
。
宝
塔
は
神
社
の
境
内

に
あ
り
、
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
感
激
で
し
た
。 

津
幡
町
笠
池
ヶ
原
の
三
観
音
も
と
て
も
良
い
つ
く
り
で
、
聖
観
音
・
千
手
観
音
・
准
胝

観
音
並
ん
で
お
り
平
井
氏
に
千
手
観
音
と
准
胝
観
音
の
違
い
を
解
説
し
て
も
ら
い
、
と
て

も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
尾
田
氏
か
ら
仏
像
の
写
真
の
取
り
方
や
心
構
え
を
教
え
て

頂
い
た
こ
と
は
、
私
自
身
の
今
後
の
撮
影
に
も
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

有
聲
寺
で
は
義
賢
名
号
塔
と
徳
本
名
号
塔
が
、
津
幡
町
倉
見
と
同
じ
よ
う
に
並
ん
で
い

る
の
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。 

津
幡
町
山
森
白
山
社
で
は
、
始
め
て
ご
神
体
の
菊
理
姫
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
な
ん
と

も
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
同
行
さ
れ
て
い
た
倶
利
伽
羅
神
社
の
宮
司
さ
ん

が
、
自
分
た
ち
も
ご
神
体
は
見
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
ま
た
見
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

菊
理
姫
様
と
い
う
神
様
に
ど
の
よ
う
な
い
わ
れ
が
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
神
様
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
と
話
さ
れ
、
大
変
驚
き
ま
し
た
。 

私
も
菊
理
姫
様
と
い
え
ば
、
石
川
県
の
白
山
神
社
の
神
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い

し
か
思
い
つ
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
ご
神
体
を
見
せ
て
頂
け
る
チ
ャ
ン
ス
を
頂
け
た

の
は
、
大
変
光
栄
な
こ
と
で
あ
る
と
、
感
謝
致
し
ま
し
た
。 

倶
利
伽
羅
不
動
の
駐
車
場
で
芝
田
氏
は
所
用
の
為
に
帰
ら
れ
、
そ
の
後
昼
食
を
倶
利
伽

羅
不
動
に
あ
る
お
店
で
取
り
、
午
後
の
見
学
は
倶
利
伽
羅
の
手
向
神
社
の
中
に
あ
る
石
殿

と
五
輪
塔
等
を
見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
も
一
人
で
は
と
う
て
い
見
る
こ
と
の
な
い

も
の
で
、
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。 

 

国
見
山
山
頂
の
四
社
権
現
石
殿
か
ら
の
眺
め
は
、
立
山
連
峰
が
見
え
て
最
高
で
し
た
。 

小
矢
部
市
埴
生
医
王
院
で
は
、
倶
利
伽
羅
峠
三
十
三
観
音
が
十
一
体
集
ま
っ
て
い
て
、
お

寺
さ
ん
の
許
可
得
て
一
体
一
体
写
真
に
撮
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い
つ
か
他
の
観
音
さ

ん
も
訪
ね
歩
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

医
王
院
の
閻
魔
堂
内
で
尾
田
氏
が
閻
魔
庁
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り

に
も
リ
ア
ル
に
感
じ
、
明
日
は
わ
が
身
！
と
、
覚
悟
す
る
思
い
で
し
た
。 

小
矢
部
市
道
林
寺
の
南
家
で
は
、
大
き
な
宝
篋
印
塔
見
学
さ
せ
て
い
た
上
、
お
茶
や
お

菓
子
を
頂
き
ま
し
た
。
南
家
か
ら
離
れ
る
時
に
は
、
家
族
の
方
々
か
ら
見
送
り
を
受
け
ま

し
た
。
と
て
も
温
か
い
お
も
て
な
し
に
、
こ
の
定
例
会
を
計
画
頂
い
て
い
る
滝
本
氏
の
お

人
柄
の
賜
物
で
は
な
い
か
と
、
と
て
も
感
動
致
し
ま
し
た
。 

小
矢
部
市
松
永
の
馬
頭
観
音
、
十
一
面
観
音
、
如
意
輪
観
音
は
、
前
の
津
幡
町
笠
池
ヶ

原
の
聖
観
音
、
千
手
観
音
、
准
胝
観
音
と
同
一
で
六
観
音
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
、

滝
本
氏
か
ら
解
説
を
受
け
ま
し
た
。 

今
ま
で
個
人
的
に
は
、
三
十
三
観
音
に
着
目
し
て
き
た
だ
け
に
、
六
観
音
と
い
う
の
は
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初
め
て
耳
に
し
た
の
で
、
大
変
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
自
分
自
身
の
視
野
も
広
げ
て
い
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 
ま
た
、
こ
の
十
一
面
観
音
を
見
て
い
る
と
、
長
野
県
高
遠
の
石
工
の
作
風
に
も
似
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。 

 

最
後
に
小
矢
部
市
松
尾
の
蔵
王
権
現
に
行
き
、
こ
の
石
仏
も
ご
神
体
で
あ
る
と
解
説
さ

れ
、
今
回
の
例
会
で
数
多
く
の
ご
神
体
を
見
学
さ
せ
て
頂
き
、
廃
仏
毀
釈
を
少
し
で
も
感

じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。 

  

第
46
回
例
会
報
告 

倶
利
伽
羅
峠
と
周
辺
の
石
仏
め
ぐ
り 

平
成
25
年
５
月
12
日
（
日
） 

川
端 

典
子 

 

五
月
の
爽
や
か
な
青
空
の
下
、
北
陸
石
仏
の
会
第
46
回
例
会
の
「
倶
利
伽
羅
峠
と
周
辺

の
石
仏
め
ぐ
り
」
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
早
朝
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
の
JR
津
幡
駅

前
で
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
乗
っ
た
皆
さ
ん
と
合
流
。
実
は
、
石
仏
の
会
に
は
初
参
加
の
う
え
、

知
人
を
介
し
て
の
申
し
込
み
の
た
め
、
顔
見
知
り
が
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
早
朝

と
は
思
え
な
い
皆
さ
ん
の
明
る
く
楽
し
そ
う
な
様
子
に
、
一
日
有
意
義
に
過
ご
せ
る
予
感

が
し
て
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。
い
つ
も
は
居
住
地
の
富
山
県
朝
日
町
周
辺
を
一
人
で
散
歩

し
な
が
ら
石
仏
を
楽
し
ん
で
い
る
私
で
す
が
、
「
（
知
識
の
）
バ
ケ
モ
ノ
」
と
呼
ば
れ
る
先

生
達
や
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
の
対
象
が
異
な
る
会
員
の
方
々
と
一
緒
に
め
ぐ
る
こ
と
で
、

ま
た
違
う
楽
し
み
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
中
で
も
、
特
に
印
象
に
残
っ
た
石

仏
（
石
碑
）
を
ご
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 【
津
幡
町
倉
見 

路
傍
／
徳
本
名
号
塔
、
義
賢
名
号
塔
】
写
真
①
、
右
側
：
徳
本
名
号
塔
、

お
地
蔵
様
を
挟
ん
で
中
央
：
義
賢
名
号
塔 

い
ず
れ
も
鳥
屋
尾
産
の
砂
岩
で
出
来
て
い
ま
す
。
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
表
面

は
激
し
く
摩
耗
し
て
お
り
、
だ
ん
だ
ん
と
削
り
と
ら
れ
て
い
く
の
が
残
念
だ
と
思
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
台
座
を
含
め
る
と
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
き
さ
の
た
め
、
並
ん
で
い
る

と
大
変
な
迫
力
が
あ
り
ま
す
。
普
段
歩
い
て
い
る
富
山
県
東
部
に
は
こ
の
規
模
の
も
の
は

少
な
い
の
で
、
は
っ
と
目
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。 

前
面
に
刻
ま
れ
て
い
る
蓮
の
つ
ぼ
み
。
つ
ぼ
み
の
上
に
「
義
賢
」
と
刻
ま
れ
た
文
字
が

乗
っ
て
い
ま
す
。(

写
真
②)

満
開
の
蓮
で
は
な
く
、
ま
だ
蕾
の
上
に
乗
る
こ
と
で
、
自
身

の
未
熟
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
？
と
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
伺
う
と
、
と
て
も
ほ
ほ
え
ま
し
く
、
石
碑
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 
 【

大
国
主
神
社
内 

津
幡
町
鳥
越 

弘
願
寺
跡
／
宝
塔
】(

写
真
③)

 

大
国
主
神
社
の
あ
る
場
所
は
、
周
囲
に
土
塁
や
堀
跡
が
点
在
し
、
城
郭
寺
院
の
特
徴
が

あ
る
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
背
後
は
小
高
い
山
に
な
っ
て
お
り
、
今
で
も
ア
ヤ
シ
ゲ
な

雰
囲
気
が
た
っ
ぷ
り
で
す
。 

境
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
宝
塔
は
安
山
岩
製
で
、
相
輪
上
部
が
欠
損
し
て
い
ま
す
。
や

や
小
ぶ
り
で
す
が
、
塔
身
の
四
方
に
は
扉
形
、
屋
根
の
裏
側
に
は
垂
木
が
彫
ら
れ
て
い
る

な
ど
、
驚
く
ほ
ど
丁
寧
な
仕
事
ぶ
り
が
わ
か
り
ま
す
。
特
に
、
垂
木
部
分
に
は
雨
が
直
接

当
た
ら
な
い
た
め
、
摩
耗
も
少
な
く
、
綺
麗
な
形
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
い
歳
月
を
経

て
な
お
残
る
美
し
さ
に
、
し
ば
ら
く
目
が
離
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 【
聖
観
音
、
千
手
観
音
、
准
胝
観
音
／
津
幡
町
笠
池
ケ
原 

路
傍
】(

写
真
④) 

【
馬
頭
観
音
、
十
一
面
観
音
、
如
意
観
音
／
小
矢
部
市
松
永 

路
傍
】(

写
真
⑤) 

高
さ
80

cm
ほ
ど
の
観
音
様
で
す
。
三
体
ず
つ
そ
れ
ぞ
れ
津
幡
町
と
小
矢
部
市
に
あ
る
も

の
で
す
が
、
こ
の
六
体
は
石
材
、
法
量
、
手
法
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
は
同
じ

場
所
で
祀
ら
れ
て
い
た
六
観
音
だ
ろ
う
と
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
今
回
初
め
て

発
見
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
石
仏
の
歴
史
的
背
景
を
考
え
る
と
き
、
現
代
の
行
政
の
区
割
り

で
考
え
て
は
い
け
な
い
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。 

こ
の
他
に
も
、
倶
利
伽
羅
の
手
向
神
社
石
殿(

写
真
⑥)

を
拝
見
さ
せ
て
頂
い
た
り
、
国

見
山
頂
の
四
社
権
現
石
殿
の
本
来
の
御
神
体
を
紹
介
し
て
頂
く
な
ど
、
一
人
で
は
出
来
な

い
有
意
義
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
、
と
て
も
楽
し
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 
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写
真
① 

写
真
② 

写
真
③ 

写
真
⑥ 

写
真
⑤ 

写
真
④ 

津幡町倉見 徳本･義賢名号塔前にて記念撮影 

津幡町倶利伽羅 手向神社にて記念撮影 
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北陸石仏の会 第４７回例会 

― 旧三国町･芦原町の石仏めぐり ― 

平成２５年１０月２０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２０分 

②ＪＲ砺波駅南口………７時００分 

③ＪＲ森本駅……………７時３０分 

④北陸道上り徳光ＰＡ…８時２０分 

⑤ＪＲ芦原温泉駅………９時１０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２５年１０月１０日(木) 

案   内：滝本やすし(金沢市) 

    

◎坂井市三国町滝谷１丁目 瀧谷寺／開山堂(十三仏石龕)、阿弥陀如来、宝篋印塔 

◎坂井市三国町神明１丁目 月窓寺／義賢名号塔 

◎坂井市三国町南本町４丁目 性海寺／善光寺式阿弥陀三尊、一石十三仏、多宝塔 

◎坂井市三国町山王２丁目 妙海寺／弁財天、十一面千手観音、五重塔 

◎坂井市三国町覚善 路傍／勢至菩薩 

◎坂井市三国町加戸 加戸神社／善光寺式阿弥陀三尊、稲荷神、白山狛犬 

◎坂井市三国町池上 伊伎神社／白山三所権現、雨宝童子三尊 

◎坂井市三国町玉ノ江 春日神社／双体神像、如意輪観音石祠 

◎あわら市宮前 御前神社／西国三十三ヶ所観音石龕、観音石祠 

◎あわら市堀江十楽 神明神社／聖観音石祠、虚空蔵菩薩 

◎あわら市北潟東字寺崎 路傍／愛の神 

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２５年度会費未納の方は、同封の振替用紙にて納めてください。年会費は３０００円です。  


