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穴水町
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「いしかわ歴史遺産」MAP 
珠洲市

内灘町

06

きらめきに包まれるまち

～今に息づく金沢の金箔～（金沢市）P6

2016 年度認定

07

加賀の白山と水の文化（白山市）P7

2016 年度認定

08

能登半島を彩る深紅の花

～のとキリシマツツジ古木群～
（七尾市/輪島市/珠洲市/羽咋市/志賀町/
宝達志水町/中能登町/穴水町/能登町） P8

2016 年度認定

09

能登国府を探る

～能登立国1300 年～（七尾市） P9

2017 年度認定

平家の末裔 時国氏の繁栄
（輪島市）P4

04
2015 年度認定

七尾城が語る「能登の

戦国都市物語」（七尾市）P2

02
2015 年度認定

05

漂着神(ヨリガミ)の聖地

～日本海交流が伝える祈りと

祭りの文化財めぐり～
（羽咋市/志賀町/宝達志水町）P5

2015 年度認定

三つの寺院群と茶屋街

～歩く・観る・祈る～（金沢市）P1

01
2015 年度認定

03

平安の世の歴史物語が息づく

歌舞伎のまち・小松（小松市）P3

2015 年度認定

11

能登の王墓

～半島を舞台に躍動したノトの王～

（羽咋市/志賀町/中能登町） P11

2017 年度認定

12

大聖寺十万石城下町

～江戸時代の町絵図で歩ける町～

（加賀市） P12

2018 年度認定

13

いにしえの記憶をたどる道

～倶利伽羅峠～

（津幡町） P13

2018 年度認定

14

能登の山岳信仰の霊場

～石動山と山麓の歴史遺産～

（中能登町） P14

2019 年度認定

10

能登の禅の古刹と古道を歩く

～永光寺から總持寺へ～

（輪島市/羽咋市） P10

2017 年度認定

令和3年（２０２1）３月　石川県教育委員会 発行

〒920-8575　石川県金沢市鞍月１-１

TEL 076-225-1844　FAX 076-225-1843（文化財課）

https://www.hot-ishikawa.jp/ishikawa-rekishiisan/
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TEL 076-225-1844　FAX 076-225-1843（文化財課）

https://www.hot-ishikawa.jp/ishikawa-rekishiisan/https://www.hot-ishikawa.jp/ishikawa-rekishiisan/
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金
沢
に
は
︑
城
下
を
取
り
囲
ん
だ
三
つ
の
寺
院
群
に
１
５
０
を
超
え
る
寺
社
が
あ
り
︑
坂
路
や

迷
路
の
よ
う
な
小
路
を
巡
れ
ば
︑
静
寂
の
中
に
四
季
折
々
の
変
化
に
富
ん
だ
散
策
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
寺
院
群
に
近
接
し
た
三
つ
の
茶
屋
街
の
キ
ム
ス
コ
と
呼
ば
れ
る
出
格
子
の

ま
ち
な
み
を
歩
け
ば
︑
金
沢
芸
妓
の
三
味
線
や
鼓
の
音
色
が
聞
こ
え
て
く
る
︒

　

三
つ
の
寺
院
群
を
歩
き
観
て
︑
祈
り
を
捧
げ
︑
茶
屋
街
で
伝
統
芸
能
や
食
を
楽
し
め
ば
︑
き
っ

と
訪
れ
た
人
の
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
旅
と
な
る
だ
ろ
う
︒

 

ひがし茶屋街ひがし茶屋街 卯辰山山麓寺院群卯辰山山麓寺院群

（国指定史跡）

　

七
尾
城
は
︑
戦
国
武
将
と
し
て
著
名
な
上
杉
謙
信
も
絶
賛
し
た
国
内
屈
指
の
山
城
で
あ
り
︑

苔
む
し
た
石
垣
や
本
丸
か
ら
の
壮
大
な
眺
望
か
ら
七
尾
城
を
め
ぐ
る
兵
ど
も
が
夢
の
跡
を
体

感
で
き
る
能
登
の
代
表
的
な
旧
跡
で
あ
る
︒

　

七
尾
城
の
麓
に
は
︑
湊
ま
で
連
な
る
﹁
千
門
万
戸
﹂
と
謳
わ
れ
た
賑
や
か
な
城
下
町
が
連
動

し
︑一
帯
は
能
登
国
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
と
し
て
繁
栄
し
︑
京
の
文
化
人
と
の
文
芸
活
動

か
ら
芽
生
え
た
畠
山
文
化
が
開
化
し
た
︒
狩
野
派
と
肩
を
並
べ
た
絵
師
長
谷
川
等
伯
は
︑こ
の
頃

七
尾
で
生
ま
れ
︑
畠
山
文
化
に
よ
り
素
養
を
磨
い
て
い
る
︒

　

幾
時
代
を
経
て
も
︑
七
尾
城
山
は
市
民
に
親
し
ま
れ
︑
往
時
を
偲
ぶ
文
化
財
や
伝
承
が
受
け

継
が
れ
て
い
る
︒

七尾城跡本丸七尾城跡本丸 七尾城跡調度丸～桜馬場七尾城跡調度丸～桜馬場
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子供歌舞伎　勧進帳子供歌舞伎　勧進帳 那谷寺本堂那谷寺本堂

　

歌
舞
伎
﹁
勧
進
帳
﹂は
︑
加
賀
国
﹁
安
宅
の
関
﹂
を
舞
台
と
し
た
﹁
智
・
仁
・
勇
﹂の
物
語
で
あ
る
︒

小
松
は
安
宅
の
関
跡
を
は
じ
め
︑
加
賀
国
府
跡
︑
朝
廷
と
争
っ
た
白
山
新
興
勢
力
の
宗
教
遺
跡

群
︑
伝
説
の
白
拍
子
﹁
仏
御
前
﹂に
ま
つ
わ
る
史
跡
︑
木
曽
義
仲
と
の
悲
劇
を
生
ん
だ
斉
藤
別
当

実
盛
の
兜
な
ど
︑
源
平
に
ま
つ
わ
る
歴
史
遺
産
が
数
多
く
残
る
︒

　

室
町
時
代
に
は
謡
曲
﹁
安
宅
﹂﹁
仏
原
﹂﹁
実
盛
﹂が
誕
生
し
︑
地
域
の
人
た
ち
が
芸
能
に
励
む
土

壌
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
江
戸
中
期
に
は
︑
町
衆
た
ち
の
心
意
気
が
︑
曳
山
子
供
歌
舞
伎
誕
生
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
な
り
︑お
旅
ま
つ
り
に
取
り
入
れ
ら
れ
︑
現
在
ま
で
子
供
歌
舞
伎
は
続
け
ら
れ
て
い
る
︒

　

平
安
の
世
の
歴
史
物
語
が
つ
む
ぎ
出
し
た
伝
統
芸
能
を
受
け
継
ぐ
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
︑
小
松
の
人
々
に

脈
々
と
受
け
継
が
れ
︑
伝
統
芸
能
と
歴
史
が
息
づ
く
﹁
歌
舞
伎
の
ま
ち
﹂
を
創
り
出
し
て
い
る
︒

　

平
氏
政
権
と
い
わ
れ
権
勢
を
振
る
っ
た
平
氏
一
門
︒
平
清
盛
の
側
近
と
し
て
活
躍
し
た
権
大

納
言
平
時
忠
も
︑
平
氏
の
凋
落
と
と
も
に
能
登
へ
配
流
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
子
孫
は
活
発
に

地
域
を
開
発
し
︑
製
塩
や
海
運
に
も
携
わ
り
︑
豪
農
と
し
て
︑
地
域
の
一
大
領
主
と
し
て
繁
栄
す
る
︒

　

能
登
平
氏
の
末
裔
﹁
上
時
国
家
﹂﹁
時
国
家
﹂の
両
家
は
︑
歴
史
の
語
り
部
と
し
て
平
家
伝
説
を

今
に
伝
え
て
い
る
︒

時国家住宅時国家住宅 上時国家住宅上時国家住宅

（石川県指定史跡）

【加賀国府の設置と白山信仰の寺】

白山信仰の布教寺院、中宮八院が国府勢力と対立し、後白

河法皇に強訴して加賀国司を流罪とする。この事件を契機

に平家の台頭を招き、貴族社会から武家の世へと移り変わっ

ていく。那谷寺（国指定重要文化財等）は白山信仰の寺で、

白山三カ寺の一つである。

【時国家（国指定重要文化財）】
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気多神社拝殿気多神社拝殿 妙成寺伽藍妙成寺伽藍

　

日
本
海
に
洗
わ
れ
る
口
能
登
の
沿
岸
地
域
は
︑
先
進
の
技
術
と
共
に
多
様
な
信
仰
文
化
も
受

け
入
れ
た
︒

　

出
雲
か
ら
の
来
臨
と
伝
え
る
気
多
大
社
は
︑は
る
か
大
陸
と
も
結
ん
だ
北
陸
道
沿
岸
地
域
の

総
鎮
守
で
あ
り
︑
寺
家
遺
跡
は
そ
の
古
代
神
祇
の
発
生
を
伝
え
る
︒
各
地
に
点
在
す
る
漂
着
伝

承
︑
タ
ブ
ノ
キ
の
巨
樹
と
そ
の
信
仰
は
︑
異
世
界
か
ら
寄
り
来
た
﹁
漂
着
神(

ヨ
リ
ガ
ミ)

﹂
た
ち
の

足
あ
と
で
あ
る
︒こ
の
地
の
神
々
を
訪
ね
れ
ば
︑
日
本
海
交
流
と
生
き
た
古
代
能
登
人
の
祈
り
と

祭
り
の
原
風
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

金
沢
の
地
名
は
︑
兼
六
園
に
あ
る｢

金
城
霊
沢｣

が
︑
芋
掘
り
藤
五
郎
と
い
う
青
年
が
掘
っ
た
山

芋
に
つ
い
た
砂
金
を
洗
っ
た
泉
で
あ
る
と
の
伝
説
が
由
来
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
金
箔
は
︑
金
を
打
ち

延
べ
て
約
１
万
分
の
１
㎜
ま
で
薄
く
延
ば
し
︑
そ
れ
を
︑
建
築
︑
彫
刻
︑
美
術
工
芸
︑
日
用
品
に
わ
た

り
活
用
す
る
工
芸
素
材
で
あ
り
︑
現
在
︑
日
本
の
金
箔
は
︑ほ
ぼ
全
て
が
金
沢
で
製
造
さ
れ
て
い
る
︒

 

金
沢
の
金
箔
は
︑
文
化
財
の
建
造
物
や
美
術
工
芸
品
︑
現
代
に
も
伝
わ
る
伝
統
工
芸
ば
か
り
で

な
く
︑
日
常
生
活
の
様
々
な
場
面
で
も
使
用
さ
れ
て
お
り
︑
人
々
の
暮
ら
し
は
き
ら
め
き
に
包
ま

れ
て
い
る
︒

縁付金箔製造縁付金箔製造 金城霊沢金城霊沢

（志賀町指定天然記念物）

（国指定重要文化財）（国指定重要文化財）

（羽咋市指定天然記念物）（羽咋市指定天然記念物）

（国指定史跡）（国指定史跡）

（宝達志水町指定史跡）（宝達志水町指定史跡）

（国指定天然記念物）（国指定天然記念物）

（国指定重要文化財）（国指定重要文化財）
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白山山頂白山山頂 白峰地区白峰地区

　
日
本
三
名
山
の
白
山
は
︑
越
の
大
徳
と
讃
え
ら
れ
た
泰
澄
に
よ
っ
て
養
老
元
年
︵
7
1
7
︶に

開
山
さ
れ
た
と
さ
れ
る
国
内
屈
指
の
山
岳
信
仰
を
持
つ
霊
山
で
あ
る
︒
万
年
雪
を
抱
き
︑
様
相

が
神
々
し
い
こ
と
か
ら
女
神
に
例
え
ら
れ
崇
め
ら
れ
て
お
り
︑こ
の
霊
峰
を
源
流
と
す
る
手
取
川

は
︑
山
間
の
谷
間
集
落
を
と
お
り
︑
平
野
へ
出
て
扇
状
地
を
形
成
し
︑
日
本
海
へ
注
ぐ
︒

　
恵
み
の
水
は
︑
信
仰
心
を
も
た
ら
し
︵
祈
る
︶
︑
暮
ら
し
を
支
え
︵
使
う
︶
︑
経
済
的
な
発
展
を
生

み
︵
醸
す
︶
︑
霊
峰
よ
り
出
ず
る
見
事
な
水
の
文
化
を
創
り
上
げ
た
︒

　
能
登
半
島
の
里
山
里
海
景
観
に
古
く
か
ら
彩
を
添
え
て
き
た
﹁
の
と
キ
リ
シ
マ
ツ
ツ
ジ
﹂は
︑
毎

年
5
月
上
旬
に
は
美
し
い
濃
赤
の
花
が
︑
秋
に
は
赤
色
の
紅
葉
が
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
︒

　
キ
リ
シ
マ
ツ
ツ
ジ
は
︑
近
世
に
関
東
で
栽
培
が
流
行
し
︑
能
登
に
は
関
東
︵
江
戸
︶
や
関
西
か
ら

運
搬
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
︑
能
登
半
島
に
は
︑
現
在
も
樹
齢
1
0
0
年
を
超
え
る
古
木
が

5
0
0
株
以
上
も
存
在
し
︑
日
本
国
内
で
も
稀
に
見
る
規
模
で
古
木
が
現
存
し
て
い
る
︒

　
﹁
の
と
キ
リ
シ
マ
ツ
ツ
ジ
﹂は
︑
古
く
か
ら
能
登
の
寺
社
や
旧
家
の
庭
園
な
ど
に
植
え
ら
れ
︑
花

を
鑑
賞
す
る
文
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
︑
能
登
の
人
々
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒

五十里ののとキリシマツツジ五十里ののとキリシマツツジ 大谷ののとキリシマツツジ大谷ののとキリシマツツジ

お問い合わせ先/白山市観光文化スポーツ部文化財保護課（076-274-9579） お問い合わせ先/能登町教育委員会（0768-62-8537） 

（石川県指定有形文化財）

【白峰地区（重要伝統的建造

物群保存地区）】

白峰地区
　かんこ踊（石川県指定無形民俗文化財）
白峰地区
　かんこ踊（石川県指定無形民俗文化財）

白峰林西寺白山下山仏（国指定重要文化財）白峰林西寺白山下山仏（国指定重要文化財）

旧山岸家住宅（国指定重要文化財）旧山岸家住宅（国指定重要文化財）



　

養
老
２
年
︵
７
１
８
︶
︑
能
登
国
が
立
国
し
︑
現
在
の
七
尾
に
は
︑
古
府
や
国
分
の
地
名
や
︑
多
く

の
文
化
遺
産
が
今
も
残
る
こ
と
か
ら
︑こ
の
地
に
国
府
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
と
さ
れ
て
い
る
︒

　

七
尾
に
は
︑
古
墳
時
代
に
有
力
豪
族
の
能
登
臣
が
国
造
に
任
命
さ
れ
て
勢
力
を
築
き
︑
七
尾

湾
と
い
う
天
然
の
良
港
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
国
府
選
定
に
有
利
に
働
い
た
と
み
ら
れ
る
︒

　

天
平
２
０
年
︵
７
４
８
︶
︑
能
登
を
旅
し
た
大
伴
家
持
は
︑こ
の
地
の
情
景
を
詠
ん
だ
和
歌
を
万

葉
集
に
遺
し
た
︒
ま
た
︑
七
尾
に
は
﹁
熊
甲
二
十
日
祭
の
枠
旗
行
事
﹂
や
﹁
青
柏
祭
の
曳
山
行
事
﹂

な
ど
古
来
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
祭
礼
が
今
も
行
わ
れ
て
い
る
︒

　

能
登
国
府
が
置
か
れ
た
七
尾
に
は
︑
先
人
が
紡
い
だ
歴
史
と
文
化
が
今
も
息
づ
い
て
い
る
︒

能登国分寺跡能登国分寺跡 須曽蝦夷穴古墳須曽蝦夷穴古墳

　

鎌
倉
時
代
に
民
衆
救
済
の
新
仏
教
の
一
つ
と
し
て
生
ま
れ
た
禅
の
教
え
は
︑
瑩
山
紹
瑾
に
よ
り

能
登
の
地
に
伝
え
ら
れ
︑
最
初
の
道
場
と
し
て
豊
財
院
を
開
き
︑
続
い
て
永
光
寺
︑
總
持
寺
を
開

山
す
る
に
至
っ
た
︒

　

瑩
山
の
弟
子
︑
峨
山
韶
碩
は
そ
の
教
え
の
発
展
の
礎
を
築
い
た
︒
峨
山
が
伝
道
の
た
め
に
歩
ん

だ
永
光
寺
と
總
持
寺
を
結
ぶ
険
し
い
山
道
は
︑
や
が
て﹁
峨
山
道
﹂と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

　

厳
し
い﹁
禅
﹂の
修
行
で
知
ら
れ
る
教
え
は
︑
前
田
家
の
庇
護
を
得
て
発
展
し
︑
全
国
へ
広
が

り
︑
多
く
の
修
行
僧
を
受
け
入
れ
て
い
る
︒
能
登
の﹁
禅
の
古
刹
と
古
道
﹂
を
訪
ね
れ
ば
︑
禅
の
文

化
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

總持寺祖院山門總持寺祖院山門 永光寺伽藍永光寺伽藍
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日
本
海
に
大
き
く
突
き
出
す
能
登
半
島
は
︑
そ
の
地
理
的
な
環
境
か
ら
古
来
よ
り
多
く
の
文

化
を
受
け
入
れ
て
き
た
︒ヤ
マ
ト
政
権
は
前
方
後
円
墳
に
代
表
さ
れ
る
王
墓
を
各
地
に
広
め
︑
古

墳
時
代
の
王
墓
は
︑
権
力
誇
示
の
た
め
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
な
っ
た 
︒

　

能
登
で
は
︑４
世
紀
後
半
か
ら
水
陸
の
要
所
に﹁
能
登
の
王
墓
﹂と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
規
模
の

古
墳
が
築
か
れ
て
き
た
︒﹁
能
登
の
王
墓
﹂は
時
代
を
経
て
︑
墳
丘
上
に
社
が
建
ち
︑
地
域
の
人
々

が
祈
り
を
捧
げ
る
場
所
へ
と
変
容
し
な
が
ら
も
継
承
さ
れ
︑
様
々
な
文
化
や
伝
承
を
生
み
出

し
︑
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒

雨の宮古墳群雨の宮古墳群

　

白
山
信
仰
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
﹁
大
聖
寺
﹂
を
名
前
の
由
来
に
持
つ
大
聖
寺
は
︑
戦
国

時
代
に
は
大
聖
寺
城
が
築
か
れ
︑
江
戸
時
代
に
は
大
聖
寺
藩
の
城
下
町
と
し
て
︑
庭
園
や
長
流
亭

を
備
え
る
藩
邸
を
中
心
に
︑
武
家
屋
敷
や
町
屋
︑
寺
院
な
ど
が
建
ち
並
ん
で
い
た
︒

　

明
治
維
新
で
大
聖
寺
藩
が
消
滅
し
た
あ
と
も
多
く
の
歴
史
的
建
造
物
が
残
さ
れ
︑
町
割
り
も

ほ
ぼ
江
戸
時
代
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
︑
江
戸
時
代
の
町
絵
図
で
街
歩
き
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

る
︒
ま
た
︑
能
楽
等
の
芸
能
・
嗜
み
や
伝
統
的
猟
法
﹁
坂
網
猟
﹂
な
ど
大
聖
寺
藩
時
代
に
生
ま
れ
た

伝
統
文
化
が
現
在
に
も
息
づ
い
て
い
る
︒

江沼神社長流亭江沼神社長流亭 実性院実性院 小田中親王塚古墳小田中親王塚古墳

ち
ょ
う
り
ゅ
う
て
い

さ
か
あ
み
り
ょ
う

だ
い
し
ょ
う

じ

【雨の宮古墳群】

能登地域全域に支配を及ぼした

と見られる首長墓。邑知平野を

望見する尾根上に築かれた。ヤ

マト王権との関係がうかがわれる

豊富な副葬品が出土している。

墳丘上に天日陰比咩神社（雨

の宮）が鎮座し、雨乞いの社とし

て、地域に引き継がれた。
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倶
利
伽
羅
峠
は
︑
石
川
県
と
富
山
県
境
︵
加
賀
と
越
中
の
境
︶に
位
置
す
る
︒
峠
に
至
る
道
に
は

蝸
牛
坂
や
一
騎
打
ち
と
よ
ば
れ
る
急
峻
な
所
も
多
く
難
所
と
さ
れ
て
き
た
︒
旅
人
は
﹁
手
向
け

の
神
﹂に
祈
り
を
捧
げ
︑
頂
上
の
泉
な
ど
で
疲
れ
を
癒
し
な
が
ら
こ
の
道
を
越
え
て
い
っ
た
︒
ま

た
︑
峠
は
軍
事
的
に
も
重
要
で
あ
っ
た
た
め
︑こ
こ
を
舞
台
と
し
た
戦
い
が
幾
度
と
な
く
繰
り
広

げ
ら
れ
て
お
り
︑
城
や
陣
跡
が
点
在
し
て
い
る
︒

　

倶
利
伽
羅
峠
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑い
に
し
え
の
旅
人
と
同
じ
目
線
で
そ
の
歴
史
や
︑
加
越

能
の
眺
望
を
体
感
で
き
る
︒

長楽寺跡（現・倶利迦羅山不動寺）長楽寺跡（現・倶利迦羅山不動寺） 倶利伽羅合戦図屏風（部分）倶利伽羅合戦図屏風（部分）

　

石
川
県
と
富
山
県
の
県
境
に
そ
び
え
る
主
峰
石
動
山
は
︑
古
よ
り
神
々
が
御
坐
す
山
と
し
て

多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
て
き
た
︒

　

平
安
時
代
よ
り
伊
須
流
岐
比
古
神
社
が
鎮
座
す
る
山
内
は
︑
最
盛
期
の
中
世
に
は
３
６
０
余

り
の
院
坊
に
︑
僧
侶
３
千
人
が
暮
ら
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒
神
仏
習
合
の
世
界
を
形
成
し
て

い
た
石
動
山
の
信
仰
は
能
登
を
中
心
に
遠
く
東
北
ま
で
延
び
︑
石
動
山
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
布

教
さ
れ
た
︒

　

戦
国
の
動
乱
か
ら
再
興
し
︑
能
登
の
霊
場
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
石
動
山
は
︑
明
治
の
神
仏

分
離
令
に
よ
り
仏
教
色
は
一
掃
さ
れ
た
が
︑
堂
塔
伽
藍
の
痕
跡
は
今
な
お
残
り
︑
山
麓
の
平
野
部

で
は
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
石
動
山
ゆ
か
り
の
遺
産
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒

伊須流岐比古神社拝殿伊須流岐比古神社拝殿 紙本著色石動山境内古絵図紙本著色石動山境内古絵図

No.14
2019 年度認定

 Ishikawa
Historical Heritage 

能
登
の
山
岳
信
仰
の
霊
場

〜
石
動
山
と
山
麓
の
歴
史
遺
産
〜

中
能
登
町

【伊須流岐比古神社本殿及び拝殿】

本殿は、承応2年（１６５３）、山頂にあった大宮の社殿として建立され、拝殿は

元禄１４年（１７０１）、神興堂として建立された。明治７年に大宮社殿を神社の

本殿として移築し、神興堂は拝殿とされた。

【長楽寺山門】

石動山の入り口に建っていた仁王門を明治時代

初期に移築。近世には長楽寺の男子が石動山僧

坊の住職についていた。

【不動滝】

熊野信仰をよりどころとする石動修験(いするぎしゅ

げん)の行場ができ上がり、江戸時代以降は、地域

の名勝としても広く知られるようになった。毎年７月

５日は滝開きが行われ、滝行参加者で賑う。

【石動山五社権現】

石動山に祀られている神仏の総称。明治初期まで石

動山内には五つの社が鎮座し、それぞれに祀られてい

る神仏たちを五社権現と呼んでいた。現在は、伊須流

岐比古神社本殿に安置されている。

【旧観坊】

江戸時代にあった58坊の

院坊の内、現存する唯一

の建物。

【紙本著色石動山境内古絵図（しほんちゃくしょくせきどうさんけいだいこえず）】

16世紀末から17世紀初頭頃に作製された石動山の

境内絵図。石動山曼荼羅の性格を持つ。石動山資

料館蔵。
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線
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徳田駅徳田駅

能登二宮駅能登二宮駅

良川駅良川駅

能登部駅能登部駅

金丸駅金丸駅

上棚矢駄IC

の
と
里
山
海
道

の
と
里
山
海
道

中能登町

159

46

2

2

石動山二宮口道標

　／中能登町二宮

石動山二宮口道標

　／中能登町二宮　／中能登町二宮

　天日陰比咩神社　

／中能登町二宮　

　天日陰比咩神社　

／中能登町二宮　

　

／中能登町二宮　

勝山城跡

（中能登町指定史跡）

／中能登町芹川

勝山城跡

（中能登町指定史跡）

／中能登町芹川

（中能登町指定史跡）

／中能登町芹川

　　　　石動山

　（国指定史跡）

／中能登町石動山

　　　　石動山

　（国指定史跡）

／中能登町石動山

　（国指定史跡）

／中能登町石動山

荒山城跡

（中能登町指定史跡）

／中能登町芹川

荒山城跡

（中能登町指定史跡）

／中能登町芹川

（中能登町指定史跡）

／中能登町芹川円光寺

／中能登町井田

円光寺

／中能登町井田／中能登町井田

不動滝

（中能登町指定名勝）

／中能登町井田

不動滝

（中能登町指定名勝）

／中能登町井田

（中能登町指定名勝）

／中能登町井田

念仏碑

／中能登町東馬場

念仏碑

／中能登町東馬場／中能登町東馬場

本土寺仁王像
　（中能登町指定有形文化財）
　／中能登町西馬場

本土寺仁王像
　（中能登町指定有形文化財）
　／中能登町西馬場
　（中能登町指定有形文化財）
　／中能登町西馬場

能登部神社本殿

（中能登町指定有形文化財）

／中能登町能登部上

能登部神社本殿

（中能登町指定有形文化財）

／中能登町能登部上

（中能登町指定有形文化財）

／中能登町能登部上

長楽寺山門

（中能登町指定有形文化財）

／中能登町能登部下

長楽寺山門

（中能登町指定有形文化財）

／中能登町能登部下

（中能登町指定有形文化財）

／中能登町能登部下

　　　　　乗念寺

／中能登町能登部下

　　　　　乗念寺

／中能登町能登部下／中能登町能登部下

能登生国玉比古神社

 ／中能登町金丸

能登生国玉比古神社

 ／中能登町金丸 ／中能登町金丸

●伊須流岐比古神社本殿及び拝殿
　（石川県指定有形文化財）
●旧観坊（石川県指定有形文化財）
●平沢道大日板碑（中能登町指定
　有形文化財） 
●荒山口阿弥陀三尊板碑（中能登
　町指定有形文化財）
●天平太鼓（中能登町指定無形民
　俗文化財）
●石動山五社権現
●大窪道大日真言板碑
●開山祭
●石動山資料館
　（紙本著色石動山境内古絵図）

お問い合わせ先/中能登町教育委員会（ふるさと創修館内）0767-74-2735 
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