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一
、
は
じ
め
に

　
能
登
国
と
加
賀
国
を
も
っ
て
現
在
石
川
県
が
成
立
し
て
い
ま
す
が
︑
今
年
そ

の
加
賀
国
の
立
国
一
二
〇
〇
年
の
年
と
な
り
ま
す
︒

　
律
令
国
家
の
地
方
行
政
区
画
に
お
い
て
は
︑
弘
仁
十
四
年
︵
八
二
三
︶
越
前

国
か
ら
江
沼
郡
と
加
賀
郡
を
分
割
し
成
立
し
た
最
後
の
国
︑
こ
れ
が
加
賀
国
で

す
︒
分
割
し
た
そ
の
年
︑
さ
ら
に
江
沼
郡
か
ら
能
美
郡
︑
加
賀
郡
か
ら
石
川
郡

が
分
立
し
ま
し
た
︒
加
賀
国
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
な
と
こ
ろ
が
多

く
あ
り
ま
す
︒

　
例
え
ば
︑
加
賀
と
い
う
名
称
は
ど
う
よ
う
に
し
て
付
け
ら
れ
た
の
か
︑
能
美

と
い
う
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
︑
ま
た
︑
加
賀
国
府
の
所
在
地

は
ど
こ
か
︑
さ
ら
に
加
賀
郡
を
勢
力
下
に
治
め
て
い
た
道
君
︵
ミ
チ
ノ
キ
ミ
︶

の
祖
先
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
人
物
な
の
か
の
疑
問
点
が
多
く
あ
り
ま
す
︒

　
古
代
は
史
料
の
ほ
と
ん
ど
な
い
時
代
で
す
︒
少
し
の
文
献
︵
記
紀
︑
先
代
旧

事
本
紀
国
造
本
紀
︶
と
地
元
の
言
い
伝
え
や
伝
承
︑
そ
の
地
域
と
と
も
に
歩
ん

で
き
た
神
社
の
歴
史
を
調
べ
な
が
ら
探
っ
て
い
く
こ
と
で
古
代
歴
史
を
解
き
明

か
し
て
い
こ
う
と
考
え
ま
し
た
︒

　
加
賀
国
の
ル
ー
ツ
に
な
る
神
社
を
探
り
︑
辿
り
着
い
た
の
が
石
川
県
小
松
市

に
鎮
座
す
る
滓
上
︵
カ
ス
カ
ミ
︶
神
社
で
し
た
︒
祭
神
は
垂
仁
天
皇
の
皇
子
で

あ
る
五
十
日
足
彦
命
︵
イ
カ
タ
ラ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
︑
日
本
書
紀
に
記
載
︶
と
そ

の
一
族
で
︑
霊
峰
白
山
の
山
岳
信
仰
と
繋
が
り
︑
加
賀
地
方
を
支
配
し
た
道
君

と
関
係
し
て
い
る
と
の
推
論
に
至
り
ま
し
た
︒

　
そ
こ
で
︑
こ
の
道
君
の
祖
素
都
乃
奈
美
留
命
︵
ソ
ツ
ノ
ナ
ミ
ル
ノ
ミ
コ
ト
︶

と
は
誰
か
︒
道
君
の
拠
点
を
金
沢
市
の
小
坂
の
地
と
し
ま
し
た
︒
こ
の
地
方
を

小
坂
郷
・
小
坂
荘
か
ら
探
る
加
賀
の
国
の
ル
ー
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

北
陸
開
拓
に
い
ど
む
五
十
日
足
彦
命
の
一
族
と
御
所
八
塚
山
古
墳
群 

　
　

　
　
　
　

The O
rigin of K

aga A
rea by R

esearching “K
osaka-G

o” and “K
osaka-Sho” -

The fam
ily of Ikatarahiko-no-M

ikoto

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

w
ho tried to develop the H

okuriku R
egion, and G

osho-yatsutsukayam
a ancient tom

bs-
 　

風
　
間
　
幹
　
栄

M
ikiei K

A
ZA

M
A
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昔
加
賀
郡
と
い
い
︑
丘
陵
に
は
御ご

所し
ょ

八や
つ

塚つ
か

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

群ぐ
ん

が
あ
り
ま
す
︒
前
方
後
円

墳
が
一
基
あ
る
加
賀
地
方
で
は
珍
し
い
古
墳
と
な
っ
て
お
り
︑
私
立
星
稜
中

学
・
高
等
学
校
の
校
舎
裏
山
に
あ
り
ま
す
︒

　
こ
の
御
所
八
塚
山
古
墳
群
の
埋
葬
者
は
︑
一
説
に
道
君
の
古
墳
と
も
言
わ
れ

て
お
り
︑
私
は
こ
の
説
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
︒
道
君
の
発
祥
の
地
を
白
山
麓
の

白
山
市
の
八や

幡は
た

町
や
河か
わ
ち内

町
に
求
め
て
い
る
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
ま
す
の

で
︑
こ
の
道
君
と
小
松
市
に
鎮
座
す
る
滓
上
神
社
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て

い
る
の
が
私
の
考
え
方
で
す
︒

　
御
所
八
塚
山
古
墳
群
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
今
も
大
切
に
地
域
の
子
ど
も
に
伝

え
る
べ
く
活
動
し
て
お
ら
れ

る
方
々
が
お
ら
れ
ま
す
︒
別

の
観
点
か
ら
の
見
解
と
し
て

の
私
の
考
え
も
多
く
の
方
々

に
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
に
存
じ
ま
す
︒

　
八
塚
山
古
墳
群
︵
４
号
墳

と
５
号
墳
＝
４
号
墳
︶

二
、
古
代
の
地
方
支
配
に
つ
い
て

　﹃
先せ
ん

代だ
い

旧く

事じ

本ほ
ん

紀ぎ

﹄﹁
国こ
く

造ぞ
う

本ほ
ん

紀ぎ

﹂
に
よ
る
北ほ
く
ろ
く陸
道ど
う

の
国
く
に
の
み
や
つ
こ
造
の
図
表
を
み
ま
す
︒

　
高
志
国
　
若
狭
国
造
　
角
鹿
国
造
　
高
志
国
造

　
　
　
　
　
三
国
国
造
　
江
沼
国
造
　
加
宜
国
造

　
　
　
　
　
加
我
国
造
　
羽
咋
国
造
　
能
登
国
造

【
御
所
八
塚
山
古
墳
群
の
測
量
図
】

（
小
坂
公
民
館
提
供
）

星
稜
中
学
・
高
等
学
校

石
川
県
立
金
沢
桜
丘
高
等
学
校

金沢星稜大学・金沢星稜大学女子短期大学部

【
小
坂
公
民
館
遺
跡
ク
ラ
ブ
】
　
　

（
柴
田
博
さ
ん
資
料
よ
り
提
供
）
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伊
弥
頭
国
造
　
久
比
岐
国
造

　
　
　
　
　
高
志
深
江
国
造
　
佐
渡
国
造

https://m
ononobe-m

uraji.blogspot.com
/2021/11/hokurikukokuzou.

htm
l2023/03/23

　
次
に
七
世
紀
に
設
け
ら
れ
た
石
川
県
の
行
政
区
分
を
説
明
し
ま
す
︒︵
註
①
︶
北

陸
道
に
属
し
た
越
前
国
の
支
配
下
に
は
江
沼
郡
︑
加
賀
郡
︑
羽
咋
郡
︑
能
登
郡
︑

鳳
至
郡
︑
珠
洲
郡
が
含
ま
れ
ま
す
︵
当
時
の
越
前
国
と
は
︑
福
井
県
と
石
川
県

と
い
う
広
範
囲
の
地
域
が
含
ま
れ
国
司
が
支
配
す
る
︶︒

　
そ
の
支
配
組
織
に
は
︑
国
↓
郡
↓
里
が
あ
り
︑
七
一
五
年
里
は
郷
に
改
称
︑

郡
︱
郷
の
も
と
に
里
が
置
か
れ
郷
里
制
と
な
り
ま
す
︒
の
ち
に
里
は
消
滅
し
郷

の
み
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
中
央
か
ら
国
司
が
派
遣
さ
れ
︑
地
方
に
は
郡
司

と
い
う
役
人
が
置
か
れ
︑
か
つ
て
の
国
造
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
︒

　
そ
の
中
の
加
賀
郡
の
郷
に
は
八
郷
︑
石
川
郡
に
は
八
郷
が
あ
り
︑
村
や
人
を

支
配
し
て
い
ま
し
た
︒

　
こ
の
加
賀
郡
の
郷
に
つ
い
て
は
︑﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
︒

大お
お

野の

郷
・
玉た
ま
ほ
こ戈

郷
・
大お
お
く
わ桑

郷
・
田た

上が
み

郷
・
芹せ
り

田た

郷
・
井い
の

家い
え

郷
・
英あ
が

多た

郷
・
駅う
ま

家や

郷
と
あ
り
︑
こ
の
地
域
に
あ
た
る
小
坂
郷
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
︒
し
か
し

な
が
ら
︑
八
世
紀
後
半
の
奈
良
時
代
末
の
正
倉
院
文
書
に
は
︑
小
坂
郷
が
見
え

ま
す
︒
　

　
越
前
国
加
賀
郡
の
う
ち
︑
宝
亀
五
年
︵
七
七
四
︶
十
二
月
二
十
四
日
の
調
田

庭に
わ

継つ
ぐ

解げ

の
紙し

背は
い

の
︑
年
紀
を
欠
く
優う
ば
そ
く
こ
う
し
ん
の
ふ
み

婆
塞
貢
進
文
に
﹁
越
前
国
加
賀
郡
小
坂
郷

戸こ

主し
ゅ

道
公
人
守
戸こ

口こ
う

﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
小
坂
郷
の
郷
戸
︵
一
郷

戸
は
五
十
戸
︑
一
戸
の
住
民
は
二
十
か
ら
三
十
人
程
度
︑
一
郷
戸
は
一
五
〇
〇

人
を
支
配
す
る
︶
の
長
で
あ
り
︑
郡
司
の
役
人
と
し
て
の
立
場
で
も
あ
り
︑
家

族
の
申
告
書
を
綴
る
紙
背
文
書
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
道
君
︵
公
︶

を
探
る
こ
と
に
し
ま
す
︒
中
世
に
は
︑
小
坂
庄
が
出
現
し
ま
す
︒
永
仁
七
年
︵
一

二
九
九
︶
三
月
五
日
附
︑
亀
山
法
皇
の
禅
林
寺
に
与
え
た
起
請
文
に
加
賀
国
小

坂
庄
と
あ
る
の
が
最
も
古
い
記
録
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒

 

 

― 46 ―



（16）

小坂郷・小坂荘から探る加賀の国のルーツ

三
、
道
君
の
誕
生
に
つ
い
て

　︵
註
②
︶﹃
先せ
ん
だ
い代
旧く

事じ

本ほ
ん

紀ぎ

﹄﹁
国こ
く
ぞ
う
ほ
ん

造
本
紀ぎ

﹂
の
道
君
に
関
す
る
史
料
に
は
次
の
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
︒

高こ
し
の
ふ
か
え
の
く
に
の
み
や
つ
こ

志
深
江
国
造
︒
磯し
き

城の

瑞み
ず
か
き
ち
ょ
う
の
み
よ

籬
朝
御
世
︒

　
　
道
君
同
祖
︒
素
都
乃
奈
美
留
命
定
賜
国
造
︒

　
　
　
崇
神
天
皇
︵
十
代
︶
の
御
世

能の
と
の
く
に
の
み
や
つ
こ

等
国
造
︒
志し

賀が

高た
か
あ
な穴

穂ほ
ち
ょ
う朝

御
世
︒

　
　
活か
つ
め
て
い
の
み
こ

目
帝
皇
子
大お
お
い
り
き
の
み
こ
と

入
来
命
孫
彦ひ
こ
さ
し
ま
の
み
こ
と

狭
嶋
命
定
賜
国
造
︒

　
　
　
成
務
天
皇
︵
十
三
代
︶
の
御
世

加か
が
の
く
に
の
み
や
つ
こ

宜
国
造
︒
難な
に
わ
の波
高た
か
つ
ち
ょ
う

津
朝
御
世
︒

　
　
能
登
国
造
同
祖
素
都
乃
奈
美
留
命
定
賜
国
造
︒
　
　
　

　
　
　
仁
徳
天
皇
︵
十
六
代
︶
の
御
世

　
こ
の
道
君
と
は
︑
い
っ
た
い
何
者
か
探
る
こ
と
と
し
ま
す
︒
道
君
に
つ
い
て
︑

﹁
ク
ニ
の
名
﹂
と
﹁
姓
の
名
﹂
が
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
が
︑︵
註
③
︶
こ
の
道
君
の

発
祥
地
は
白
山
市
河
内
町
の
久
保
の
春
日
神
社
︑
白
山
市
八や

幡は
た

町
の
八は
ち

幡ま
ん

神
社

の
地
域
で
あ
る
と
し
︑︵
註
④
︶
発
展
地
と
し
て
金
沢
市
の
小
坂
地
区
を
挙
げ
︑﹁
森

下
川
・
金
腐
川
流
域
を
本
拠
と
し
て
︑
か
つ
て
︑
加
賀
北
半
を
統
治
圏
し
て
い

た
国
造
級
の
有
力
首
長
の
道
君
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
︒﹂
と
述
べ
て
い
ま
す

の
で
︑
こ
の
関
係
性
を
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
︒

　
前
述
の
史
料
の
道
君
の
始
祖
の
素
都
奈
美
留
命
の
読
み
方
は
つ
い
て
﹁
ソ
ツ

﹇
ス
ツ
﹈
ノ
ナ
ミ
ル
ノ
ミ
コ
ト
﹂
と
読
み
ま
す
が
︑
こ
の
道
君
の
祖
素
都
乃
奈

美
留
命
と
能
等
臣
の
祖
の
出
自
に
つ
い
て
の
取
り
扱
い
が
︑︵
註
⑤
︶﹃
古
事
記
﹄︑

︵
註
⑥
︶﹃
日
本
書
紀
﹄︑﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
︒﹃
古
事
記
﹄
で
は
能
等
国
造
の
出
自
を
崇
神
天
皇
の
皇

子
大お
お
い
り
き
の
み
こ
と

入
杵
命
と
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
能
等
国
造
の
出
自
を
垂
仁
天
皇
︵
活か
つ

目め

帝て
い

︶
の
皇
子
大お
お
い
り
き
の
み
こ
と

入
来
命
と
し
︑﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
を

採
用
し
て
い
ま
す
︒
大
入
杵
命
と
大
入
来
命
は
同
一
人
物
だ
と
さ
れ
て
い
ま

す
︒
こ
の
矛
盾
す
る
事
柄
を
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
で
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
垂

仁
天
皇
の
系
統
に
し
て
い
ま
す
が
︑
な
ぜ
︑
日
本
国
の
正
史
で
あ
る
﹃
日
本
書

紀
﹄
の
書
き
記
し
た
能
等
国
造
と
同
族
道
君
と
な
っ
た
の
か
︑
こ
の
観
点
か
ら

道
君
を
捉
え
て
い
き
ま
す
︒︵
註
⑦
︶﹁
加
宜
国
造
﹂
と
名
乗
っ
て
い
た
道
君
と
し

て
加
賀
地
方
に
一
大
勢
力
圏
を
形
成
し
て
い
き
︑﹁
加
賀
国
造
﹂
と
な
り
最
終

的
に
は
郡
名
と
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒

　
前
述
し
た
八
世
紀
後
半
の
道
公
の
存
在
以
前
に
も
︑
道
君
が
登
場
し
ま
す
︒

︵
註
⑧
︶
欽
明
三
十
一
年
︵
五
七
〇
︶
四
月
二
日
の
詐
称
事
件
に
︑
江
停
︵
江
沼
︶

臣
と
道
君
の
存
在
を
示
す
史
料
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
道
君
が
六
世
紀
後
半
に

は
加
賀
郡
で
一
大
勢
力
圏
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
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四
、
道
君
の
発
展
地
の
御
所
八
塚
山
古
墳
群
と
発
祥
地
と
の
関
係
に

つ
い
て

　
御
所
八
塚
山
古
墳
群
に
つ
い
て
は
︑︵
註
⑨
︶﹁
古
墳
前
期
の
北
加
賀
の
政
治
勢

力
の
拠
点
は
︑
こ
の
小
坂
・
森
本
地
区
で
あ
り
︑
北
加
賀
を
カ
ガ
︵
香
々
・
加

我
・
加
賀
︶
の
ク
ニ
と
し
て
統
治
し
て
い
た
﹁
国
造
本
紀
﹂
に
い
う
加
我
国
造

道
君
の
本
来
の
基
盤
と
み
な
す
説
が
有
力
で
あ
る
︒﹂
と
あ
り
︑
ま
た
︑﹁
推
定

郷
域
内
に
︑
小
坂
古
墳
群
・
御
所
八
塚
山
墳
群
・
神か
み
や
ち

谷
内
古
墳
群
・
東ひ
が
し
な
が
え

長
江
横

穴
群
の
ほ
か
︑
田た

中な
か

遺
跡
・
乙お
と
ま
る丸
遺
跡
な
ど
の
集
落
跡
が
集
中
し
︑
北
接
す
る

加
賀
郡
井
家
郷
と
と
も
に
︑
北
加
賀
の
国
造
勢
力
が
律
令
期
に
越
前
国
加
賀
郷

の
郡
領
氏
族
と
な
っ
た
道
君
の
本
拠
地
と
目
さ
れ
る
︒﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

こ
の
道
君
の
発
祥
の
地
に
つ
い
て
︑︵
註
⑩
︶
森
田
喜
久
男
氏
も
﹁
道
君
の
発
祥
の

地
は
︑
加
賀
立
国
以
降
に
加
賀
郡
か
ら
分
離
し
た
石
川
郡
味み

知ち

郷
で
あ
る
︒
お

そ
ら
く
白
山
市
の
旧
鶴
来
町
か
ら
手
取
川
上
流
に
か
け
て
の
一
帯
で
あ
ろ
う
︒﹂

と
述
べ
て
い
ま
す
︒
こ
の
発
展
地
と
発
祥
地
を
繋
げ
る
の
が
︑
御
所
八
塚
山
古

墳
群
の
埋
葬
者
で
す
︒
こ
の
埋
葬
者
を
祀
る
の
が
︑
小
坂
郷
に
鎮
座
す
る
小
坂

神
社
︑
旧
名
春
日
神
社
で
あ
る
と
考
え
ま
す
︒
こ
の
神
社
の
成
り
立
ち
の
背
景

を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
祥
地
へ
と
繋
げ
て
い
き
ま
す
︒

五
、
小
坂
に
鎮
座
す
る
小
坂
神
社
か
ら
探
る
道
君

　
小
坂
神
社
︵
旧
春
日
神
社
︶︑
養
老
元
年
︵
七
一
七
︶
創
建
︒︵
註
⑪
︶﹁
社
伝
に

曰
く
︑
師
が
白
山
参
籠
の
と
き
天あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

児
屋
根
命
の
霊
夢
に
︑
山
の
東
北
に
当
り
一

の
霊
泉
あ
り
と
︒
帰
路
之
を
求
む
る
に
果
し
て
一
の
霊
水
あ
り
︒
此
の
泉
流
を

以
て
灌
漑
せ
し
む
る
に
五
穀
能
く
豊
熟
せ
り
︒
居き
ょ

民み
ん

神し
ん

祠し

を
建
て
名
け
て
神か
ん

田だ

の
大
神
と
尊
敬
す
﹂︒
こ
の
天
児
屋
根
命
と
は
︑
ど
ん
な
神
か
を
探
る
と
︑
次

の
通
り
で
す
︒
枚
岡
神
社
の
神
様
︵
東
大
阪
市
︑
元
春
日
と
称
す
︶
で
は
︑
天

児
屋
根
命
を
春
日
神
と
い
っ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
天
照
大
神
高
座
︵
た
か
く
ら
︶

神
社
で
は
天
児
屋
根
命
を
春
日
戸
神
︵
か
す
か
べ
の
か
み
︶
と
い
っ
て
い
ま
す
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
枚
岡
神
社
の
神
木
は
柏
槇
︵
び
ゃ
く
し
ん
︶
で
あ
り
︑
注し

め
連
縄

掛か
け

神
事
な
ど
の
伝
統
行
事
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
特
色
が
︑
後
述
す

る
滓
上
神
社
と
繋
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　﹁
師
﹂
と
い
う
白
山
信
仰
の
開
祖
泰
澄
大
師
と
天
児
屋
根
命
と
の
関
係
を
考

え
る
と
︑
小
坂
神
社
︑
旧
春
日
神
社
の
創
建
は
養
老
元
年
︵
七
一
七
︶
と
な
っ

て
お
り
︑
奈
良
春
日
大
社
の
創
建
が
神
護
景
雲
二
年
︵
七
六
八
︶
で
す
の
で
︑

養
老
元
年
の
創
建
時
の
神
社
名
は
︑
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
神
田
の

大
神
を
祀
る
神
田
神
社
と
な
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
泰
澄
大
師
の
白
山
参
籠
を
考

え
ま
す
と
︑
白
山
信
仰
の
発
祥
地
と
同
様
に
道
君
の
発
祥
地
白
山
市
の
旧
鶴
来

町
か
ら
手
取
川
上
流
に
か
け
て
の
一
帯
か
ら
の
出
現
と
重
な
り
ま
す
︒
春
日
神

と
道
君
を
繋
ぐ
第
一
歩
と
し
ま
し
た
︒
小
坂
郷
に
神
田
神
社
が
鎮
座
す
る
以
前
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小坂郷・小坂荘から探る加賀の国のルーツ

の
加
宜
国
造
道
君
の
時
代
を
示
す
欽
明
天
皇
三
十
一
年
︵
五
七
〇
︶
の
詐
称
事

件
に
於
い
て
も
︑
小
坂
地
域
に
勢
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
︑

当
然
な
が
ら
道
君
一
族
が
祀
る
﹁
社
﹂
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ま
す
︒︵
註
⑫
︶

今
も
残
る
地
名
に
春
日
山
が
あ
り
ま
す
が
︑
別
名
を
帝て
い
け
い
ざ
ん

慶
山
と
言
い
ま
す
︒
帝

慶
山
と
詐
称
事
件
に
関
す
る
天
皇
の
存
在
が
︑
こ
こ
に
見
え
隠
れ
し
ま
す
︒
　

　
ま
た
︑
そ
の
後
の
神
社
の
発
展
に
つ
い
て
は
社
伝
の
続
き
に
﹁
養
老
七
年

︵
七
二
三
︶
師
が
国
司
に
謀
り
︑
社
殿
を
大
宮
造
改
め
︑
神
田
神
社
と
号
し
︵
中

略
︶
天
慶
五
年
︵
九
四
二
︶
更
に
国
司
に
請
ひ
社
殿
︑
摂
社
︑
前
宮
︑
則
ち
社

殿
を
大
宮
造
り
に
各
坊
は
伽
藍
造
り
に
楼
門
︑
中
門
︑
御
供
所
︑
護
摩
堂
︑
講

堂
︑
絵
馬
堂
︑
御
手
洗
︑
鳥
居
等
に
至
る
迄
︑
悉
く
再
興
し
﹂
と
書
き
記
し
て

い
ま
す
︒
神
田
神
社
が
神
仏
習
合
し
て
発
展
し
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
︒

六
、
白
山
市
河
内
地
域
の
春
日
神
社
、
八
幡
地
域
の
八
幡
神
社
に
つ

い
て

　
小
坂
神
社
︵
旧
春
日
神
社
︶
で
は
︑
泰
澄
大
師
が
白
山
参
籠
の
と
き
天
児
屋

根
命
の
霊
夢
を
み
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
白
山
方
面
か
ら
山
伝
え
に
小
坂
へ
や
っ
て

き
た
と
の
伝
承
が
あ
り
ま
す
︒
白
山
信
仰
の
開
山
泰
澄
大
師
か
ら
し
て
︑
白
山

市
河
内
の
久
保
地
域
︑
八
幡
地
域
か
ら
と
考
え
る
と
こ
の
地
域
に
伝
わ
る
伝
承

と
合
致
し
ま
す
︒︵
註
⑬
︶
そ
の
伝
承
に
は
︑﹁
久
保
は
今
も
春
日
明
神
の
社
旗
を

立
て
﹂﹁
又
八
幡
︵
や
は
た
︶
の
様
に
は
じ
め
の
春
日
明
神
を
祀
っ
て
春
日
村

と
呼
ん
で
い
た
も
の
が
︑
其
の
後
八
幡
宮
を
勧
請
し
祀
る
様
に
な
っ
て
祭
神
の

八
幡
村
と
呼
ぶ
村
名
と
し
た
処
も
あ
る
︒﹂
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
地
域

で
祀
ら
れ
て
い
る
春
日
神
こ
そ
が
天
児
屋
根
命
で
あ
り
︑
道
君
が
祀
る
神
と
考

え
ま
す
︒
こ
の
春
日
神
を
祀
る
道
君
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
︒
こ
の
地
域
に
存

在
す
る
姓
﹁
君
﹂

と
称
す
る
一
族
は

い
な
い
︑
と
す
れ

ば
小
松
の
中
海
地

域
に
鎮
座
す
る
滓

上
神
社
を
想
定
し

て
考
え
ま
し
た
︒

小坂神社の鳥居、拝殿の写真

白山市八幡の八幡神社
（獅子吼高原の麓）
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七
、
滓
上
神
社
に
つ
い
て
の
式
内
社
調
査
報
告

　
創
建
は
遼
り
ょ
う
え
ん遠
大
寶
二
年
四
月
︵
七
〇
二
︶
と
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
創
始
年
代

は
不
詳
と
な
っ
て
い
る
神
社
で
す
︒︵
註
⑭
︶﹁
本
居
宣
長
は
︑﹃
古
事
記
傳
﹄
寛
政

十
年
︿
一
七
九
八
﹀
廿
四
に
﹁
神
名
帳
に
加
賀
ノ
國
能
美
ノ
郡
滓
上
ノ
神
社
あ

り
︑
此
は
カ
ス
ガ
ミ
か
カ
ス
ガ
ベ
と
も
訓
マ
る
ゝ
な
り
﹂
と
述
べ
て
ゐ
る
︒﹃
古

事
記
﹄
で
は
﹁
五
十
日
帯
日
子
王
者
︵
分
註
︶
春
日
山
君
︑
高
志
池
君
︑
春
日

部
君
之
祖
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
り
導
か
れ
た
訓
で
あ
ろ
う
か
︒﹂﹃
古
事

記
﹄
の
訓
注
で
は
︑
春
日
部
君
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
し
て
い

ま
す
︒

　
以
上
か
ら
し
て
︑
春
日
山
君
が
い
た
地
域
や
神
社
︑
高
志
池
君
が
い
た
地
域

や
神
社
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
春
日
部
君
は
不
明
で
す
︒
し
か
も
︑

﹁
カ
ス
ガ
ミ
﹂
か
﹁
カ
ス
ガ
ベ
﹂
と
も
訓
マ
る
と
本
居
宣
長
が
指
摘
し
て
い
ま
す
︒

こ
の
カ
ス
ガ
ベ
が
滓
上
神
社
の
五
十
日
帯
日
子
王
の
一
族
と
し
た
な
ら
ば
︑
天

児
屋
根
命
の
存
在
︑
鶴
来
か
ら
発
生
し
た
道
君
の
﹁
姓
﹂
で
あ
る
﹁
君
﹂
の
名

称
の
共
通
点
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
︒

①
︵
註
⑮
︶
枚
岡
神
社
の
神
様
を
春
日
神
と
い
い
ま
す
︒
ま
た
︑
天
照
大
神
高

座
神
社
で
は
春
日
戸
神
︵
か
す
か
べ
の
か
み
︶
と
い
い
︑
滓
上
神
社
の
﹁
カ

ス
ガ
ベ
﹂
と
一
致
し
ま
す
︒

②
︵
註
⑯
︶
枚
岡
神
社
の
神
木
が
柏
槇
で
︑
滓
上
神
社
の
奥
宮
の
神
木
も
柏
槇

で
す
︒
柏
槇
の
別
名
は
伊い

吹ぶ
き

山や
ま

か
ら
名
付
け
ら
れ
た
﹁
伊
吹
﹂
と
称
し
ま

す
︒
古
代
信
仰
陰
陽
思
想
か
ら
く
る
五
芒
星
に
位
置
す
る
山
で
す
の
で
︑

枚
岡
神
社
の
注
連
縄
掛
神
事
や
︑
柏
槇
は
神
木
と
し
て
大
変
貴
重
な
木
と

な
り
ま
す
︒︵
註
⑰
︶
滓
上
神
社
の
奥
宮
で
は
︑
昔
注
連
縄
を
新
し
く
替
え
︑

そ
の
下
付
を
受
け
︑
そ
の
参
拝
者
が
越
前
︑
能
登
か
ら
訪
れ
た
と
言
い
ま

す
︒

③
︵
註
⑱
︶
垂
仁
天
皇
の
皇
子
大
入
来
命
と
す
れ
ば
︑
加
賀
︑
能
登
の
古
代
豪

族
羽は
く
い
の
き
み

咋
君
・
大お
お
え
ひ
こ
の
き
み

兄
彦
君
も
す
べ
て
垂
仁
天
皇
の
系
統
で
す
の
で
国
造
の
姓

と
し
て
は
特
異
な
地
域
と
言
え
ま
す
︒

④
︵
註
⑲
︶
小
坂
神
社
は
旧
春
日
神
社
と
い
い
ま
す
︒
古
代
に
お
い
て
も
神
田

神
社
創
建
以
前
は
春
日
部
君
か
ら
の
春
日
社
と
称
し
︑
そ
の
山
を
帝
慶
山

と
い
い
別
名
春
日
山
と
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒
こ
の
﹁
帝
が
慶
ぶ
﹂
の

帝
こ
そ
が
垂
仁
天
皇
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
︒
ま
さ
に
︑
詐

称
事
件
の
頃
が
該
当
す
る
時
代
に
な
り
ま
す
︒

⑤
　
御
所
八
塚
山
興
奮
群
所
有
の
地
権
者
の
出
島
さ
ん
方
の
伝
承
に
よ
る
と

﹁
観
音
様
が
夢
枕
に
現
れ
︑
暁
︵
あ
か
つ
き
︶
に
軍
鶏
︵
し
ゃ
も
︶
が
鳴

い
た
時
︑
古
墳
の
発
掘
は
許
さ
れ
る
︒
そ
れ
以
外
で
は
神
罰
が
あ
た
る
﹂

と
い
う
︒
ま
さ
に
﹁
天
の
岩
戸
隠
れ
﹂
の
神
事
を
執
り
行
う
天
児
屋
根
命

と
小
坂
神
社
の
伝
承
の
﹁
泰
澄
大
師
の
夢
枕
に
出
現
す
る
天
児
屋
根
命
﹂

の
伝
承
︑
白
山
信
仰
の
も
と
白
山
の
神
の
本
地
垂
迹
の
本
地
仏
で
あ
る
と

い
う
十
一
面
観
音
に
よ
り
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

　
故
に
︑
五
十
日
帯
日
子
王
の
一
族
春
日
部
君
が
道
君
の
祖
素
都
乃
奈
美
留
命
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で
あ
り
天
児
屋
根
命
の
姿
に
代
え
て
︑
こ
の
加
賀
地
方
に
出
現
し
た
道
君
一
族

の
墳
墓
と
し
て
の
御
所
八
塚
山
古
墳
群
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒

八
、
霊
峰
白
山
か
ら
く
る
信
仰
、
滓
上
神
社
、
小
坂
神
社
の
物
語

　
強
力
な
白
山
信
仰
の
も
と
︑
春
日
部
君
の
一
族
が
道
君
へ
と
呼
び
名
を
変

え
︑
春
日
部
か
ら
﹁
加
宜
国
︑
加
我
国
﹂
と
い
う
国
造
名
と
し
て
名
乗
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
︒︵
註
⑳
︶
も
と
も
と
﹁
加
我
国
造
﹂
も
し
く
は
﹁
賀
我

国
造
﹂
は
大
兄
彦
命
が
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
が
︑
道
君
が
そ
の
一
族
を
支
配
し

て
﹁
加
我
﹂﹁
賀
我
﹂
そ
し
て
﹁
加
賀
﹂
へ
と
の
呼
び
名
と
な
っ
て
い
っ
た
と

の
考
え
が
あ
り
ま
す
︒

　
道
君
と
称
し
た
春
日
部
君
が
通
っ
た
白
山
の
道
に
は
そ
の
痕
跡
が
残
っ
て
い

ま
す
︒
白
山
市
河
内
地
域
の
久
保
の
春
日
神
社
︑
八
幡
地
域
の
旧
地
名
は
春
日

村
︑
春
日
明
神
を
祀
っ
て
の
ち
八
幡
神
社
を
祀
り
八
幡
村
と
な
っ
た
歴
史
が
あ

り
ま
す
が
︑
そ
の
八
幡
神
社
の
裏
手
に
は
獅し

子し

吼く

高こ
う

原げ
ん

が
位
置
し
﹁
山
の
道
﹂

で
あ
る
犀さ
い
か
く
り
ん
ど
う

鶴
林
道
の
ル
ー
ト
を
通
っ
て
内
川
へ
︑
さ
ら
に
金
沢
の
三
小
牛
ハ
バ

遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
三み
つ
こ
う
じ

小
牛
の
三
千
寺
︵
み
ち
で
ら
︶
の
建
立
と
す
る
足
跡
︑

小
坂
の
春
日
神
社
の
地
で
の
御
所
八
塚
山
古
墳
群
と
な
っ
て
い
き
ま
す
︒
犀
鶴

林
道
の
ル
ー
ト
に
は
︑
倉く
ら

个が

岳た
け

が
あ
り
︑
今
も
坪
野
か
ら
の
道
に
は
熊
ご
ろ
う
︑

喫
茶
＆
食
事
倉
个
岳
が
あ
り
ま
す
︒
そ
こ
で
︑
白
山
信
仰
か
ら
み
る
春
日
部
君
︑

道
君
の
足
跡
を
左
図
か
ら
︑
た
ど
る
こ
と
と
し
ま
す
︒

実線は白山の「山の道」

滓上神社の鳥居・拝殿、奥宮神木（柏槙）

― 41 ―



（21）

星 稜 論 苑 第 52 号

　
白
山
市
八
幡
町
獅
子
吼
高
原
と
金
沢
市
菊
水
町

　
　
内
川
ダ
ム
へ
の
道
︵
金
沢
と
鶴
来
と
の
近
道
︶

　
　
　https://yam

ap.com
/m

ountains/19497 2023/09/18

九
、
垂
仁
天
皇
の
皇
子
五
十
日
足
彦
命
に
つ
い
て

　
古
事
記
五
十
日
帯
日
子
王
︑
日
本
書
記
で
は
五
十
日
足
彦
命
と
な
っ
て
い
ま

す
︒
北
陸
道
で
繋
ぐ
越
国
へ
の
大
和
王
権
の
領
土
拡
大
に
伴
い
︑
北
陸
開
拓
そ

し
て
地
域
の
貢
献
に
寄
与
し
︑
そ
の
一
族
を
そ
の
土
地
そ
の
土
地
の
開
拓
に
あ

た
ら
せ
た
と
考
え
ま
す
︒

　
こ
の
皇
子
つ
い
て
︑
古
代
北
陸
に
お
い
て
は
大
変
重
要
な
働
き
を
し
て
い
ま

す
︒
そ
の
足
跡
を
地
図
で
示
し
ま
す
︒
垂
仁
天
皇
の
皇
子
五
十
日
帯
日
子
王

︵
五
十
日
足
彦
命
︶
を
祀
る
神
社
を
列
挙
し
ま
す
︒

　
特
に
注
目
す
べ
き
は
︑
上
越
市
の
春
日
神
社
と
三
条
市
の
五
十
嵐
神
社
・
八

木
神
社
で
す
︒︵
註
㉑
︶
春
日
神
社
は
も
と
も
と
春
日
山
山
頂
に
鎮
座
し
て
お
り
︑

そ
の
祭
神
は
五
十
日
帯
日
子
王
の
一
族
﹁
春か
す
が
の
や
ま
の
き
み

日
山
君
﹂
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
現

在
は
春
日
大
社
の
祭
神
と
同
じ
で
す
︒
ま
た
︑︵
註
㉒
︶
三
条
市
の
五
十
嵐
神
社
・

実線は鶴来から　内川ダムへの道
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八
木
神
社
に
つ
い
て
は
︑
五
十
日
帯
日
子
王
が
崩
御
さ
れ
た
地
で
あ
り
︑
そ
の

一
族
高こ
し
の
い
け
の
き
み

志
池
君
の
子
孫
が
神
社
を
守
護
さ
れ
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

十
、
道
君
の
始
祖
素
都
乃
奈
美
留
命
を
祀
る
瀬
戸
比
古
神
社
（
崇
神

天
皇
の
御
代
の
創
建
）

　
素
都
乃
奈
美
留
命
の
系
統
が
加
賀
郡
か
ら
羽
咋
郡
の
志
賀
町
へ
移
動
し
た
と

な
れ
ば
︑
そ
の
存
在
す
る
こ
と
の
価
値
を
誇
示
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
︒
中
央
政
府
か
ら
の
追
い
出
し
を
渤
海
と
の
海
上
交
易
︑
加
賀
郡
で
支
配

し
た
よ
う
に
福
浦
客
院
︵
渤
海
国
と
の
通
商
︶
を
掌
握
し
て
道
君
の
存
在
価
値

を
維
持
し
よ
う
と
考
え
た
と
す
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ
ま
す
︒

十
一
、
最
後
に

　
垂
仁
天
皇
の
皇
子
大
入
来
命
を
能
登
臣
の
祖
と
す
れ
ば
︑
五
十
日
足
彦
命
も

垂
仁
天
皇
の
皇
子
︒
五
十
日
足
彦
命
の
一
族
で
あ
る
春
日
部
君
と
道
君
を
結
び

つ
け
る
こ
と
に
よ
り
︑
白
山
道
か
ら
導
く
﹁
君
﹂
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
事

と
な
り
ま
し
た
︒
ま
た
︑
白
山
信
仰
の
中
心
で
あ
る
白
山
市
河
内
地
域
の
直の

海み

谷た
に
が
わ川

と
能
登
志
賀
町
瀬
戸
比
古
神
社
近
く
を
流
れ
る
直の
う

海み

川が
わ

は
︑
同
様
の
名
前

の
川
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒
直
海
谷
川
が
石
川
郡
に
所
属
し
て
い
ま
す
が
︑

能
美
郡
と
能
登
の
繋
が
り
を
み
て
と
れ
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
白
山
市
八
幡
地
域
を

含
む
旧
河
内
庄
は
春
日
神
＝
道
君
＝
春
日
部
君
と
な
り
︑
滓
上
神
社
周
辺
は
能

美
郡
に
含
ま
れ
ま
す
の
で
︑
能
美
郡
の
名
称
に
つ
い
て
も
︵
註
㉓
︶
直
海
谷
川
は

﹁
呑
む
川
﹂﹁
呑
川
﹂﹁
濃
美
川
﹂
と
も
言
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
﹁
の
み
﹂
郡
の

名
称
は
︑
こ
こ
か
ら
き
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

　
ま
た
︑﹁
加
我
﹂
の
名
称
に
つ
い
て
は
︵
註
㉔
︶
尾
張
国
︵
愛
知
県
︶
の
東
北
部

の
あ
っ
た
春か
す
が
べ
ぐ
ん

部
郡
︑
名
古
屋
市
の
北
部
・
小
牧
市
・
西
春
日
井
郡
に
あ
た
る
地

域
が
あ
り
ま
す
︒
昔
﹁
加か

須す

我が

倍べ

﹂
と
表
現
し
て
い
ま
す
が
︑
こ
の
言
葉
を
略

し
て
﹁
加
我
﹂
と
な
る
の
で
︑
こ
れ
を
加
賀
郡
の
国
造
名
に
も
該
当
し
て
い
っ

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒

　
で
は
︑
加
賀
国
の
国
府
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
の
疑
問
が
残
り
ま
す
︒
小
松
説

か
金
沢
説
か
︑
二
つ
の
国
府
所
在
地
説
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
滓
上
神
社
の
麓
に

加
賀
国
府
が
所
在
し
て
い
ま
す
︒
加
賀
の
国
府
に
つ
い
て
望
月
精
司
氏
は
︵
註
㉕
︶

﹃
遺
跡
が
語
る
国
分
寺
整
備
﹄
の
加
賀
説
に
つ
い
て
﹁
統
治
す
べ
き
本
拠
地
に

国
府
を
置
く
こ
と
に
危
険
が
伴
う
の
で
は
な
い
か
な
ど
加
賀
郡
に
国
府
が
あ
っ

た
こ
と
に
否
定
的
な
意
見
も
あ
る
︒
か
と
言
っ
て
小
松
に
立
国
と
同
時
に
加
賀

国
府
が
整
備
さ
れ
た
か
と
言
う
と
そ
の
証
拠
は
乏
し
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
ま
す
︒

以
上
の
点
か
ら
︑
道
君
が
発
展
地
金
沢
で
の
国
府
拠
点
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し

て
い
る
今
日
︑
道
君
の
故
郷
で
あ
る
能
美
郡
の
滓
上
神
社
の
麓
に
国
府
を
移
動

す
る
こ
と
に
納
得
し
妥
協
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒
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