
石川県立図書館第251回企画展示

宝達志水町 菅原神社文書と『加能史料』

前田利家黒印状

場所：石川県立図書館 閲覧室

会期：令和元年11月1日(金)～12月26日(木)

石川県立図書館
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開催にあたって

石川県立図書館では、昭和55年度より、本県の基本史料

集『加能史料』の編纂事業を推進しており、最新刊『加能

史料 戦国XVII』まで30冊を刊行してまいりました。この間、

県内はもとより全国から、広く加賀・能登に関する史料の

蒐集に努め、網羅的に収録してまいりました。

羽咋郡宝達志水町の菅原神社は、京都より天神社が勧請

されたことに始まり、平安時代の永久二年(1114)、能登守
の と の か み

藤原基頼によって、京都北野天満宮に、常灯料所(神灯の
ふ じ わ ら の も と よ り じ よ う と う り よ う し よ

燃料費を負担する荘園)として寄進されて以後、北野社領

菅原荘の鎮守として存続したとみられます。天正九年(158

1)、前田利家が織田信長から能登一国を封じられ、入国し

たおりに、菅原村を一定期間根拠地としたとされます。同

社所蔵の古文書も『加能史料』に収録されております。

このたび、県立図書館では同社所蔵の古文書等の無償貸

与を受けることとなったため、それらのなかから主な古文

書を公開することとし、併せて『加能史料』への収録のよ

うすを展示するものです。

令和元年11月
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①墨俣俊氏寄進状
す の ま た と し う じ き し ん じ よ う

墨俣俊氏が、遍照坊に、宝珠坊・普賢坊の所領20俵の地
す の ま た と し う じ へ ん じ よ う ぼ う ほ う じ ゆ ぼ う ふ げ ん ぼ う

を与え、公方役の負担を命じた証文。
く ぼ う や く

〔釈文〕

宝珠坊分・普賢坊分、合弐拾俵之所、永代遍照坊江申合候間、涯
ほ う じ ゆ ぼ う ぶ ん ふ げ ん ぼ う ぶ ん あ わ せ て に じ つ ぴ よ う の と こ ろ えいたいへんじよう ぼうへもうしあわせそうろうあいだ が い

分公方役被相調、馳走可為肝要者也、仍為後日証状如件、
ぶ ん く ぼ う や く あ い と と の え ら れ ち そ う か ん よ う た る べ き も の な り よつてごじつのためしようじようくだんのごとし

天正七卯五月廿七日 俊氏（花押）己

墨 俣 出 羽 守

遍照坊まいる
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②高畠定吉書状写
たかばたけ さ だ よ し し よ じ よ う う つ し

越中国魚津在陣中の前田利家重臣高畠定吉が、菅原寺・赤
う お づ た か ば た け さ だ よ し す が わ ら じ あ か

蔵山の者に、祈祷の巻数と青銅(銭)の到来を謝し、縄打(検
く ら や ま か ん ず せ い ど う な わ う ち

地)について了承し寺領分の調進を約束した書状形式の証

文。

〔釈文〕

猶以、寺家屋敷之事、堂を限、奥へ縄打可相除之旨、書付取候
な お も つ て じ け や し き の こ と ど う を か ぎ り お く へ な わ う ち あ い よ け べ き の む ね かきつけとりそうらい

て進 候、何茂従是可申入候、以上、
まいわせそうろう い ず れ もこれよりもうしいるべくそうろう い じ よ う

就在陣、為御音信、巻数幷青銅卅疋被懸御意、御懇切之段、難申謝
ざ い じ ん に つ き ご い ん し ん と し て かんずならびにせいどうさんじつぴき ぎ よ い に か け ら れ ご こ ん せ つ の だ ん しんしやしがたく

候、仍縄打之事、則申聞候、無別条候、寺領分之儀、追而申調可進
そう ろ う よ つ て な わ う ち の こ と すんあわちもうしききそうろうべつじようなくそうろう じ り よ う ぶ ん の ぎ おつてもうしととのえまいらせべく

候、其又異儀有間敷候間、可御心易候、旁帰陣之刻可申達候、
そ う ろ う そ れ ま た い ぎ あ る な じ く そ う ろ う あ い だ おこころやすかるべくそうろう かた が た き じん の き ざ みも う し た つす べ くそ うろ う

恐々謹言、
きようきようき ん げ ん

高畠孫次郎
( 定 吉 カ )

五月三日

菅原寺

赤蔵山御同宿中
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③前田利家寄進状写
ま え だ と し い え き し ん じ よ う う つ し

前田利家が、成喜坊・遍照坊に菅原で検地をした内より50
じ よ う き ぼ う へ ん じ よ う ぼ う

俵を天神修理米として寄進し、40俵を両名に充行った証文。
て ん じ ん し ゆ う り ま い あておこな

〔釈文〕

菅原縄打之内を以、五拾俵、天神為修理米令寄進候、同四拾俵、
す が わ ら な わ う ち の う ち を も つ て ご じ つ ぴ よ う て ん じ ん し ゆ う り ま い と し て きしんせしめそうろう おなじくしじつぴよう

成喜坊・遍照坊江令扶助候、田地有坪者、寺前・桜町・福屋・堂
じよう き ぼ う へんじよう ぼうへふじよせしめそうろう で ん ち あ り つ ぼ は てらのまえ さくらまち ふ く や ど う

のまへ也、仍如 件、
の ま え な り よつてくだんのごとし

天正十

八月廿日利家
( 前 田 )

成喜坊

遍照坊
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④前田利家黒印状
ま え だ と し い え こ く い ん じ よ う

前田利家が、菅原寺に、蔵米管理のため、寺家門前から一
す が わ ら じ

人ずつ徴発し、蔵奉行の配下として夜番を命じた証文。

〔釈文〕

当所之蔵に八木有之間、寺家門前より一人充出し、蔵奉行の者に
と う し よ の く ら や ぎ こ れ あ る あ い だ じ け も ん ぜ ん ひ と り ず つ だ く ら ぶ ぎ よ う も の

相渡、夜番可申付者也、
あいわたし や ば ん もうしつけべきものなり

天正十一

十二月廿五日（黒印）
(前田利家、印文｢利家｣)

菅原

寺家中
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⑤前田利家判物写
ま え だ と し い え は ん も つ う つ し

前田利家が、成喜坊に、久しぶりの再会・面談の喜ばしい
じ よ う き ぼ う

ことを告げた書状の写し。利家が署名に｢又左衛門尉｣と記
ま た ざ え も ん の じ よ う

すのは、天正13年(1585)を下限とする。

〔釈文〕

「 前又左衛門尉
(ウワ書) (前田)

成喜坊御同宿中 利家」

其以来久無音、仍昨日此方へ取越候条、申入候、爰元相応之御用
それ い ら い ひ さ し く ぶ い ん よ つ て さ く じ つ こ な た とりこしそうろうじよう もうしいれそうろう こ こ も と そ う お う の ご よ う

可承候、尚以面談相積儀可申述候、恐々謹言、
うけたまわるべくそうろうなおもつてめんだんしあいつもるぎもうしのべべくそうろう きようきようきんげん

極月六日利家様御書判
( 前 田 )

成喜坊

御同宿中
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⑥能登守藤原基頼寄進状写
の と の か み ふ じ わ ら の も と よ り き し ん じ よ う う つ し

『北野社家日記』によれば、永久二年(1114)、能登守藤
き た の し や け に つ き

原基頼が能登国菅原荘を、北野天満宮に寄進したとされる。

この文書は、明治時代に前田家の歴史編纂を委嘱された森
も り

田柿園が、前田家伝蔵の古文書を書写し、菅原神社に奉納
た し え ん

した古文書の写である。記された年号等、内容に検討の余

地はあるが、菅原神社と菅原荘の関係を示す史料といえる。

〔釈文〕

「元本無疑旧本 菅原保寄進状案」
(端裏書)

寄進 所領壱処事
きしんす しよりよういつしよのこと

在能登国羽咋郡内菅原保田数伍拾町荒野参拾丁、

のとのくにはくいぐんないすがわらのほにあり でんすうごじつちよう
見作弐拾丁、

右保、限永代寄進北野天満天神之状如件、抑其旨趣者、先年依有国所望、参籠当社通夜之処、
みぎのほ えいたいをかぎりきたのてんまてんじんにきしんのじようくだんのごとしそもそもそのししゆはせんねんくにのしようあるによりとうしやにさんろうしつやのところ

無常灯空送暗漏、爰基頼過寺僧問子細、僧答曰、往年以備前国菅原郷、被宛置御灯油
じようとうなくむなしくあんろうをおくるここにもとよりてらにすごすそうにしさいをとうそうこたえていわくおうねんびぜんのくにすがわらごうをもつてごとうゆりようにあて

断〔料カ〕、而年序相重自然懈怠、不致其勤、仍近年已断絶、偏送暗漏云々、其時祈念申、
おかる しかるにねんじよあいかさねしぜんけたいしそのつとめをいたさずよつてきんねんすでにだんぜつすひとえにあんろうをおくるとしかじかそのとききねんもうし

事成就者、早択膏腴之地、可寄進之、心中祈願之後、不歴幾程、補任当国、其後無便宜之処、
ことじようじゆせばはやくこうゆのちをえらびこれをきしんすべしし ん ち ゆ う き が ん の の ちいくほどをへず とうごくをぶにんし そ の ご べ ん ぎ な きのところ

自然忘却、歴一両年之間、今有夢想之告、仍驚怖相尋全所之処、住人弘行依難弁済、
しぜんぼうきやくし いちりようねんのあいだをへてい ま む そ う の つ げ あ りよつておどろきおそれぜんしよをあいたずぬるのところじゆうにんひろゆきべんさいしがたきにより
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年々未進、以往古之私領永寄基頼畢、爰見此保号、殊以得其便、誠可謂神之納受、然者、
ねんねんみしん おうこのしりようをもつてもとよりによせおわんぬここにこのほごうをみる ことにもつてそのべんをえ まことにかみののうじゆというべし しかるに

相副住人寄文本券等、付式部大輔菅原在良朝臣、永寄進畢、以此保所望〔済カ〕宛寺僧六口
じゆうにんきぶんほんけんとうをあいそえ し き ぶ の だ い ふ す が わ ら の あ り よ し に ふ しながくきしんしおわんぬこのほ をもつ てじそうろつくの くまいにすみ

之供米、長 日奉転読法華経三部・寿命経六十巻・観世音経六十巻・仁王般若経七座、奉
あてるところとすちようじつほけきようさんぶじゆみようきようろくじつかんかんぜおんきようろくじつかんにんのうはんにやきようしちざをてんどくしたてまつりせい

祈 聖 朝 安 穏 、太上天皇御宝算増長、兼 又可令祈請国吏泰平長久之由、若世及澆季、倒
ちようあんのんをいのりたてまつりたじようてんのうのごほうさんぞうちようかねてまたこくりのたいへいちようきゆうをいのりうかしむべきのよしにやくせぎようきにおよびこの

八〔入カ〕此保於国衙之輩、早被天満天神之冥罰、忽停止国務、長断二世之宿望、可亡子孫
ほ こ く が の と も が ら に と う に ゆ う す はやくてんまてんじんのめいばつをこうむりたちまちこくむをちようじしながくにせいのしゆくぼうをたちしそんをほろぼすべし

者、為後代之証文、寄進如件、敬白、
て え りこうだいのしようもんとしてきしんくだんのごとしけいびやく

天永元年十月日 正五位下行能登守藤原朝臣基頼敬白
(ママ、永久二年カ)

(以下奥書)故加賀藩五世参議従三位菅原綱紀卿、嘗購求天下之古書、模写謄録、而歴世蔵
こかがはんしゆごせいさんぎじゆさんみすがわらのつなのりきよう かつててんかのこしよをあがないもとめもしやとうろく しかるにれきせい

諸秘府了、明治廃藩置県之際、十四世前知事従三位慶寧卿、使余輩編輯藩祖以来歴世之
ぞうしよひふしおわんぬめ い じ は い は ん ち け ん の さ い じゆうしせいさきのちじじゆさんみよしやすきようよはいをしてはんそいらいれきせ いのじせきを

事 蹟 、余以故得縦覧秘府之古書、于時以余固有好古之癖也、賜其所模写古文書若干巻、此
へんしゆうせしむよゆえをもつてひふのこしよをじゆうらんするをえると き によもとよりこうこのへきあるをもつてすなりそのところこもんじよじやつかんのまきをもしやしたまわるこの

菅原保寄進状之案、即其一也、此書以関係于能登国菅原神社、今裱装之、慎而納之、本社
すがわらのほきしんじようのあん すなわちそのひとつなりこのしよのとのくにすがわらじんじやにかんけいするをもつていまこれをひようそうしつつしんでこれをおさむほんしや

其欲以為什物伝永世者也 、
それをじゆんもつとしてながくえいせいにつたえんとするものなり

明治十三年五月 石川県金沢士族森田平次謹識（印）

〔参考展示〕

⑦『加能史料 戦国ⅩⅦ』天正七年(1579)五月二十七日条

天正十年(1582)五月三日条

天正十年(1582)八月二十日条

⑧『加能史料 平安Ⅲ』永久二年(1114)是歳条
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