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神
仏
分
離
後
に

語
ら
れ

た

藩
政
期
の

神
社
と

社
僧

旧
金

沢
市
域
の

例
か

ら
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〈

論
文
要
旨
〉

　
本
稿
は
、

旧

金
沢
市
域
に

位
置
す
る

神
社
を

事
例
と

し

て
、

神
仏
分
離
以

降
の

郷
土

史
家
の

言
説
に

お

い

て

藩
政
期
の

神

社
と

社
僧
別

　
当
が

ど
の

よ

う
に

描
か

れ
た
か、

考
察
す
る

も
の

で

あ
る

。

　

　
事
例
と
し
て

の

金
沢
は

、

藩
政
期
に

社
人
が

奉

仕
し

た

神

社
が
む

し
ろ

稀
少
で

、

幕
末
ま
で

に

存
在
し
て

い

た

多
く
の

社
僧
や
修
験
が

明
治
以

降
に

　
復
飾
し
、

神
職
と

し
て

新
た

に

神
社
に

奉
仕
す
る

よ

う
に

な
っ

た

地
域
と

い

う
の

が

通
説
で

あ
る

。

こ

の

対

象
に

関
し
て

本
稿
で

は
、

幕

末
・

明

治
期

　
の

郷
土

史
家

・

森
田
平

次
（
一

八

二

三

−
一

九
〇
八）

に

よ
る

言
説
を
事
例
と

し
て

と

り
あ
げ
た

。

　

　
こ

の

事
例
研
究
か

ら

導
か

れ
た

結
論
は、

次
の

二

点
で

あ
る

。

　

　
第
一

に、

森
田

の

言

説
か

ら、

当
事

例
に

お

け
る

神
仏
分

離
の

中
心
に

排
仏
が

位
置
し
て

い

な

い

と

考
え
ら
れ

る

こ

と

で

あ
る

。

　

　
第
二

に、

森
田

が

復

飾
し

た

僧
や
修

験
を

藩
政

期
に

神
社
に

従
属
し

て

い

た

社
僧
別
当
と
し
て

語
っ

た
こ

と
に

よ

り、

史
実
上
は

神
社
か

寺
院
か

明

　
確
に

し

が

た
い

二

〇
以
上
の

宗
教
施
設
に

関
し

て、

正

規
の

社
人
が

奉
仕
し
て

い

な
か

っ

た

神
社
で

あ
っ

た
と

見
な

す
偏

見
が

生
成
し

た
と

考
え
ら
れ

　
る
こ

と

で

あ
る

。

〈
キ
ー

ワ

ー
ド

〉
　
神
仏

分
離、

社
僧、

修
験

、

復

飾
、

森
田

平
次

は

じ

め

に

1
社
僧
別
当
の

語
ら
れ

方
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磁

　

本
稿
は

、

旧
金

沢
市
域

（

お

よ

そ
、

市
制
施
行
当
時
の

市

域）

に

位
置
す
る

神
社
を

事
例
と

し

て
、

神
仏

分
離
以
降
の

郷
土

史
家
の

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
跏

言

説
に

お

い

て

神
仏
分
離

前
の

社
僧
別

当
が

ど

の

よ

う
に

描
か

れ

た

か
、

考
察
し

た
い

。
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社
僧
の

問
題
は

、

日
本
に

お

け
る

神
仏
習
合
研

究
の

濫

觴
で

あ
っ

た

辻
善
之

助
の

二

〇

世
紀
初
頭
の

研
究
で

も
、

触
れ
ら
れ

て

は

い

た
。

辻
が

「

神
は

衆
生
の
一

に

し

て

煩
悩
を

脱
せ

ず
」

、

い

わ
ゆ

る

神
身
離
脱
の

託
宣
を

聞
き

取
っ

た

宗
教
者
の

例
と

し

て

あ
げ
た

満

願
や

大
安
寺
の

恵

勝
は

、

そ

う
し

た

存
在
の

前
身
を
う
か

が

わ

せ

る

よ

う
な

、

神
社
（

多
度
神
社
お

よ

び

陀

我
神
社
）

で

修
行
し

て

い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
（
1）

た
か

、

少
な

く
と

も

密
接
な

関
係
を

有
し
て

い

た

僧
だ

と

考
え

ら

れ

る
。

た

だ
、

後
の

神
仏
習
合
研
究
を
決

定
づ

け
た

辻
の

議
論
は

、

こ

う
し

た

託
宣
を
お

よ

そ

院
政
期
に

確
立

す
る

と

さ

れ

る

本
地
垂
迹

説
へ

と

連

続
的
に

繋
が

る
、

仏
と

神
と

の

相
関
関

係
の

初
期
形

態

に

位

置
づ

け

て

し
ま
っ

た

た

め
、

社
僧
と
い

う
社
会
的

存
在
に

積

極
的
な

関
心
を
示

す
も
の

と

は

な

ら

な
か

っ

た
。

　

そ
の

た

め

か

神
仏
習
合
の

研
究
史
に

お
い

て

は
、

神
社
に

奉
仕
す

る

僧
と

い

う

奇
妙
な

存
在
に

つ

い

て
、

必
ず
し

も

掘
り

下
げ
た

考

察
は

な
さ

れ
て

こ

な
か

っ

た

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

と

は

い

え
、

通

称
・

神

仏
分

離
令
の

先

駆
け
を
な

す

慶
應

四

年
（
一

八
六

八）

三

月

の

法

令
に

、

「

諸
国
大
小
ノ

神
社
二

於
テ

僧
形
ニ

テ

別
当

或
ハ

社
僧
抔
ト

相
唱
へ

候
輩
ハ

復
飾
被
仰
出

候
」

云
々

と

あ
っ

た

よ

う
に

、

明
治

初
頭
に

か

け

て

社
僧
別

当
は

何
よ

り

も

唾
棄
す
べ

き

存
在
と

見
な

さ

れ
、

神
社
に

関
わ
ろ

う

と

す
る

場

合
は

復
飾
す
べ

き
こ

と

が

命
じ
ら

れ
た

。

そ

の

結
果

、

宗
教
法
人
で

あ
る

神

社
の

祭
祀
者
と

し

て

の

僧
は

、

現
在
全
く

見
ら

れ

な

く
な
っ

た
。

　

し
た

が
っ

て
、

日

本
宗
教

史
に

お

い

て
い

わ
ゆ
る

神
仏
習
合
お

よ

び

神
仏
分

離
の

意
義
を

考
察
す

る

た

め

に

は
、

社
僧
別
当
と
い

う

テ

ー
マ

が

重

要
な

課
題
と

な
る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

そ

の

探

求
の

た

め

に

本
稿
で

事

例
と

し

て

と

り
あ
げ
よ

う
匙

す
る

旧
・

金

沢

市
域
は

、

こ

れ

ま
で

の

郷
土

史
的
記
述
に

よ
っ

て

も
、

藩
政
期
に

社
人
が

存
在
し
た

神
社
が

む

し

ろ

稀
少
で

、

幕
末
ま

で

に

存
在
し

て

い

た

多
く
の

社
僧
別
当
が

明
治

以

降
に

復

飾
・

還
俗
し

、

神
職
と

し

て

新
た

に

神

社
に

奉

仕
す
る

よ

う
に

な
っ

た

地
域
と

さ

れ

て

き

（
2）た

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　〔
3V

　

も
っ

と

も
、

こ

の

事
例
に

関
し

て

の

先
行
す
る

近
世
史

研
究
は

寺

社
領
の
一

般
的
な

研

究
か

ら

き

わ

め

て

遅
れ

て

お

り
、

黒

印
地

・

（438） 228
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神仏分離後に語 られ た藩政期の 神社 と社僧

除
地
の

認
定
さ

え

な

さ
れ

て

い

な

い
。

さ

ら

に
、

明
治
初
頭
の

上

知
令
を
め

ぐ
る

先

行
研
究
や

活
字
化
さ

れ

た
一

次
史
料
も

、

ほ

ぼ

存

在
し

な

い
。

そ

こ

で
、

実
証

史
家
で

は

な
い

筆
者
と

し

て

は
、

金

沢
に

お

け

る

社
僧
別
当
の

近

世
お

よ

び

神
仏

分
離
時
の

実
態

分
析
を

志
向
す
る

よ

り

も
、

神
仏
分

離
以
降
の

郷
土

史
家
の

言
説
で

こ

の

テ

ー
マ

が

ど

う
描
か

れ

て

き
た
か

を

探
る

こ

と

が
、

先
決
で

は

な
い

か

と

考
え

た

の

で

あ
る

。

　

本
稿
で

は
、

次
節
と

第
三

節
で

主
に

活
字

化
さ

れ

た

史
料
に

基
づ

き
、

藩
政
期
に

お

け

る
金

沢
の

神
社
お

よ

び

神
仏
分
離

後
の

そ

の

状
況
を

概
観
し
、

第
四

節
で

こ

れ
ら
を

巡
る

郷
土

史
的
言
説
の

傾
向
を

位

置
づ

け
た

い

と

思
う

。

な

お
、

紙
幅
の

関
係
か

ら

個
々

に

言

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
4）

及
す
る

神
社
の

詳
細

、

と

く
に

所

在
地
を
省

略
せ

ざ
る

を

え
な
い

た

め
、

金

沢
の

神
社
に

関
す
る

情
報
を

掲
載
し

た

啓
蒙
書
を

適
宜

参

照
し
て

頂
き

た
い

。

二

　
藩
政
期
に

お
け
る
金
沢
の

神
社

・

概
観

　
本
稿
が

旧
・

金
沢

市
域
の

神
社
に

関
し
て

、

何
ら

か

の

実
態

分
析
を
志

向
す
る

も

の

で

は
な
い

こ

と

を

既
に

述
べ

た
。

と

は
い

う
も

の

の

本
節
で

は
、

藩

政
期
に

お

け
る

当
地
の

神
社
に

つ

い

て
、

活
字
化

史
料
に

基
づ

い

て

必
要

最
低
限
の

概
略
を

し

て

お

き

た
い

。

　
結
論
か

ら

書
く
と

、

藩

政
期
に

金

沢
に

お
い

て

は
、

五

社
と

称
さ

れ

る
、

吉
田

家
か

ら

裁
許
を

受
け
た

特
定
の

社
家
に

よ

っ

て

祭
祀

さ
れ
て

き

た

五

つ

の

神
社
を

中
心
と

し

て
、

限
定
さ

れ
た

数
社
が

藩
権

力
か

ら

神
社
と

認

定
さ

れ

て

き

た

と

考
え

ら

れ
る

。

ま

ず
．

あ
五

社
の

称
の

初
見

愚
わ

れ
る

の

が
、

慶
安
二

年
（

＝
ハ

四

九

髭
の

崟
沢
五

社
地
之

由
来
L

で

あ
る

。

．

、

の

史
料

醐

は
、

金
沢
の

八

讐

震
八
幡
と

毳
票
現

在
の

宇
多
須

鯉）

の

埜
で

あ
る

紀
伊
守
が

、

自
社
を

含
む

五

社
の

社
名
．

社
人

名

 

や
、

社
に

よ
っ

て

は

簡
単
な

由

緒
を

書
き

上

げ
た

も
の

で

あ
る

。

な
お

、

こ

れ

は
一

次
史

料
で

は

な
く

、

本
稿
後
半
で

重

点
的
に

と

り

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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あ
げ

る

幕
末
明
治
期
の

郷
土

史
家
・

森
田

平
次

二

八
二
一
ニ

ー
一

九

〇
八）

が
、

幕

末
に

ま
と

め
た

『

国

事
雑
抄
』

に

所

収
の

文
書
で

あ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
6）

る
。

森
田
が
一

次

史
料
を

転
写
す
る

際
に

正

確
に

筆
写
し

な
い

傾
向
が

あ
る
こ

と

は

指
摘
さ

れ
て

い

る

が
、

こ

の

文
書
は

オ

リ
ジ
ナ
ル

が

不
在
の

た

め

『

国
事

雑
抄
』

に

従
っ

て

お

き
た
い

。

　

当
該
史
料
で

卯
辰
八

幡
以

外
の

四

社
は

、

安
江

八

幡
（

現
在
の

安
江

八

幡
宮
）

、

田

井
天

神
（

同、

椿
原
天

満
宮）

、

山
ノ

上

春
日
（
同

、

小

坂

神
社
）

、

才

川
神
明
（

同、

神
明

亘

と

さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

ら

の

う
ち
小
坂

神
社
は

、

明

治
維
新
以

降
、

明
治
二

二

年
（
一

八

八
九）

の

金

沢
市
成
立
に

至

る

間
、

金

沢
町
・

金

沢
市
の

外
（

北
側
）

に

位
置
し

て

い

た

た

め

本
稿
で

は

触
れ

な
い

こ

と

に

す

る

が
、

明
治

以
降

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
7）

こ

れ

ら

全
て

が

県
社
と

な
っ

て

お

り
、

近
代
の

郷
土

史
家
の

言
説
は

も
と

よ

り
、

現

在
で

も
こ

の

五

社
と
い

う

総
称
は

忘
れ

ら
れ

て
い

な
い

。

　
な
お

、

同
史
料
に

お

い

て

は
、

こ

の

五

社
の

う
ち

少
な

く
と

も

安
江
八

幡
と

山
ノ

上
春
日

の

社
人
が

百

姓
の

よ

う
な

俗
名
と

な
っ

て

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

〔
8）

い

る

の

で
、

こ

の

慶
安

時
点
で

は

吉
田

家
と

繋
が

り
が

な

か

っ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

　
さ

て
、

一

七

世
紀
後

半
以
降

、

加

賀
藩
で

は

数
回
の

寺
社
改
め

が

知
ら

れ

て

い

る

の

で
、

そ
こ

に

書
き

上

げ
ら
れ

て

い

た

金
沢
の

神

社
を

次
に

概
観
し

た

い
。

す
な

わ

ち
、

加
賀

藩
に

お

い

て

は

延

宝
二

年

二

六

七
四
）

、

貞
享
二

年
（

＝
ハ

八
五
）

、

寛

延
二

年
（
一

七

四

九）
、

文

化
三

年
（
一

八

〇
六）

の

少
な

く
と

も
四

回、

全

藩
的
な

寺
社

改
め

が

行
わ

れ
た

と

さ

れ
る

。

　
ま

ず
延
宝
二

年
の

も
の

は
、

藩
主

前
田
家
の

菩
提
所

・

祈
濤
所

、

お

よ

び

特
別
に

外
護
し

た

寺
社

、

計
五
一

の

由
緒
書
を

集
成
し

た

「

加
越
能
寺
社

来
歴
』

（

写
本
が

金
沢

市
立

図
書

館
蔵）

と

し

て

残
さ

れ

て

い

る
。

旧

来
研
究
で

は
、

藩
か

ら

見
た

「

公

的
寺
社
」

を

認
定

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　（
9＞

し
た

寺
社
改
め

と

さ

れ

て

い

た
。

　
こ

れ

ら
の

う
ち

、

金
沢
の

神

社
は

八

幡
宮
と

神
明

宮
の

二

社
の

み

が

由
来
を

提
出
し

て

い

る
。

こ

の

他
に

神

社
の

社
僧
別

当
と

し

（440） 230
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て
、

東
照
宮
別
当
・

神
護
寺
（

天
台
）

お

よ

び

稲
荷
別

当
・

真
長
寺
（

真
言
）

の
二

寺
が

、

ま

た

後
世
の

史
料
か

ら
別

当
を

し

て

い

た

可
能
性
の

あ

る

寺

院
と

し

て

玉

泉
寺
（

時
宗
）

と

観
音
院
（

真
言
）

が

由
来
を

提
出
し

て

い

る

た

め
、

金
沢
の

神
社
で

は

計
六

社
が

書

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　（
10）

き

上
げ
て
い

る

と

す

る

研

究
も

あ
る

。

し

か

し
、

こ

れ
ら
四

寺
を

も

神
社
と

関
係
づ

け

て

い

る

の

は

明
治
期
に

書
写
さ

れ

た

際
に

付
さ

れ
た

と

考
え

ら
れ

る

「

目
録
」

の

記

載
の

み
で

あ

り、

と

く
に

玉

泉
寺
に

関
し

て

は

書
き

上
げ
ら

れ
た

由
来
の

本
文
で

、

何
ら

か

の

神

社
と

の

関
連
は

全

く
触
れ

ら

れ

て

い

な
い

。

な
お

、

真
長
寺
の

稲
荷
は
、

明
治

初
期
に

神
明

宮
へ

の

合

祀
に

よ

り
廃
祀
と

な
っ

た

神

社

で
、

真
長
寺
の

方
が

寺
院
と

し

て

現

存
し

て

い

る
。

　

以
上

に

よ

り
、

五

社
の

う
ち

八

幡
宮
と

神
明

宮
の

み

が

金

沢
の

神
社
と

し

て

書
き

上
げ
て

い

た

と

捉
え

て

お

く
。

　

次
に

貞
享
二

年
の

寺
社
改
め

に

際
し

て

提
出
さ

れ

た

寺
社
の

由
緒
書
は
、

既
に

成
立
し

て

い

た

触
頭
制
を

踏
ま

え
、

宗
派
別
に

触
頭

に

よ
っ

て

ま

と
め

ら

れ
た

形
で

集
成
さ

れ
、

仏
教
各
派
お

よ

び

本
山
・

当
山
の

修
験

道
分
に

つ

い

て

は

全
て

残
さ

れ

て

い

る

ら

し

い

（

石
川

県
蔵）

。

し

か

し
、

神
社
は

藩
全

体
で

六

社
の

み

を

提
出
せ

し

め

た

と

さ

れ

る

が
、

う

ち
二

社
分
が

行
方
不
明
で

、

そ

の
一

社
が

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
11）

卯
辰
八

幡
宮
だ

と

さ

れ
る

。

　

な
お

、

明
治

維
新
以

降
に

還
俗
・

復
飾
し

た
天

台
・

真
言
寺
院
や
修

験
の

書
上
が

こ

こ

に

多
く

含
ま

れ

て

い

る

が
、

そ

の

詳
細
に

つ

い

て

は

神
仏
分

離
以
降
を

概
観
す
る

次
節
で

見
る
こ

と

に

し

た
い

。

　
こ

の

他
に

貞
享
の

寺
社
改
め

に

伴
う

由
緒
書
集
成
と

し

て
、

さ

ら
に

次
の

二

種
が

あ
る

。

ま
ず

、

藩
主
の

菩

提
所
の

他
に

、

寺
社
領

を
与
え
て
い

る

寺

社
の

由
来
書
の

写
し

を
貞

享
四

年

⊃

六

八
七）

に

提
出
さ

せ

た

と

言
う
前
書
き

の
、

『

寺
社
由
来
』

釜
沢

市
立

図
書
館

蔵）

で

あ
る

。

こ

れ

に

は
、

下
白
山
（

現
在
の

白
山
比
嘩
神
社
）

を

は

じ
め

加
賀
能
登
の

神
社
が
い

く
つ

か

収
め

ら

れ

て

い

る

が
、

金
沢
の

　
　
　

　
　
　

　
　
　〔
12）

神
社
は

含
ま

れ

て
い

な
い

。
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も

う
一

つ

は
、

寺
社
改
め

の

あ
っ

た
と

同
じ

貞
享
二

年
に

提
出
さ

れ

た

と
い

う
、

加

賀
・

能
登

・

越

中
三

国
の

計
一

一

の

神

社
と

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

蹴

本
山
・

当
山
の

山
伏
頭
五

寺
の

由
緒
書
を

集
成
し

た

『

御
領
国
神

社
来
歴
』

（
金

沢
市
立
図

書
館
蔵
）

で
、

こ

れ

に

は

五

社
の

う
ち

卯
辰
八

幡
宮
と

神
明
（
目

盗
萼
る

社
名
で・

本
文
に

は

才
川

神
明

社
と

あ
る）

の

二

社
が

含
ま
れ

て
い

樋
・

な

お
・

同
史
料
の

集
成
の

根
拠
も

・

圃

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14）

旧
来
研
究
に

よ

れ

ば

寺
社

領
を

与
え
ら
れ

た

こ

と

な

ど

と

す
る

が
、

上

記
『

寺
社
由
来
』

の

よ

う
に

史

料
中
に

そ

の

旨

付
記
さ

れ
て
い

る

訳
で

は

な
い

。

　

以
上

、

貞

享
の

寺
社
改
め

に

つ

い

て

纏
め

る

と
、

こ

れ

に

伴
う
三

通
り
の

由
緒
書
集
成
で

は
、

延
宝
の

場
合
と

同
様

、

卯
辰
八

幡
と

神
明
宮
の

み
が

書
き

上
げ
て
い

た

こ

と

に

な
る

。

　

第
三

の

寛
延
の

寺
社
由

来
は

、

多
く
が

散
逸
し

た

と

さ

れ
て

い

る
。

も
っ

と

も
、

森
田

平
次
の

編
ん

だ

『

加
賀
志

徴
』

『

能
登
志
徴
』

な

ど

の

地
誌

的
著
作
に

は
こ

の

際
の

由
来
書
が

し

ば
し

ば

言

及
さ

れ

て

い

る

の

で
、

両
者
が

著
さ

れ

た

と

考
え
ら
れ

る
一

九

世
紀
末
頃

ま

で

は

完
全
に

近
い

形
で

そ

の

集
成
が

残
っ

て

い

た

と

も
考
え

ら

れ

る
。

と

は
い

え
、

金
沢
五

社
の

う

ち

延
宝
由

来
お

よ

び
三

通
り
の

貞
享
由

来
全
て

で

言
及
さ

れ

な

い

田

井
天

神
と

今
江
八

幡
に

つ

い

て
、

『

加
賀
志

徴
』

で

言
及
さ

れ
て
い

る

箇
所
を

見
る

と
、

い

ず

れ

も
寛
延
の

由

来
書
は

引
用

さ

れ
て
い

な
い

。

　

第
四

の

文
化
の

寺
社
改
め

も

か

な

り

散
逸
し

た

と

さ

れ

る

が

二

部
が

石

川
県

蔵）
、

こ

れ
も

ま
た

森
田

の

『

国
事
雑

抄
』

に

引
用
さ

れ
た

形
で

、

一

部
を

見
る
こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

時
期
に

提
出
さ

れ

た

金

沢
の

神
社
由
緒
書
で

『

国
事
雑
抄
』

に

載
る

の

は
、

順
に

野

町
神

明
・

卯
辰
八

幡
・

田

井
天

神
・

鍛

治
町

八
幡
（
現
在
の

安
江
八

幡
宮）

の

四

社
分
で

あ
る

。

な

お
、

森
田

は

小

坂
神
社
の

前
身

・

春

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
15）

日
町

春
日
を

そ

の

次
に

掲
載
し
て
い

る
。

　

以
上

、

文
化
三

年
の

由
来
書
の

残
存
状
況
か

ら

あ
く
ま

で

参
考

情
報
で

し

か

な
い

が
、

こ

の

時
期
ま

で

に

金
沢
の

五

社
（

う
ち

、

旧
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金
沢

市
域
で

は

四

社）

の

み

が
、

藩
側
か

ら
い

わ

ば
正

規
の

神
社
と

認
め

ら

れ

て
い

た

の

で

は

な
い

か
、

と

推
定
で

き

よ

う
。

　
こ

れ
に
つ

い

て
、

一

九

世
紀
に

関
し

て

藩

側
の

視
点
で

書
か

れ

た

補
足
デ

ー

タ

を
二

つ

ほ
ど

掲
げ
て

お

き

た
い

。

一

つ

目
は

、

文
化

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
16）

三

年
の

由
緒
書
き
上

げ
と

ほ

ぼ

同
じ

成
立
時

期
と

考
え
ら
れ

る

『

三

州

寺
号
帳
』

（
金
沢
市
立

図
書
館
蔵
）

の

う
ち

の
、

「

神
号
帳
」

。

卯
辰

八

幡
の

神
主
で

あ
る

厚
見

摂
津
守
が

、

自
ら

の

触
下
と

し
て

金
沢

・

小

松
な

ど

の

計
一

五

社
を

書
き
上

げ
て

い

る

が
、

金
沢

分
は

自
社

で

あ
る

卯
辰
八

幡
の

他
、

天

神
（
田

井
天

神
の

こ

と
）
、

八

幡
宮
（

安
江
八

幡
の

こ

と）
、

神
明

宮
の

計
四
社
で

あ
る

。

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
17）

　
二

つ

目
は
、

天

保
元

年

二

八
三

〇）

に

成
立
し

た

と

考
え

ら
れ

る

藩
選
地

誌
『

加
越
能
三

州
地

理
志

稿
』

で

あ

る
。

同
書
は

郡
別

に

編

集
さ

れ

て

い

る

の

で
、

金
沢
城

下
の

寺

社
は

石
川

郡
と

河
北
郡
に

分
か

れ
て

解
説
さ

れ
て

い

る
。

石
川

郡
の

「

神
廟
」

の

項
に

は

白
山
比

嘩
神
社
を

筆
頭
に
一

九
社

、

河
北
郡
の

同
じ

項
に

は
一

六

社
が

掲
載
さ

れ

て

い

る

も
の

の
、

金
沢
城

下
に

位
置
す
る

の

は

石
川

郡
の

神
明
祠
・

八

幡
祠
（
安

江
八
幡
の

こ

と
）

・

天

神
祠
（
田

井
天

神
の

こ

と）
、

河
北

郡
の

卯
辰
八

幡
祠
と
い

う
、

計
四

社
の

み
で

あ
る

。

　

以
上
の

よ

う
に

、

藩
政
期
初
頭
か

ら

幕
末
ま

で

金
沢

城
下
に

お

い

て

藩
か

ら

認
識
さ

れ

て
い

た

神
社
は

、

い

わ

ゆ

る
五

社
し

か

存
在

せ

ず
、

そ

の

う
ち

旧
・

金

沢
市
域
に

含
ま
れ

て

い

た
の

は
、

現
在
の

小
坂

神
社
を

除
く
四

社
で

あ
っ

た

こ

と

を

見
て

き

た
。

金

沢
で

は

明
治

維
新
に

際
し

て
、

神
仏
分

離
に

伴
っ

て

天
台
真
言
僧
や

修
験
の

復

飾
に

よ

り

神
社
数
が
急

増
す
る

こ

と

に

な

る

が
、

そ

の

詳
細
は

次
節
以
降
で

検
討
し

た

い
。

　
　

　
　
三

　
神
仏
分
離
以
降
の

金
沢
の

神
社

−
概

観
お
よ

び

近
世
の

実
態
と
の

懸
隔

−

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
醐

神
仏
分

離
直
後
に

お

け

る

金

沢
の

神

社
に

つ

い

て

は
、

詳
細
な

同
時
代
史
料
が

ほ

と

ん

ど

見
ら
れ
な
い

。

こ

の

因
と

し

て

考
え
ら
れ

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
嬲

る

の

は
、

明
治
初
期
に

神
社
に

つ

い

て

著
さ

れ
た

の

が
ほ

と

ん

ど

式

内
社
の

比

定
に

ま
つ

わ

る

考
証
で

あ
っ

た

の

に

対
し
、

旧
金
沢

市
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　（
18∀

域
に

式

内
社
が

ほ

と

ん

ど

存
在
し

な
か

っ

た

（

式
内
論

社
が
一

社
の

み
）

こ

と

で

あ
る

。

　

全

国
的
に

も
、

明
治
四

年
（
一

八
七

こ

ま

で

の

デ
ー

タ

に

基
づ

い

て

栗
田

寛
が

編

纂
し

た

『

神
祗

志
料
』

（
一

八
七
三
）

が
、

ま

た

明

治
七

年
（
一

八
七

四）

の

教
部
省
に

よ

る

調
査
に

基
づ

い

て

編
ま

れ

た

『

特
選

神
名
帳
』

（
一

八

七

六
）

が
、

そ

れ
ぞ

れ

刊

行
さ

れ

て

い

る
。

し

か

し
、

い

ず
れ
も
延

喜
式
内
社
を
主
な

対
象
と

す
る

も
の

で

あ
っ

た
た

め
、

金
沢
の

神
社
は
一

社
も

言
及
さ
れ

て
い

な

い
。

　
こ

う
し

た

同

時
代
史

料
で

は

な
い

が
、

前
節
で

言
及
し

た

郷
土

史
家

・

森
田

平
次
の

弟
子
に

あ
た

る

郷
土

史
家
で

、

大
正
五

年
（

一

九
一

六
）

か

ら

ほ

ぼ

独
力
で

『

稿
本
金

沢
市
史
』

の

編
纂
に

当
た

っ

た

和
田

文

次
郎

2
八

六
五

−
一

九
三

〇）

が
、

一

九

二

三

年

刊
の

同

市
史
社
寺
編
で

明
治
初
頭
の

金

沢
の

神
社
に

つ

い

て

概
略
し

て

い

る

の

で
、

少
し

だ

け

見
て

お

こ

う
。

上

知
令
（

施
行
は

明

治
四

年
）

以

降
に

な
っ

て

し

ま

う
が

、

和
田
に

よ

る

と

明

治
五

年
（
一

八

七

二
）

に

石
川

県
庶
務

課
が

県
下
各

区
の

郷

社
・

村

社
を

定
め

た

際
、

前

年
の

郷
社
定

則
に

基

づ

い

て
一

区
毎
に

郷
社
を

置
き

、

他
を

村
社
と

し

よ

う
と

し

た

が
、

郷
社
が

欠
け

る

区
も

あ
っ

た

と

言
う

。

　

金
沢
に

お

け

る

区
の

配

置
は

紆
余

曲
折
を

極
め

、

明
治
五

年
の

も

の

は

既
に
一

度
改

変
さ

れ

た

後
の

形

態
ら

し
い

が
、

第
八

区
か

ら

第
一

四

区
の

計
七

区
と

な
っ

て

い

た
と

さ

れ

る
。

和
田

に

よ

る

と
、

こ

れ

ら
の

う
ち

第
八
・

第
九

・

第

＝
二

・

第
一

四

区
に

は

郷
社
が

充
当
さ

れ
て

い

た

が
、

他
の

三

区
は

隣
の

区
に

位

置
し

て

い

た

郷
社
の

兼
帯
だ
っ

た
と

言
う

。

こ

れ
ら
四
つ

の

郷

社
（

う
ち
二

社
が

、

藩
政
期
の

五

社
で

あ
っ

た

神
明

社
を

改
称
し

た

泉
野

神
社
と

、

安

江
八

幡
）

の

他
に

、

和
田

は

村
社
を
一

四

社
あ
げ
て

い

る
。

な
お

、

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
19）

藩
政
期
に

卯
辰
八

幡
で

あ
っ

た

宇
多
須
神
社
は

村
社
と

さ

れ
て

い

る

が
、

田

井
天
神
は

な
ぜ

か

村
社
に

も
あ

げ
ら

れ
て

い

な
い

。

と

も

あ
れ

、

金
沢
の

神
社
は

藩
政
期
の

五

社
（

旧
・

市
域
で

は

四

社
）

か

ら
、

計
一

八
社
に
一

気
に

増
加
し

た
こ

と

に

な
る

。

　

和
田

が

書
き

記
し

た
デ
ー

タ
は

明

治
初
期
の

戸
籍
区
と

郷

社
と

の

対
応
な
ど

興
味
深
い

問
題
を

含
む

も

の

の
、

同
時
代
史
料
で

は

な

い

の

で

個
別
の

神
社
名
な

ど

は

割
愛
し

た
い

。

さ

ら

に
、

明
治
一

二

年
（
一

八

七
九）

頃
か

ら

全

県
的
に

神
社

明
細

帳
の

作
成
が

行
わ

（444） 234
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（
20）

れ
て

お

り
、

こ

の

明
細
帳
は

現
存
し

て

い

る

（

石

川

県
所
蔵
）

。

し

か

し
、

か

つ

て

は

皇

學
館
大
学
の

『

式
内
社
調

査
報

告
』

石
川

県
分

で

し
ば
し

ば

言
及
さ

れ

て

い

た

よ

う
に

、

研

究
用

途
の

利
用
に

対
し
公

開
し

て

い

た

ら
し
い

の

だ
が
、

現
在
は

現
行
の

宗
教
法

人
の

活

動
に

障
害
を

与
え

る

こ

と

と

個
人

情
報
に

も

関
わ

る

と

い

う
理

由
で

、

明
細
帳
の

由
緒
の

項
目
な
ど

は

非
公

開
（

コ

ピ

ー

を

請
求
す
る

と
、

そ
こ

が

墨
塗
り

状
態
で

出
て

く
る

）

と

な
っ

て

し

ま
っ

た
。

　
そ
の

代
わ
り

に

若
干
の

縁
起
を

含
む

同
時

代
史
料
と

し

て
、

神
仏
分
離
か

ら

さ

ら

に

年
月
を

経
て

し

ま

う
が

、

明
治
一

四
年
（

一

八

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
れ　

八
一
）

に

内

務
省
に

提
出
さ

れ
た
『

皇
国
地
誌
・

金
沢

区
誌
』

を

参
照

す
る

こ

と

に

し
た
い

。

表
1
に

、

同

史
料
に

掲
載
さ

れ

て

い

る

全

神
社
を

、

社
格
に

よ
っ

て

分
類
し

た

も
の

を
示

す
。

招
魂
社
以

外
の

頭
に

振
っ

た

番
号
は

同
史
料
へ

の

掲
載
順
で

あ
り

、

以

下
の

論

述
で

も

使
用
し

た
い

。

　
こ

れ
ら
の

う
ち

、

こ

の

時
点
で

県
社
だ
っ

た

 
尾
山

神
社
は

、

五

社
の
一

で

あ
っ

た

藩
政
期
の

卯
辰
八

幡
宮
に

合
祀
さ

れ

て
い

た

藩

祖
・

前
田

利
家
を

、

既
に
一

部
が

破
壊
さ

れ

て

い

た

金

沢
城
址

の
一

区
画
に

、

明
治
六

年
（
一

八
七
三
）

祭
神
と

し

て

遷

座
せ

し

め

た

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
22）

神
社
で

あ
る

。

二

〇
世

紀
初
頭
の

明
治
三

五

年
（
一

九

〇
二
）
、

度
重
な

る

昇
格
運

動
が

実
り

、

別
格
官
幣

社
と

な
っ

た
。

　
さ

て
、

表
に

振
っ

た

番
号
の

よ

う

に
、

こ

の

明
治
一

四

年
時

点
で

は

招
魂

社
を

除
く
と

、

金

沢
に

計
三

〇

社
が

存

在
し

て

い

た
こ

と

が

分
か

る
。

皇
国
地
誌
の

デ
ー

タ

が

こ

の

時
点
に

お

い

て

正

確
だ
っ

た
こ

と

を

期
待
す
る

し
か

な
い

が
、

神
社
数
に

つ

い

て

は

ま

だ

流

動
的
な

部
分
が

あ
る
こ

と

を

付
記
し

て

お

き

た
い

。

と
い

う
の

も
、

 
児
安

神
社
は

こ

の

時
点
で

は
金

沢
区
に

入
れ

ら

れ

て

い

た

が
、

明
治
二

二

年
の

金

沢
市
成
立
に

際
し

て

は

市
外
と

な
っ

た

（

現
在
は

、

市
内
に

入
っ

て
い

る
）

。

ま

た
、

 
出
雲

神
社
と

 
卯
辰
神
社

は
、

神
社
合
祀
の

時
期
に

各
々

が

 
曲
豆

田

白
山
神

社
お

よ

び

 
曲
豆

国
神

社
に

合
祀
さ

れ

た
こ

と

に

よ
り

、

少
な

く
と

も

史
料
上
か

ら
は

消
え
て

し

ま
う
か

ら

で

あ
る

。
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表 1 皇 国地誌 ・ 金沢区地誌
＊

掲載分全神社

社格 記載数 詳細 （丸括 弧 内 に、寺院 も し くは修験 を旧別当 と記す場合 を付記）

県社 1   尾 山神社

郷 社 10   石 浦 （真言）   安江   椿原   泉野   犀川 （修験 ）   豊 国 （真言）

  金 沢   久保 市乙剣 （真言）   尾崎 （天台）   泉野菅原 （寺 ）

村社 12   豊 田白山 （寺）   白鬚 （真言）   藤棚 白山 （修験）   諏訪 （真 言）

  闕野 （修験）   泉八 幡 （修験 ）   市媛 （寺）   小橋菅原 （修験）

  出雲 （天 台）   児安   卯辰   卯辰前

無格社 7   八 幡 （修験）   八 坂 （修験）   浅野川稲荷 （修験 ）   松尾 （真言 ）

  菅原   琴平   菅原

そ の他 1 招 魂社

（
＊M14 。1881 内務省地 理局 へ 提 出　『石 川県史資料　近代編』 1、1974所収）

　
こ

の

皇

国
地
誌
で

は

神
社
毎
に

簡
単
な

縁
起
が

付
記
さ

れ
て

い

る
こ

と

が

多

く
、

そ

の

う
ち

社
僧
別
当
な
ど

が

記
さ

れ

て
い

る

場

合
を

表
1
に

丸
括

弧
で

付

記
し

て

お

い

た
。

別
当
の

固
有
名
詞
に

つ

い

て

は

割

愛
し

た

が
、

表
に

見
ら

れ

る

よ

う
に

宗
派
が

明
記
さ

れ

て
い

な

い

場

合
（

  、

 
と

 ）

が

あ
る

し
、

修

験
（

  、

 
、

 
、

 
、

 
、

 
、

 
、

 ）

に

つ

い

て

は

本
山

・

当
山
の

区

分
が

全
て

無

記
載
で

あ
る

。

そ
こ

で
、

金

沢
に

お

い

て

神
仏
分

離
に

よ
っ

て

別

当
が

還
俗
・

復
飾
し

て

神
社
神
職
と

な
っ

た

と

さ

れ

る

ケ

ー
ス

に
つ

い

て

は
、

別
の

史

料
に

依
拠
す
る

方
が

妥
当

性
が

高
い

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
。

　
そ

こ

で

想
起
さ

れ

る

の

が
、

さ

ら
に

時
代
が

下
る

も

の

の
、

前
節
で

『

国
事

雑

抄
』

に

つ

い

て

見
た

郷
土

史
家
・

森
田

平

次
が

明
治
二

九

年

2
八

九

六）

に

編
纂
し

た

『

加

賀
諸
神
社
縁
起
』

で

あ
る

。

同
史
料
は

、

森
田

が

旧
・

加
賀

国
内
の

神
社

・

計
五

六

社
の

近

世
縁
起
を

筆
録
し
、

集

成
し

た

と

い

う
形

式
と

な
っ

て
い

る

も
の

で
、

収
録
さ

れ

て

い

る

縁
起
は

元
禄

年
間
か

ら

嘉
永
年
間
に

　

　
　

　
〔
23）

及
ん

で

い

る
。

加
賀
藩
士

出
身
の

森
田

は

明
治

九

年
（
】

八

七

六）

に

官
界

を

去
る

ま

で

は
、

石
川
県

社
寺
係
な

ど

と

し

て

白
山
の

仏

体
下
山
や

県
内
の

神
社

調
査
な

ど

に

尽

力
し

た

こ

と

で

知
ら
れ

て

お

り
、

こ

の

縁
起
集
も

役
人
と

し

て

の

そ

う
し

た

公

務
の

過

程
で

、

各
神
社
所
蔵
の

文
書
を

筆
録
し

た
手

稿
を

集
成

（446）　　236
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神仏分離後 に語 られ た 藩政期 の神社 と社僧

し

た

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
。

　

我
々

の

関
心
は

各
社
の

縁
起
そ

の

も
の

で

は

な

く
、

神
仏
分
離
後
の

神
社
と

旧
・

別
当
と

の

対
応
で

あ
る

の

で
、

表
2
で

同
史
料
所

収
の

縁
起
に

別
当
と

し

て

署
名
し

て

い

る

寺
院
・

修
験
を
、

表
1
の

皇

国
地
誌
と

対
照
さ

せ

て

み

た
。

さ

ら
に

、

先
に

表
1
で

示

し

た

う

ち

 
犀
川

神
社

、

 
藤
棚
白
山
神
社

、

 
泉
八

幡
神

社
と
い

う
三

社
は

森
田
の

縁
起
集
に

収
録
さ

れ

て

い

な
か

っ

た

が
、

他
の

典
拠

に

よ

り
別

当
名
が

分
か

る
の

で
、

表
2
に

追
記
し

て

お

い

た
。

一

方
で

森
田

の

縁
起

集
に

は
、

旧
・

金
沢

城
下
に

あ
り

明
治

初
頭
に

廃

祀
と

な
っ

た

と

さ

れ

る

神
社
の

旧
・

別
当
に

よ

る

縁
起
が

他
に

四

点
ほ

ど

あ
げ
ら
れ

て

い

る

が

（

う
ち
一

件
が

、

先
に

延
宝

来
歴
に

つ

い

て

見
た

、

泉
野

稲
荷
社
の

別

当
・

真
長
寺
）

、

明
治
一

四

年
時
点
の

『

皇

国
地

誌
』

に

は

当
然

言
及
さ

れ

な
い

の

で
、

煩

雑
に

な

る

た

め

こ

ち

ら
は

割
愛
す
る
こ

と

に

し

た
。

　

以
上
を

踏
ま

え
、

表
2
の

別
当

名
を

表
1
の

宗

派

名
な

ど

を

参
考
に

し

つ

つ
、

前
節
で

見
た

延
宝

期
の

『

加
越
能
寺
社
来
歴
』

（
表

で

は

延
宝

来
歴
と

略）

や

貞
享
期
の

都
合
三

通
り

（

う
ち
一

通

り
は

宗
派

別）

の

寺
社
由
来
（

同
じ

く
、

貞
享
由
来
と

略
）

、

お

よ

び

雄
山
閣

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
24）

か

ら

写
真
製
版
が

刊
行
さ
れ

て

い

る

『

江
戸
幕

府
寺
院

本
末
帳
集
成
』

と

対
応
さ

せ

た

デ

ー

タ

を
、

表
2
の

左
か

ら

四

列
目
以

降
に

追

記
す
る
こ

と

に

し
た

。

　
な

お
、

 
に

関
し
て

は

表
1
と

2
で

別
当
寺

院
の

宗
派
が

異
な
っ

て

い

る

が
、

皇

国
地
誌
で

も

名
称
は

福
寿
院
と

さ

れ

て

お

り
、

当

院
は

他
史
料
で

も

本
山

派
と

さ

れ
る

の

で
、

真

言
と

い

う

宗
派
は

皇
国
地
誌
の

誤
り

だ
っ

た

と

思
わ

れ
る

。

ま

た
、

 
と

 
双

方
の

別

当
と

し

て

観
音
院
（

真
言
）

が

あ
げ
ら

れ

て

い

る

の

は
、

森
田
の

縁
起

集
に

基
づ

く

も

の

で

あ
る

。

 
市
媛
神
社
に

つ

い

て

『

皇
国
地

誌
』

で

は
、

元

和
九
年
（

一

六
二

三
）

以

降
「

観
音
院
（

今
曲

豆

国

神
社
）

境

内
二

移
ス
」

と

あ
る

も
の

の
、

そ

の

近

世
お

よ

び

明
治

初

頭
の

動
向
は

今
ひ

と

つ

明
ら
か

で

な
い

。
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表 2 森田平次 『加賀諸神社縁起』に載る金沢の 神社中、 旧別当を寺院 ・ 修験 とする もの

　　　　　　　　　 〔明治初頭 に合祀 な どに よ り廃祀 と な っ た神社は 除 く）

表 1 の

番号

神 社 名 （『加 賀
諸神社縁起 』所

収の 名称、同史

料以 外の 出典 は

丸括 弧）

別 当名 （r加賀

諸神社縁起 』以

外 に よ る場合、
出典 を付記）

貞享由来の 提出
区分 （由来の 主

語が 「当社」の

場合、そ の 旨付

記 す る）

貞享由来で の 土

地言及

『江戸幕府寺院
本宋帳集成』（雄

山閣）の 掲載箇

所

  石浦 山王社 慈光 院 真 言宗 本多屋 敷 内 古義真 言宗 ・高

野山末 （上 巻）

（  ） （犀川神社） 観蔵院 （皇国地

誌）、宝久寺 （稿
本金 沢市史社寺

編）

本山派 ・山伏頭

（ただ し、宝久

寺 の 前身 ・蓮華

院に つ い て ）

地子地
一

  卯辰山王社 観音院 真言宗 利常に よ る塔建

立

古義真言宗 ・高

野 山未 （上巻）

  窪市 乙剣神社 法住坊 真言 宗 屋敷 を拝領 古義真 言宗 ・高

野 山末 （上巻）

  金沢東照 宮 神護寺 （天 台宗） （提出な し、延
宝来歴に書 き 上

げ）

（御供米 120石、
と三 州寺号帳 に

あり）

天 台宗 ・東叡 山

末 （上 巻）

  泉野 天満宮 玉泉寺 （時宗） （提出な し、延

宝来歴に書 き上

げ）

（寺領 60石 を拝

領 、 と延 宝来歴
に あ り）

時宗 ・清浄光寺

末寺 （中巻 ）

  金沢三社白山 常光寺 天台宗 宮屋敷 は拝領地 天台宗 ・西養寺

末 （上 巻）

  木新保 白鬚社 持明院 真言宗（た だ し、

「当社」の 由来）

300歩の 屋 敷地

を拝領

古義真言宗 ・高

野 山末 （上 巻）

（  ） （藤棚 白山神社） 教学院 （皇国地

誌）、教覚院（貞

享由来）

当山派 地子地 一

  泉野諏訪神社 理澄院 真言宗（た だ し、

「当社」の 由来）

屋敷を拝領 古義真言宗 ・高
野 山末 （上巻）

  闕野神社 金剛寺、金剛院

（貞享 由来）

当山派 地子地 一

（  ） （泉八 幡神社） 宝高寺 （皇国地

誌）、 宝高院（貞

享由来）

当山派 地子地 一一

  金沢市姫神社 観音院 真言宗 利常に よ る塔建

立

古義真言宗 ・高

野 山末 （上 巻）

  金沢小橋天 神 福蔵院 当山派 御替地 の 宮地 を

拝領云 々

一

  豊 田郷出雲社 出雲寺 天 台宗 （た だ し、

「当社」の 由来）

宮地三段 拝領 →

作地 に

天 台宗 ・神護寺

末 （上 巻）

  寺地天王社 宝光寺、願行寺

（皇国地誌）

本 山派 ・山伏頭

（願行寺）

70 間四方拝領 一

  浅野川稲荷社 天道寺 当山派 ・山伏 頭 地子地→ 替地 を

拝領云 々

一

  卯辰松尾明神 福寿院 本 山派 地子地 一
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神仏分離後 に語 られ た藩政期の 神社 と社僧

　

以
上

の

よ

う
に

表
2
に

掲
載
さ

れ

た

全
一

八

ケ

ー

ス

の

う
ち

、

藩

政
期
に

そ

の

別
当
で

あ
っ

た

と

さ

れ

る

の

は

真

言
寺

院
が

六

寺

（

う
ち
、

観

音
院
が

重

複）
、

天

台
が

三

寺、

時

宗
が
一

寺
、

本
山

派
修
験
が

三
、

当
山
派
が

五

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

こ

れ

ら

寺

院

や

修
験
の

う
ち

、

復
飾
せ

ず
に

現
存
し

て
い

る

持
明
院
（

 
の

別
当
）

、

明

治
初
頭
に

火

事
に

よ

り

焼
失
し

、

後
に

再
興
さ

れ

た

と

い

う

伝
承
の

玉

泉
寺
（

 
の

別
当
）

の

二

寺
を

除
い

て
、

復
飾
し

た

と

さ

れ
て

い

る
。

な

お
、

修
験
以
外
の

真
言

・

天
台

・

時

宗
の

寺
院

計
九
寺
は
、

全
て

『

江

戸
幕
府
寺

院
本

宋
帳
集
成
』

に

掲
載
さ

れ

て
い

る

こ

と

を

確
認
で

き

る
。

　
さ

ら

に
、

貞
享
由

来
に

は

家
屋

敷
や

境
内
地
の

あ
り
方
に

つ

い

て

言
及
さ

れ

て
い

る

も
の

が

あ
る

の

で
、

表
の

五

列

目
に

付
記
し

て

お

い

た
。

こ

の

時
期
に

由
来
を

書
き

上

げ
た

全
｝

七
ケ

ー
ス

の

う
ち
、

  、

 
、

 
、

 
、

 
の

別
当
の

書
き

上

げ
で

は

「

地

子
地
」

と

明
記
さ

れ
て

お

り
、

こ

の

五

者
は

み

な

修
験
で

あ
る
が

、

他
の

全
て

は

何
ら

か

の

形
で

家

屋
敷
な

ど

を

拝
領
し

た
こ

と

が
主

張
さ

れ

て

い

る
。

と

は
い

え
、

拝
領
し

た

屋

敷
地
以

外
の

石

高
な

ど

を

明

記
し
て

い

る

の

は
、

延
宝

来
歴
に

書
き

上

げ
て

い

た

 
（

と

 
）

、

 
、

 
そ

れ

ぞ

れ
の

別
当、

つ

ま

り

観
音
院
・

神
護

寺
・

玉

泉
寺
の

み

で

あ
る

（

観
音
院
は
、

前
田

氏
に

よ

る

塔

修
理
）

。

寺
社
領
研

究
の

成
果
と

し

て

知
ら
れ

る

安

藤
宣
保
の

『

寺
社
領
私
考
』

で

も
、

こ

れ

ら
を

現
・

石
川

県
内
の

黒

印
地
・

除
地
と

し

て

リ
ス

ト

ア
ッ

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
25）

プ

し

て

い

る

の

で

（

た
だ

し
、

観
音
院
は
豊

国
社
領
扱
い
）

、

貞
享
由

来
に

の

み

書
き

上
げ
て

い

た

他
の

別
当
寺
院
は

黒

印
地

・

除

地

で

は

な

か

っ

た

か
、

も
し

く
は

そ

れ
に

準
ず
る

位
置
づ

け

だ
っ

た

と

見
な

し
て

お

き

た
い

。

　

ま

た
、

森
田

の

縁
起

集
は

全
て

別
当
が

「

当
社
」

な
ど
の

縁
起
を

書
き

上
げ
た

形
式
と

な
っ

て
い

る

も
の

の
、

森
田

の

筆
写
が

正

確

で

な
い

傾
向
は

先
に

も

見
た

通
り

で

あ
り

、

延
宝

・

貞
享
の

由
来
に

基
づ

く

限
り

、

表
の

四

列
目
の

よ

う
に

 
 
 
の

各
別
当
を

除
い

て

は
、

自
ら
の

寺
院
も

し

く
は

修
験
の

由
緒
を

語
っ

た

も
の

と

な
っ

て

い

る
。

　

以
上

か

ら
、

表
2
の

別
当
の

多
く
が

現
代
の

観
点
か

ら
は
、

確

固
た

る

神
社
に

従
属
的

存
在
と

し

て

奉

仕
し

た

社
僧
の

よ

う
に

見
え
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る

か

も
し

れ

な
い

が

（

そ

し

て
、

そ

の

よ

う
な

見
方
の

起

点
に

森
田
の

縁
起

集
が

あ
る

の

だ
が
）

、

藩
政
期
の

実
態
と

し

て

は

寺
院
と

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
脚

し

て

寺
社
領
を

付

与
さ

れ

る
か

そ

れ

に

準
ず
る

扱
い

を

蒙
り
、

境
内
に

さ

さ

や
か

な

鎮
守
社
を

祀
る

よ

う
な

形
態
だ
っ

た
ケ

ー
ス

が

か

な
り

多
い

の

で

は

な
い

か

と

考
え

ら
れ

る

の

で

あ
る

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
剛

　
こ

の

点
に

つ

い

て

さ

ら

に
、

次
節
で

神
仏
分
離
以
降
の

言
説
が

そ

う
し

た

近

世
の

実
態
を

歪

曲
す

る

志
向

性
を

持
っ

て
い

た
こ

と

を

見
た

い
。

　
　
　

　
四

　
森
田

平

次
の

言
説
に

お
け
る

金
沢
の

神
社
と

社
僧
別
当

　
本
節
で

は
、

神

仏
分
離
以

降
の

郷
土
史
家
の

言
説
に

お

け

る
、

藩

政
期
の

金

沢
の

神
社
と

、

そ
こ

に

別
当
と

し

て

関
わ
っ

た

と

位

置

づ

け
ら

れ

る

社
僧
や

修
験
の

描
か

れ

方
を

分
析
し

た
い

。

そ
こ

で

の

言

説
が
、

近

世
期
の

実
態
を
い

か

に

歪

め

た

先
入

見
を

我
々

に

植

え

付
け
た

か
、

明
ら

か

に

す
る

た

め

で

あ
る

。

事
例
と

し

て

と

り
あ
げ
る

の

は
、

既
に

複
数
回
言
及
し

て

い

る

郷
土

史
家

・

森
田
平

次

の

著
作、

『

加
賀
志
徴
』

お

よ

び

『

金

沢
古
蹟

誌
』

で

あ
る

。

　
藩
士

出
身
の

森
田

は
、

藩

政
期
に

既
に

『

国
事
雑

抄
』

の

よ

う
な

編
著
書
を

著
し

て

お

り
、

全

著
作
は

九
〇

点
以
上
に

上
る

と

さ

れ

　（
26）

る

が
、

時
代
的
な

制
約
か

ら

活
字
化
さ

れ
た

著
作
の

多
く
は

没
後
に

出
版
さ

れ

た
。

本
節
で

と

り

あ

げ
る

両

書
も

、

正

確
な

執
筆

年
代

は

不

明
で

あ
る

。

　
ま

ず
『

加
賀
志

徴
』

は
、

金

沢
中
心

部
を

除
い

た

（

南
か

ら
）

江
沼
・

能
美

・

石
川

・

河

北
四

郡
に

関
す
る

、

考
証

論
的
な

地
誌
で

あ
る

。

地
名
・

寺

社
名
や

史
蹟
名
勝
を

項
目
に

立

て
、

旧
加
賀
藩

内
外
の

典
籍
を

広
く
引
用
し

て

考
証
が

な
さ

れ

て

い

る
。

執
筆
時

期

は
、

別
当
の

復
飾
や

「

旧
藩
」

と
い

う
表

現
が

度
々

語
ら
れ

て

い

る

の

で

明
治

維
新
以
降
は

確
実
で

あ

り、

お

そ

ら

く

森
田

が

野
に

下
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神仏分 離後に語 られた藩政期の 神社 と社僧

り

た

明

治
九

年
（
一

八

七
六
）

以

降
の

作
と

思
わ

れ
る

。

な

お
、

一

部
に

「

金
沢

市
」

と

い

う

表
現
も

あ
る

の

で
、

同
市
制
開
始
の

明

治
二

二

年
（
一

八

八
九
）

以

降
が

成
立

下

限
と

い

う
可

能
性
も

あ
る

。

現
行
刊
本
は
上

下
二

巻
で

あ
り

、

金
沢
に

関
わ
る

項
目
は

下
巻

　

　
　
　

　
　
　

　
　（
27）

の

後
半
に

記
さ

れ

て

い

る
。

　
一

方
『

金

沢
古
蹟
誌
』

は
、

上

記
書
で

近
郊
地
区
を

中
心
に

記
述
さ

れ
て

い

た

金
沢
市

域
に

つ

い

て
、

上

記
と

似
た

項
目
の

立
て

方

に

よ

っ

て

詳
細
に

記
述

し
た

大

著
で

あ
る

。

上

中
下
三

巻
か

ら
な

る

現

行
刊
本
の

冒

頭
に

明
治
二

四

年
（

一

八

九
一
V

銘
の

序
が

あ
る

も
の

の
、

活
字
化
の

際
に

依
拠
さ
れ

た

手
稿
の

成
立
は

そ

の

時
期
で

は

な

く、

明
治
三

六

年

2
九

〇
三
）

頃
を

成
立

下

限
と

す
る

と

　（
28）

い

う
。

こ

の

よ

う
に

、

『

加

賀
志
徴
』

よ

り
は

若

干
遅
れ

て

執
筆
さ

れ
た

と

考
え

ら
れ

、

神
社
を

含
む

同
じ

対
象
を

考
証
す
る

場
合
で

も

両
者
の

記
述

姿
勢
が

し

ば

し
ば

異
な
っ

て

い

る
。

　

以
下
の

議
論
で

は
、

森
田
の

両
書
に

見
ら

れ

る

言

説
を
三

通
り
の

パ

タ

ー

ン

で

ま

と

め

て

み

た
い

。

そ

の

際
、

限
ら

れ
た

紙
数
を
生

か

す
た
め
、

引
用
や

言

及
す
る

箇
所
を

注
記
せ

ず
、

必
要
な

場
合
に

本
文
中
に

両
刊
本
の

巻
・

頁
数
を

付
記

す
る

形
と

し

た
。

書
名

は
、

各
々

『

志

徴
』

『

古
蹟
』

と

略
記
し

た
い

と

思

う
。

　
1
　
氏
神

・

産
土

神
と

い

う

位
置
づ

け
と

考
証
に
よ
る

そ

れ
と

の

矛
盾

　
ま

ず、

と

く

に

『

金

沢
古
蹟

誌
』

に

お

け

る

別
当
が

復
飾
し

て

神
社
神
職
と

な
っ

た

ケ

ー

ス

の

語
り

方
と

し

て
、

最
も
基

本
的
な
パ

タ

ー
ン

を
一

つ

引
用
し

た
い

。

両
書
と

も
で

最
も

多
く
の

頁
数
が

割
か

れ

て

い

る

神
社
の
一

、

 
の

石

浦
神
社
に

関
す
る

項
目
の

冒

頭

に
、

「

当

社
は

往
古
加
賀
郡
石
浦
郷
七

村
の

氏

神
に

て
、

石

浦
山
王

と

称
し

、

石

浦
村
に

鎮
座
す
」

と

あ
る
（
『

古
蹟
』

上、

三

二

九
頁）

。

続
け
て

複

数
の

文
献
が

引
用
さ

れ

た

後
、

「

故
に

旧

藩
中
は

石
浦
山
王

地
主

権
現
と

称
し
、

別

当
を
ば

石
浦

村
慈
光
院
と

呼
べ

り
」

（
同

、

三一
二

〇
頁）

と

し
、

城
内
の

産
土

神
で

あ
っ

た
こ

と

も

記
し

て

い

る
。
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も

う
一

つ

例
を

あ

げ
る

と
、

 
久
保
市
乙

剣
神
社
の

項
目

冒
頭
で

、

「

当
社
は

、

尾

張
町
・

新

町
・

今
町
・

中
町
等
千
百
余

戸
の

産

土

神
に

て
、

甚
だ

旧
社
な
り

と
い

へ

り
。

従
前
は

真
言
宗
法
住
坊

別
当
に

て
、

不
動
を

本
地

仏
と

な

し

来
る

処、

神
仏

混
淆
御
廃
止
に

付
き

、

明

治
元
年
「

二

月

別
当
復
飾
し

復
略）
」

（

同
下

、

四
」

○
頁
）

と

あ
る

。

　

要
す
る
に

、

本
書
が

執

筆
さ

れ

た

と

考
え

ら

れ
る
一

九
世
紀
後

半
時
点
で

の

神
社
名
を

項
目
と

し

て

立
て

、

冒
頭
に

当
該
神
社
が

位

置
す
る

地

区
の

氏

神
・

産
土

神
で

あ
る
こ

と

が

示
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

そ

の

後
、

藩
政
期
の

別
当
寺
院
を

紹
介
し

、

維
新
に

よ

り

復
飾

し
た
こ

と
を
さ

ら

に

記
す

、

と
い

う

論
述
パ

タ
ー
ン

で

あ
る

。

こ

の

パ

タ
ー
ン

で

記
述
さ

れ

て
い

る

神
社
は
、

上

記
ニ

ケ

ー

ス

の

他
に

〔
以
下

、

巻
・

頁
数
を
省
略
す
る
）

、

 
豊

国
神
社

、

 
豊

田
白

山
神
社
（
項
目

名
は

「

三

社
神
社
」）

、

 
白
鬚
神
社

、

 
藤
棚
白
山

神
社

、

 

諏

訪
神
社

、

 
闕
野
神

社
、

 
出
雲

神
社

、

 
八

坂
神
社

筒、
「

祗
園
社
」）

と

数
多
い

。

　
さ

ら

に
、

別
当
や

復
飾
・

還

俗
の

件
が
ス

ト
レ

ー

ト

に

繋
が

ら
な
い

も
の

の
、

所
定
の

地

域
の

氏

神
・

産
土

神
で

あ
る
こ

と

を

明
記

す
る

の

は
、

他
に

 
犀
川

神
社、

 
市
媛
神
社
（
同

、

「

市
姫
神
社
」

）

な

ど

が

あ
る

。

　

以
上
の

よ

う
な

言
説
パ

タ

ー

ン

の

う

ち
、

氏

神
・

産
土

神
の

く

だ

り
は

、

執
筆
時
点
の

こ

と

か

そ

の

神
社
の

本

質
な

の

か
、

曖

昧
な

表

現
に

留
ま
っ

て

い

る
。

前
者
で

あ
れ

ば

問
題
は

な
い

が
、

も
し

後
者
の

意

味
だ

と

す
る

と
、

森
田
が

上

記
の

い

く
つ

か

の

項
目
で

述

べ

て

い

る
、

当
該

神
社
の

度
重
な
る

遷
座
と

矛

盾
す
る

こ

と

に

な

る

か

ら
で

あ

る
。

　

す
な

わ

ち
、

最
初
に

言
及
し

た

 
石

浦
神
社
は

、

本
多

町
に

慶
長

七

年
（
一

六

〇
二
）

に

遷

座

す
る

前
は

長

町
に

あ
っ

た

と

さ

れ

（
『

古
蹟
』

上、

三

二

九

⊥
二

三

〇

頁）
、

長
町
の

旧
社
地
に

つ

い

て

も
重
ね

て

考
証
さ

れ

て

い

る
（
同
中、

七

i
八

頁
）

。

ま
た

、

『

加
賀
志

徴
』

で

も
、

同
年
に

遷
宮
し

た

こ

と

が

述
べ

ら

れ
て

い

る
（
『

志
徴
』

下、

二

七
四

頁）
。

さ

ら

に
、

明
治
四

年
（
一

八
七
一
）

に

郷
社
に

列
格
し

た

後
、

仏
殿

造
り
で

あ
っ

た

こ

と

と

手
狭
で

あ
っ

た

こ

と

を
理

由
に

、

明

治
一

二

年
（
一

八
七

九
）

氏
子

が

移
転
を

県
庁
に

申
し

出
、
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神仏分離後に語 られ た 藩政期の神社 と社僧

翌

年
に

近
く
の

旧
藩
士

邸
跡
の

現

社
地
へ

移
転
し

た

と

さ

れ

る

（
『

古
蹟
』

上
、

三

三
一

頁）
。

　

同
じ

く

引
用
し

た

 
久

保
市
乙

剣
神
社
も

、

元
は

今
（

執
筆
時
点）

の

新

町
に

あ
っ

た

が
、

元

和
二

年
（

一

六
一

六
）

城
下
の

町
地

立

て

替
え

に

際
し

て

卯
辰

山
に

移
さ

れ
、

金
剛

寺
の

跡
と

し

て

今
も

残
る

、

な
ど

と

す

る

（
『

古
蹟
』

下
、

四
一

〇

1
四
一

二

頁）
。

ま

た
、

現

社
地
に

さ

ら
に

移
転
し

た

の

は
、

寛
永
一

二

年
（

エ
ハ

三

五
）

に

金
沢
の

大
火
が

あ

り
、

街
割
り
が

変
わ
っ

た

後
の

こ

と

だ

と

い

う

（
「

志

微
』

下、

二

八

九
頁）

。

た

だ

し
、

後
者
は

史
実
と

異
な

る

ら

し

く
、

森
田
は

別
の

箇
所
で

、

廃
藩
置
県
の

際
、

元
の

地
に

邸
宅

を

構
え
て

い

た

西

尾
氏
が

退

却
し

た

の

で
、

乙

剣
の

氏

子
が

県
と

教
部
省
に

申
請
し

、

明
治

九

年
（

一

八
七

六）

に

卯
辰

山
の

神

殿
を

旧

地
へ

遷
宮
す

る

こ

と

が
で

き

た
、

と

し

て

い

る
（
『

古
蹟』

下、

四
｝
一

頁）
。

　
こ

の

他
、

 
豊
国
神
社

、

 
尾

崎
神
社、

 
豊
田

白
山

社
（
三

社
神
社）

や

 
市
媛

神
社
（
市
姫
神

社
）

も
遷

座
に

つ

い

て

細
か

な

情

報
が

記
さ

れ

て

い

る
。

こ

れ
ら

が

史
実
通
り

で

あ
る

な
ら
、

当
該

神
社
を

現

社
地
一

円
の

氏

神
・

産
土

神
と

し

て

位
置
づ

け

る

森
田

の

基

本
姿
勢
は

、

（

 
や

 
で

、

現
社
地
へ

の

復

座
を

当
地
氏

子
の

請
願
に

よ

る

と

す
る

も
の

の
）

自
ら
の

考
証
記

事
と

矛
盾
を

余
儀
な

く
さ

れ

る

だ
ろ

う
。

　

2
　
神
祗
の

勧
請
と

仏
教
的

宗
教
者
の

介
入

　

次
に

、

仏
教
系

宗
教
者
が

介

在
す
る

前
に

も

し

く
は

そ

の

者
の

尽
力
で

当
該

神
社
の

祭

神
が

勧
請
さ

れ

た

と
い

う

語
り
口

、

あ
る

い

は

仏
教
系
宗
教
者
の

介
在
は

語
ら

れ
な
い

ま

ま

祭

神
の

勧
請
の

み

が

語
ら

れ

る
パ

タ
ー
ン

で

あ
る

。

　

ま

ず
、

勧
請
の

み

の

例
を

見
よ

う
。

 
諏
訪
神
社
に

つ

い

て

の

別
伝
と

し
て

、

当
社
は

能
美
郡
小

松
の

諏
訪

神
社
の

神
霊
を

勧
請
し

た

も
の

で
、

前
田

利
常
が

小

松
在
城
の

折
り
に

鷹

匠
ら

に

よ
っ

て

信
仰
さ

れ

て

い

た

が
、

利
常
没

後
軽
卒
ど

も
が

金
沢
に

戻
っ

た
の

に

伴
い

、

泉
野
の

地
に

組
地
を

給
わ
っ

て

諏
訪
神
社
を

勧
請
し

た

の

だ
、

と

さ

れ

て

い

る
（

『

古
蹟
』

中、

四
八

八

頁）
。
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次
に

仏
教

系
宗

教
者
の

介
入

が

語
ら

れ

る

例
と

し

て
、

ま

ず
そ

の

介
入
の

前
に

神
の

勧

請
が

語
ら

れ
る

ケ

ー

ス

か

ら

見
よ

う
。

 
浅

野

川
稲
荷
神
社
に

つ

い

て
、

次
の

よ

う
に

あ
る

。

「

長

享
の

頃

富
樫
泰
高

、

久
安
村
に

居
館
を

造
営
あ

り
し

頃
、

彼
の

社
に

稲
荷
明
神

を

勧
請
せ

ら

れ
、

天

道
院
と
い

ふ

修
験

者
を

社
僧
と

な

し

て

奉
仕
せ

し

む
」

（
『

古
蹟
』

下
、

四
三

〇

頁）
。

　

仏
教
系
宗
教
者
が

祭
神
を

勧
請
し
た

、

と

す
る

語
り

に

つ

い

て

も

見
て

お
こ

う
。

 
豊
田

白

山
社
（
三

社
宮）

に

関
し

て
、

「

或
云

、

常
光
寺
は
も
と

白
山
の

衆
徒
に

て
、

乱
世
の

比

衆
徒
共
諸
方
へ

散

乱
し

、

其
砌

常
光
寺
の

先
代
も

白
山
を

去
て
、

後
此
三

社
の

地
に

居

住
し

、

白
山
三

社
の

神
を

勧
請
し

地
主
の

神
と

せ

し
む

が
、

遂
に

地

名
に

も

呼
た

る

な

り
」

（
『

志

徴
』

下
、

三
一

三

頁
）

。

ま

た
、

 
闕
野

神
社
の

項

目
で

は

『

山

伏
金

剛
寺
由

来
記
』

を

引
用
し

、

そ

の

元

祖
と

い

う
三

悦
坊
に

つ

い

て
、

「

慶
安
之

頃
同

村
伊

右
衛
門
与
申
者

神
明
宮
勧
請
仕

、

即
別
当
に

相
成
り

社
務
仕

来
申
候
と

あ
り

」

な

ど

と

し

て
、

今
も
欠

屋
伊
右
衛

門
と

し

て

社
辺
に

居
住
す
る

者
を

そ

の

子
孫
と

す
る
（
同、

二

四

〇

頁
）

。

　

以
上
の
よ

う
に

、

森
田

が

個
々

の

項
目
で

語
る

神
社
に

つ

い

て

そ

の

祭

神
の

勧
請
を

引
き

合
い

に

出
す

場
合、

あ
く

ま

で

勧
請
さ

れ

た

神
が

主
で

あ
る

と

位

置
づ

け
、

そ

れ

に

奉

仕
す

る

仏
教
系
の

別
当
を

従
と

見
な
し

て
い

る

（

そ

の

た

め
、

そ

れ

が

語
ら

れ

な
い

場
合

も

あ
る

の
だ

ろ

う
）

、

と

理

解
し

う
る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う

か
。

　
3
　
仏
穢
の

語
ら
れ

方

　
三

番
目
に

、

神
社
へ

の

別
当
の

介

在
を
い

わ
ゆ

る

仏
穢
と

し
て

否
定

的
に

位
置
づ

け
る

森
田
の

言
説
に

注
目
し

た
い

。

こ

の

語
が

森

田

に

よ
っ

て

明
治
前
半
に

著
さ

れ

た

排
仏
論
的
な

著
作
に

ク

リ
ー

シ
ェ

的
に

繰
り
返
さ

れ

る
こ

と

を
、

筆
者
が

か

つ

て

指
摘
し
た
こ

と

　

　
　

　

　
　

（
29）

が

あ
る

か

ら
で

あ
る

。

　

今
回

考
察
対
象
と

し
た

旧
金
沢

市
域
の

神
社
に

関
す
る

森
田

の

言
説
の

う
ち

、

「

仏
穢
」

と
い

う

語
そ

の

も

の

が

登

場
す
る

の

は
、
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神仏 分離後 に語 られ た藩政期 の 神社 と社僧

 
久

保
市
乙

剣
神

社
に

関
す
る
一

箇
所
の

み

で

あ
る

。

す
な

わ

ち
、

「

明
治
元

年
一

二

月
法

住
坊

復
飾
し

て
、

久

保
市
金

吾
と

改
称
し

て

神
職
と

成
り

、

久
保
市

山
金

剛

寺
法

住
坊
の

号
を

廃
し

、

本
尊
不
動

尊
を
ば

取
除
け

、

其
の

以

来
の

仏
穢
を

清
浄
に

な

し

た

り

け

り
」

（
『

古
蹟
』

下、

四
一

二

頁）
、

と

あ
る

。

　
こ

の

他
に

、

神
社
へ

の

別
当
の

介
在
が

否
定
的
に

語
ら

れ

る

典
型

は
、

 
石
浦
神
社
に

つ

い

て

で

あ
る

。

例
え

ば、

「

按
ず
る

に
、

石

浦
長
谷
観
音
は

、

相
殿
な

る

客
神
社
の

本
地

仏
に

て
、

山
王

は

往
古
よ

り
一

郷
の

惣

社
な

る

か

ら
、

今
に

地
主
権
現
と

は

称
す
る

な

る

べ

し
。

中
古
よ
り

仏
法
盛
な
る

ま

ま
、

諸
社
皆
僧
徒
入

込
、

本
地

仏
と
い

ふ

も

の

を

置
、

郷
民
も

仏
像
に

深
く
帰

依
し

て
、

神
社
を

ば

脇
ざ

ま

に

な
し

、

遂
に

神
社
変
じ

て

仏
閣
と

成
た

る

も
の

諸

国

多
し

」

（
『

志
徴
』

下
、

二

七
五

頁）

な

ど

と
、

諸
神
社
に

僧
徒
が

入
り

込
ん

だ
こ

と

を
「

神
社
を
ば

脇
ぎ
ま
」

と

い

う

表
現
に

よ

り

苦
々

し
く

位
置
づ

け
て

い

る
。

　
ま

た
、

排
仏
論

的
な
文

言
が

直
接
現
れ

て

は
い

な

い

が
、

現
社
地
へ

の

遷

座
前
に

あ
っ

た

観
音
堂

跡
に

関
し

て
、

「

此
の

観

音
は
、

石

浦
山
王

の

本
地

仏
に

て
、

石

浦
観
音
或
は

長
谷
観
音
と

も

呼
べ

り
。

従
前
は

此
の

観
音
を

ば

地
主

権
現
と

称
し

、

石

浦
一

郷
の

氏

神

の

如
く

成
し

来
た

れ

り
。

是
真
言
の

僧
侶
の

別
当
せ

し

ゆ

ゑ

也
」

（

『

古
蹟
』

中、

八
頁）

と
、

真
言
の

別

当
が

観
音

像
を

氏

神
の

よ

う
に

位

置
づ

け
た

の

だ
、

と

否
定
的
な

含
意
を

感
じ

さ

せ

る

表

現
で

述
べ

て

い

る
。

　
さ

ら

に
、

同
神
社
が

式
内
・

三

輪
神
社
で

あ
る

か

否
か

、

と

い

う

考
証
に

お

い

て

も
、

「

旧

説
に

曰

く、

石

浦
の

社
は
、

旧
号

石
浦

山
王

と

称
し

、

或
は

地
主

権
現
と

も

呼
べ

り

と
い

へ

ど

も
、

是
皆
後
世
の

俗

称
に

て
、

延
喜

式
神
名

帳
に

載
せ

ら
れ
し

加
賀
郡
三

輪
神

社
是
也
と

云
ふ

。

平
次

按
ず
る

に
、

石
浦
郷
七

村
の

惣

社
に

て
、

旧
藩
中
は

府
城
の

惣
巡
り

凡
そ

四

千
三

百
余
戸
の

産
土
神
に

て
、

金

沢

市
第
一

等
の

産
土

神
な
れ

ば
、

式

内
三

輪
神

社
也
と

い

う

旧
説
さ

も
あ

る

べ

し
」

（
『

古
蹟
』

上、

三

三
一

頁）

と

し

て
い

る
。

議
論
の

主

眼
は

式
内

社
の

考
証
な

の

だ
が

、

そ

の

中
で

同
ケ

ー

ス

が

権
現
社
と

し
て

呼
ば
れ
る

こ

と

に

否

定
的
な
ニ

ュ

ア
ン

ス

が
、

こ

こ

に

も
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含
意
さ

れ
て

い

る

と

思
わ

れ

る
。

ま

た
、

社
殿
の

変

遷
を

追
跡

す
る

中
で

、

文

政
元

年
（
一

八
一

八）

再
建
さ

れ
た

後
に

山
王

社
が

破

壊
さ

れ

た

の

で
、

嘉

永
元

年
（
一

八

四

八）

の

山

崩
れ
に

よ
っ

て

潰
れ

る

ま

で

の

間
は

本
地

観
音

堂
を

以
て

社
殿
と

し

て

い

た
、

と

率

直
に

記
述
し
、

そ

れ

が

地
主

権
現
と
い

う

称
の

由

来
だ

と

も
し
て

い

る

（
同、

三
｝
二

〇
1

三

三
一

頁
）

。

　

現
在
で

は

本
稿
で

と

り
あ

げ
た

金
沢
の

神
社
の

う
ち

、

 
豊
田

白

山
神
社
（
三

社
神
社）

が
ほ

ぼ

唯
一

、

今
も

残
る

寺
院
風
の

山
門

に

よ
っ

て

神
仏
習
合
時
代
の

面
影

を

わ
ず
か

に

感
じ

さ

せ

る

が
、

同
社
に

つ

い

て

『

加

賀
志

徴
』

『

金

沢
古

蹟
誌
』

と

も
三

社
と

い

う

珍
し
い

呼
称
お

よ

び

白
山

衆
徒
と

の

関
わ

り

が

話
題
に

な

る

の

み

で
、

排
仏
論
的
な

言
説
は
一

切
見
ら
れ

な
い

。

そ

れ

で

は
、

石
浦
神

社
の

ど

こ

が

森
田

を

刺
激
し

た

の

だ

ろ

う
か

。

　

森
田

の

両
書
で

の

石
浦

神
社
（
石
浦

山
王

社）

言
及
の

中
で

、

寛
延
二

年
の

由

来
書
の
一

部
が

引
用
さ

れ

る

し

（

お

そ

ら

く
、

別
当
慈

光
院
が

書
き

上

げ
た

由
来
と

思
わ

れ

る

の

だ

が
）

、

寛
永
八

年
（

一

六
三
一
）

銘
の

氏

子
地

図
も

残
さ

れ

て

い

る

と

い

う
。

そ

の

よ

う
な

典
拠
に

よ

り
一

郷
の

大
社
と

位
置
づ

け
よ

う

と

す
る

に

も

拘
わ
ら

ず
、

森
田
が

社
僧
別
当
を

否
定
的
に

位

置
づ

け

ざ

る

を

得
な

か

っ

た

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
30）

の

は
、

お

そ

ら

く

藩
政
期
の

真
言
宗
慈

光
院
が

実
際
に

は

寺
院
主

体
で

、

後

世
の

和
田
文

次
郎
の

形
容
に

よ

れ
ば

「

観
音
堂
の

鎮
守
」

と

し
て

小
さ

な

社
を

境
内
に

添
え

て

い

た

だ

け
で

は

な
い

か
、

と

考
え

ら

れ
る
か

ら

で

あ
る

。

あ
る

い

は
、

森
田

自
身
が

同
社
の

遷
座

に

つ

い

て

考
証
し

て

い

た
よ

う
に

、

一

九

世
紀
前
半
に

山
王

社
そ

の

も

の

が

不

在
と

な
っ

た
一

時
期
が

あ
っ

た

の

か

も
し

れ

な
い

。

　

そ

の

よ

う
な

近

世
の

実

態
が

、

森
田
の

考
え

る

氏

神
・

産
土

神
の

本
質
か

ら
の

顕
著
な
逸

脱
で

あ
っ

た
が

た

め

に
、

彼
の

排
仏
論
的

言
説
が

こ

の

ケ

ー

ス

に

集
中
し

た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。
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五

　
ま
と

め

　
以
上

見
て

き

た

よ

う
に

、

金
沢
の

神
社
を

巡
る

森
田

平
次
の

言
説
に

お

い

て

は
、

そ

れ
ら

が

産
土

神
の

よ

う
な

本
質
を

有
す
る

こ

と
、

そ

こ

に

社
僧
や

修
験
の

よ

う
な

本
来
の

姿
か

ら
は

ず
れ

る

存
在
が

従
属
的
に

関
わ
る

場
合
が

あ
っ

た
こ

と
、

さ

ら

に

場
合
に

よ

っ

て

は

そ

の

こ

と

が

「

仏
穢
」

の

よ

う
な

表
現
で

否
定
視
さ

れ

て
い

た
。

　
こ

う
し

た

森
田

の

神
社
論
は
、

既
に

何
度
か

参
照
し

て

き

た

弟
子

格
の

和
田

文
次
郎
『

稿
本
金

沢

市
史
社
寺

編
』

や
、

敗
戦
後
に

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
31）

度
々

森
田
へ

の

尊
敬
の

念
を

表
明
し

て

き

た

郷
土

史
家
・

民

俗
学
者
で

あ
る

小

倉
学
の

編

纂
し

た

『

神
道

大
系
』

石
川

県
分
ば
か

り

で

な

く
、

『

国
事
雑

抄
』

『

加
賀
志
徴
』

『

金

沢
古
蹟
志
』

を

校
訂
し

て

刊
行
に

こ

ぎ
つ

け
た
、

和
田

よ

り

若

干
若
い

世
代
の

郷
土

史
家

・

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
32）

日

置
謙
（
一

八

七

三

1
一

九

四
六）

の

言
説
に

よ
っ

て

も
、

拡
大

再
生

産
さ

れ

て

き

た

の

で

あ
る

。

そ
の

た

め
、

現

在
で

は

藩
政
期
の

金

沢
の

神
社
に

つ

い

て
、

純
然
た

る

神
職
が

祭

祀
を
司
っ

た

五

社
を

除
く

多
く
の

神
社
に

は

社
僧
別
当
や

修
験
が

奉

仕
し

て

い

た
、

と

い

う

見
解
が

常
識
化
し
て

し

ま
っ

た
。

　
本
稿
で

は
、

第
二

、

三

節
で

の

い

ま

だ
エ

ク

ス

テ
ン

シ

ヴ
に

留
ま

る

概
観
に

よ
っ

て
、

そ

う
し

た

見
方
が

藩
政
期
の

実
態
と

か

な
り

隔
た

る

の

で

は

な
い

か

と

の

提
唱
を

試
み

た

が
、

そ

れ

が

妥

当
か

否
か

は
、

神
仏

分
離
令
か

ら

上

知

令
に

至

る
イ
ン

テ
ン

シ

ヴ

な

実
態

分
析
が

個
々

の

神
社
に

つ

い

て

可

能
に

な

る

の

を

待
つ

し

か

な
い

。

　
そ

れ
で

は
、

本
稿
固
有
の

考
察
の

意
義
は

ど

こ

に

あ
る
の

だ
ろ

う
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
（
33）

　
一

つ

に

は
、

他
地
方
の

実
態
分
析
で

も

提
唱
さ

れ

て

い

た

点
で

あ
る
が

、

神
仏
分
離
の

中
心
に

排
仏
運
動
が

あ
っ

た

訳
で

は

な
い

こ

と

を
、

森
田

の

言
説
か

ら
も

裏
づ

け
え
た
こ

と

で

あ
ろ

う
。

前
節
で

見
た

よ

う
に
、

森
田

が

項
目
を
立
て

て

語
っ

て
い

る

多
く
の

神
社
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に

つ

い

て
、

藩
政
期
に

お

い

て

社
僧
の

よ

う
な

勢
力
が

介
入
し
た
こ

と

を

非
難
し

て

い

る

の

は
、

 
石

浦
神
社
と

 
久

保
市
乙

剣
神
社

に

関
し

て

だ
け

だ
っ

た
か

ら
で

あ
る

。

そ

し

て
、

彼
が

こ

の

両
例
に

対
し

て

否
定
的
な
こ

と

を
書
い

た

の

は
、

お

そ
ら

く

こ

の

両
者
が

近

世
に

森
田

の

考
え
る

神
社
の

本
質
と

異
な
る

性
格
を

持
っ

て
い

た

か

ら

で

は

な
い

か
、

と

前
節
で

は

推
定
し
た

。

　

も

う
一

つ

は
、

森
田
の

言
説
が

僧
・

修
験
の

復
飾
を

含
む

神
仏
分
離
政
策
を
正

当
化
す

る

イ

デ
オ
ロ

ギ
ー

を
有
し

て

い

た

こ

と

か

ら

起
き

た

問
題
で

あ
る

。

こ

う
し

た

イ

デ
オ
ロ

ギ
ー

は
、

彼
が

石
川

県
の

社
寺
係
で

あ
っ

た
こ

と

か

ら

当
然
抱
い

て

い

た

も

の

と

考
え

ら

れ

る

が
、

当

該
政
策
を
正

当
化
す
る

言
説
を
彼
が

展
開
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

逆
倒
し
た

近
世
の

神
社
像

、

つ

ま

り

復
飾
し

た
別

当
的

存
在
が

い

た

か

ら

藩
政

期
に

は

神
社
で

あ
っ

た
、

と
い

う
偏

見
を

助
長
し

た

の

で

は

な
い

か
。

　

実
際
に

加

賀
藩
の

金
沢

城
下
で

は
、

社
人
が

お

ら

ず
、

僧
や

修
験
の

み
が

関
わ
っ

て
い

た

寺
院
と

も

神
社
と

も
つ

か

な
い

宗
教

施
設

が

二

〇
以
上
も

あ

り
（

表
2
の
一

八

ケ

ー

ス

は
、

明

治
初
頭
に

廃
祀
と

な
っ

た

堂

社
の

別
当
四

ケ

ー

ス

を

省
略
し
て
い

た
）

、

藩
の

寺

社
書
き

上
げ
や

幕
末
の

藩

選
地
誌
な
ど

で

は
、

そ

れ

ら

全
て

が

寺

院
も

し

く
は

修
験
と

し

て

数
え
上
げ
ら
れ

て

い

た
。

　

そ

う
し

た
、

ま

さ

に

神
仏
習

合
的
な

宗
教
施
設
に

依
拠
し

た

仏
教
者
が

明
治
初
頭
に

何
ら

か

の

理

由
に

よ

り
復

飾
し

た

後、

森
田

が

彼
ら
を

藩

政
期
に

神
社
に

従
属
す
る

社
僧
で

あ
っ

た

か

の

よ

う
に

語
っ

た

こ

と

に

よ

り
、

金
沢
に

は

正

規
の

社
人
が

奉
仕
し

て

い

な

か

っ

た

（

本
来
的
で

な
い
）

神
社
が

数
多
く

存

在
し

て

い

た

が
、

神
仏
分

離
に

よ
っ

て

あ
る
べ

き

姿
に

戻
っ

た
、

と

い

っ

た

先
入

見
が

生

成
し
た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

注
（
1
）

辻
善
之

助
『

日
本
仏
教
史
之

研
究
」

金
港
堂

書
籍、

一

九
一

九

年、

七
一

−
七
八

頁
（
こ

の

箇
所
に

相
当
す
る

辻
の

論
文
「

本
地
垂

迹
説
の

起

源
に
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神仏分離後 に 語 られ た藩政期 の 神社 と社僧

　
　
つ

い

て
」

の

初
出
は、

一

九
〇
七

年）
。

（

2
）
　
例
え
ば、

和
田
文
次

郎
『

稿
本
金
沢

市
史
社
寺
編』

（
名
著
出
版、

一

九
七
三

年
、

初
出
｝

九
二

三

年）

の

四

頁
に
、

「

藩
政
時
代
に

は、

神
仏
混
淆

　
　

大
に

行
は
れ、

市
内
に

て

も
五

社
並
に

今
の

国
造
神
社
・

浅
野
神
社

・

児
安
神
社

等
を

除
く
の

外
は、

真
言
・

天
台
の

僧
が
、

社
僧
・

別

当
の

名
に

於

　
　
て

神
事
を

勤
め
た

る
に

て
、

そ
の

数
二

十
に

余
り
ぬ
」

と

あ
る

。

（

3
）

例
え

ば
、

安

藤
宣
保
『
寺
社
領
私
考
』

愛
知

県
郷
土
資
料
刊

行
会、

一

九
七
七

年
、

参
照

。

（

4
）

例
え

ば、

厚

見
正

秀
『
金
沢
市
内
神
社
写
真

帳
』

金
沢

市
神
職
会、

一

九
三

二

年
、

岡
野
正

策
『

金
沢

市
神
社
大
観
』

金

沢
市
神
祗
会、

一

九
四
二

　
　

年、

『

石

川
県
神
社
誌
』

石
川

県
神
社
庁

、

一

九
七
六

年
、

な

ど
。

こ

の

他、

現

在
の

市
域
に

点
在
す
る

主
な

神
社
三

五

社
に

つ

い

て

地
図
・

写
真
と

　
　
共
に

各
宮
司
に

よ

る
紹

介
を
載
せ

た
も

の

と
し
て

、

國
學
院
大

學
院
友
会
石
川

県
支
部
編
『

金
沢
城

下
町
　
社
寺
信
仰
と

都
市
の

に

ぎ
わ
い
』

北
國
新

　
　

聞
社

、

二

〇

〇
四
年、

＝一
＝

1
二

〇
八

頁、

が

あ
る

。

（

5
）
　
森
田
平
次

『

国
事
雑

抄
』

上、

石
川
県

図
書
館
協
会、

一

九
三

二

年
、

二

四

頁
。

（

6
）
　
例
え
ば、

日

置
謙
「

金

沢
古
蹟
誌
解
説
」

（
森
田

『

金

沢
古
蹟
誌
』

下
、

歴
史
図
書
社

、

一

九
七

六

年）

の

七
五
八

頁
に

、

「

そ

れ
は
原
文
の

直
接
引

　
　
用
で

は

な
く、

当
面
の

目
的
を

達
し
さ

へ

す
れ

ば
よ

い

と

し
て、

擅
に

原
文
を

変
更
し

、

若
し

く
は
そ

の

大
意
を

取
る
に

止
め

て

あ
る
こ

と
で

あ
る
」

　
　
と

あ
る

。

（

7
）

例
え

ば
、

和
田

『

稿

本
金
沢
市
史
社
寺
編
』

（
注
2
前
掲）
、

一

五

−
一

七
頁

。

（

8
）
　
も
っ

と

も、

現
在
の

こ

の

二

社、

お

よ

び
田

井
天
神
を

継
承
す
る

椿
原
天
満

宮
に

所
蔵
さ

れ

て

い

る

文

書
に

よ

る

と
、

各

社
と

吉
田
家
と

の

最
初
の

　
　

繋
が

り
を
示

唆
す
る
の

は
、

古
い

順
に

寛
永
一

七

年

2
六
四

〇）

の

神
道
裁
許
状
（
小
坂
神
社
文

書
）

、

寛
文
三

年
（
一

六
六

三
V

の

口

宣
案
（

安

　
　

江
八

幡
宮
文

書
）

、

寛
文
七

年

2

六
六
七
）

の

神
道
裁
許
状
（
椿
原
天

満
宮
文
書）

だ
と

さ
れ
る

（

『

金
沢

市
史
資
料
編

　
13
寺
社
編
』

金
沢

市、

一

　
　
九

九
六
年、

四

七
五

−
四

七
八

頁）
。

こ

の

う
ち、

本
稿
で

は

と

り
あ
げ
な
い

と

本
文
で

述
べ

た

小
坂
神
社
は、

『

国
事
雑
抄
』

に

同
社
社
人
が

「

長
兵

　
　

衛
」

な
る

俗
名
で

署
名
し
て

い

た

慶
安
を
遡
る

時
期
の

裁
許

状
と

な
る

が
、

こ

の

辺
の

事
情
は

不
明
で

あ
る

。

（

9
）
　
『

加
越
能
寺
社
由
来
』

上、

石
川

県
図
書
館
協
会、

一

九
七
四
年

、

一

〇
九
−
一

五
二

頁
。

「

公
的
寺
社
」

と

い

う
位
置
づ

け
は
、

大
桑

斉
「

加
賀
藩

　
　
の

寺
社
改
め
」

（

『

加
越

能
寺
社
由
来
』

下、

石
川

県
図
書
館
協
会、

一

九
七
五

年
）

、

六

七

五
頁、

六
七

九
頁

。

（

10
）
　
小
倉
学
「

解
題
」

（

『

神
道
大
系
神
社
編
三

三
』

神
道
大
系
編

纂
会、

一

九
八

七

年
）

、

三

〇
頁
（
加
賀
・

能
登

国
分）
。

（

11
）
　
貞
享
二

年
の

由
緒
書
上
の

内、

寺
院
と

修
験

道
分
に

つ

い

て

は、

『

加
越

能
寺
社
由

来
』

上
〔
注
9
前
掲）
、

二

二

七
−

七
六

三

頁
。

神
社

分
で

書
き

　
　
上

げ
ら
れ
た

は

ず
の

卯
辰

八
幡
宮
が

欠
損
し
て

い

る

こ

と

は、

同
書
下
巻
の

解
題

、

六

二
一

頁
を
参
照

。

．

（

12
）
　
『

寺
社
由
来
』

は
、

前
掲
『

加
越
能
寺
社
由
来
」

上、

一

五

三

−
二

二

五

頁
。
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（
13
）
　
『
御
領
国
神
社
来
歴
』

は
、

『

加
越
能
寺
社
由
来
』

下
〔
注
9

）

、

二

九
−

六
一

頁
。

（
14
）

　
注
10
の

小

倉
「

解
題
」

三
一

頁
に

『

御
領
国
神
社
来
歴
』

の

解
説
と

し
て、

由
来

書
を

提
出
し

た

主
体
に

つ

い

て
、

「

加
賀
藩
か

ら

社

領
を

与
え

ら

　
　
れ

、

し

ば

し
ば

祈
薦
を
命
じ
ら

れ
る

な
ど

特
別
の

崇
敬
社
一
一

社
」

と

あ
る

。

（
15
）

　
『

国
事
雑
抄
』

下、

石
川

県
図
書
館
協
会、

一

九
三

三

年
、

八
〇
六

−
八
一

〇

頁
。

（
16）
　
『

加
越

能
寺
社
由

来
』

上
、

九
九
−
一

〇
】

頁
。

（

17
）
　
日
置
謙
（
校
訂
）

『

加
越
能
三

州
地

理
志
稿
』

石
川

県
図
書
館
協
会、

一

九
三

四

年、

五

九
ー
六

〇
頁

、

八

九

−
九
〇
頁

。

（

18
）

　
注
2
で

も

言
及
し

た
和
田

文
次
郎
は、

「

加

賀
に

て

延
喜
式

神
名
帳
に

登
せ

ら

れ
た

る

神
社
は

四

十
二

座、

内
石

川
郡
に

在
る

も
の

十
座、

加
賀
郡

　
　
に

在
る
も
の

十
三

座、

そ
の

的
虚
の

疑
は
し
き

も
の

二

三

な

き

に

あ
ら
ざ
れ

ど
も

、

現

今
金
沢
の

地
域
内
に

在
る

も

の

な
し
」

と

し
て

い

る
〔
『

稿
本

　
　

金

沢
市
史
社
寺
編
』

一

頁、

な
お

原
文

中
で

の

式
内
社
計
二

三

社
の

列

挙
は、

引
用
に

お

い

て

割
愛
し
た）

。

（

19V

　
『
稿
本
金
沢
市
史

社
寺
編
』 、

八
−

九
頁

。

（

20V

　
『
式
内
社
調
査
報
告
　
第
十
六
巻

北
陸
道』

2
、

皇

學
館
大
学

出
版
部

、

一

九
八

五

年
、

参
照

。

（

21V

　
皇
国
地
誌
金

沢
区
分
の

活
字
化
の

う
ち、

神
社
に

関
す

る

記
述
は、

『

石

川
県
史
資
料
　
近
代

編
』

（
1）
、

石

川
県、

一

九
七
四

年、

五

三

−
六

〇

　
　

頁
。

こ

の

底
本
は

、

明
治
一

四

年
（
一

八
八
一
）

に

内
務

省
へ

上

呈
さ

れ
た
も

の

の
、

石
川

県
に

残
さ
れ
た

複
本
だ
と

い

う
。

同

県
に

お

け

る

皇
国
地

　
　

誌
の

成
立
と

残
存
状
況
に

つ

い

て

は
、

矢
ケ

崎
孝

雄
「

皇

国
地
誌
解
題
」

（
前
掲
書

、

一

−
六

頁
）

を

参
照
さ

れ

た
い

。

（

22
）
　
同
神
社
に

関
す
る

代
表

的
な

文
献
は、

北
村
魚
泡
洞
『

尾
山
神
社

誌
』

尾
山

神
社
社
務
所、

一

九
七
三

年
。

（

23
）
　
『

加
賀
諸
神
社
縁
起
』

は
、

『

神
道
大

系
神
社
編
三

三
』

（
注
10
＞

の

加
賀

・

能
登
国
分
一

＝
ニ

ー
一

八

〇

頁
に

所
収

。

（

24
）
　
寺
院
本

末
帳
研
究
会
編

『

江
戸
幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成
』

上
中
下、

雄
山
閣
出
版、

一

九
九
九

年
〔
第
二

版）
。

（

25
）
　
安
藤
官

葆
『

寺
社
領

私
考
』

（
注
3
前
掲）

、

二

八
六
−

二

八

七
頁
に

石
川
県
の

黒

印
地
・

除
地
が
掲

載
さ

れ
て

い

る
が

、

そ
の

う
ち

金
沢
の

神
社
は

　
　

 
豊
国
神
社
の

み
で

あ
り、

金
沢
五

社
は

見
ら

れ
な
い

。

他
に

本
稿

表
2
に

神
社
別
当
と

し

て

出
る

中
で

は
、

 
の

神
護
寺
（
東
照

宮
別
当
と

傍
記）

　
　
と

 
の

別

当
・

玉

泉
寺
と

い

う
二

寺
の

み

で

あ
る

。

安
藤
著
書
の

妥

当
性
は

別
に

検
討
が

必
要
だ

ろ

う
が

、

当
地
の

寺

社
領
に

関
し
て

お

そ

ら

く

唯
一

　
　
の

先
行
研

究
と

思
わ
れ
る
の

で、

明
記
し
て

お

き

た

い
。

（

26
）
　
日

置
謙
「

金
沢
古
蹟
志

解
説
」

（
注
6

）

、

七

四
七

頁、

七

五
一

ー
七

五
二

頁
。

こ

の

他
に、

詳
し

い

森
田
の

経
歴
と

書
誌
情
報
が

載
る

の

が、

『

森

　
　
田
文
庫
目

録
』

石
川

県
立

図
書
館、

一

九

九
四
年

。

（

27
）
　
森
田
平

次
・

日
置
謙
（
校
訂）

『

加
賀
志

徴
』

上

下、

石

川
県
図
書
館
協
会

、

一

九
三

六

年
。

（

28
）
　
森
田
平

次
・

日
置
謙
（
校
訂）

『

金
沢
古
蹟
志
』

上

中
下、

歴
史
図
書
社、

一

九
八

六

年
（
復
刻
版、

初
版
は
一

九
三

四
年、

金

沢
文

化
協
会
よ

り
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，

刊）
。

底
本
の

成
立

年
代
に

つ

い

て

は、

注
6
の

日

置
に

よ

る

解
説
七

五

三

−
七
五

四
頁
を
参
照

。

（
29
）
　
由
谷

「

加
賀
白

山
に

お

け
る

排
仏
論
」

（

『

山
岳
修
験
』

第
一
一

号、

一

九
九
三

年
）

。

森
田
は

、

激
し
い

廃
仏
棄
釈
を

伴
う
白

山
か

ら
の

仏
体
下
山

　

　
を
官
吏
と
し
て

指
揮
し
て

お

り、

同
論
文
で

は
、

そ

の

後
に

森
田
が

お

そ

ら

く
自
ら
の

行

為
を
正

当
化
す
る

意
図
を
も
っ

て

著
し
た
と

考
え
ら

れ

る
、

　

　
「

白
山

記
攷
証
』

お

よ
び

『

白

山
神
社
考
』

に

つ

い

て

考
察
し

た
。

（
30
）
　
和
田

『

稿
本
金
沢

市
史
社
寺

編
』

（
注
2

）

、

六
三

−
六
四

頁
の

石
浦

神
社
の

項
に
、

「

森
田

平
次
は

、

社
僧
が

本
地
仏
を

主

張
し

、

主
神
を

ば
観
音

　
　

堂
の

鎮

守
と

な
し
た
る

な
れ
ば

、

こ

れ
を

徴
證
と

す
る
に

足
ら

ず
と

い

へ

り
」

な
ど

と
あ
る

。

（
31
）
　
注
10
の

他、

小
倉
学
「

明
治
初
期
に

お

け
る

金
沢

藩
及
び

石
川
県
の

式

内
社

調
査
」

（

『

石

川
県
郷
土
史
学
会

誌
」

第
二

〇
号、

一

九
八

七

年
）

参

　
　

照。

こ

の

論
で

小

倉
は、

『

特
選
神
名
帳
』

の

編
纂
に

際
し

て

府
県
に

要
請
さ

れ
た

調
書
の

た

め
に
、

森
田

が
「

正

確
に

し

て

精
密
な
る

考
証

書
」

を

　
　

纏
め
た
こ

と

を
論
じ

、

そ

の

功
績
を

称
賛
し
て

い

た
。

（
32
）
　
日

置
謙
編
『

石

川
県
之
研

究
神
社
編
』

石

川
県
教

育
会、

一

九
一

八

年
。

（
33
）
　
田

中
秀
和
『

幕

末
維
新
期
に

お

け
る

宗

教
と

地
域

社
会
』

清
文
堂、

一

九
九
七

年、

参

照
。
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