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出い

ず

も雲
大お

お

社や
し
ろ

神
々
が
集
う
聖
地
・
出
雲
に
鎮
ま
る

葦
原
中
国
の
大
神
・
大
国
主
命

出
雲
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
神
話
に
と
っ
て
非
常
に
重
要

な
意
味
を
持
つ
、
日
本
神
話
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
。
そ
の
地
に

鎮
ま
る
出
雲
大
社
は
日
本
最
古
の
神
社
と
も
い
わ
れ
、
神
話
世

界
と
現
世
に
生
き
る
我
々
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
深
く

実
感
さ
せ
て
く
れ
る
聖
地
で
あ
る
。

際
、
大
国
主
は
天ア
マ
テ
ラ
ス照
に
あ
る
条
件
を
求

め
た
。

「
天あ

ま
つ
か
み神

の
富
み
足
り
た
御
子
の
宮
殿
の

よ
う
に
、
地
の
底
の
硬
い
岩
ま
で
届
く

太
い
柱
を
建
て
て
屋
根
に
は
高
天
原
ま

で
届
く
ほ
ど
の
高
い
千ち

ぎ木
が
そ
び
え
る

宮
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ

ば
私
は
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
幾
度
も

通
っ
て
た
ど
り
着
く
奥
の
地
に
隠
れ
籠

っ
て
お
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
我
が
子

ら
百
八
十
の
神
々
も
背
く
者
は
い
な
い

で
し
ょ
う
」

　

天
照
の
子
孫
が
住
ま
う
よ
う
な
立
派

な
建
物
を
自
分
の
た
め
に
つ
く
っ
て
く

れ
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
す
れ
ば
高
天

原
に
背
く
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い

だ
ろ
う
、
と
い
う
大
国
主
の
最
後
の
お

願
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
柱
が

太
く
、
千
木
の
高
い
建
物
」
こ
そ
が
、

現
在
大
国
主
が
祀
ら
れ
る
出
雲
大
社
の

こ
と
な
の
で
あ
る
。

古
来
よ
り
存
在
感
を
示
す

出
雲
の
巨
大
な
神
殿

　

千ち

ぎ木
と
い
う
の
は
切き

り
づ
ま妻

の
屋
根
の
両

端
で
木
材
を
交
差
さ
せ
る
装
飾
の
こ
と
。

神楽殿に架かる大注連縄。他の神社とは逆向きにかけられているのが特徴だ

　

神
々
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
出い
ず
も雲
。

そ
の
範
囲
は
決
し
て
広
く
は
な
い
が
、

『
古こ

じ

き
事
記
』
や
『
日に
ほ
ん
し
ょ
き

本
書
紀
』
に
見
ら

れ
る
日
本
神
話
の
中
で
出
雲
を
舞
台

に
語
ら
れ
る
も
の
は
た
い
へ
ん
多
い
。

大オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ

国
主
神
や
須ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

佐
之
男
命
な
ど
、
出
雲

に
ま
つ
わ
る
神
々
も
多
彩
だ
。
出
雲
大

社
は
歴
史
・
格
式
と
も
に
格
別
の
崇
敬

を
受
け
て
き
た
社
な
の
で
あ
る
。

　

神
話
で
は
天て

ん
そ
ん
こ
う
り
ん

孫
降
臨
の
前
に

葦あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

原
中
国
の
支
配
権
が
高た
か
ま
の
は
ら

天
原
へ
と
譲

り
渡
さ
れ
る
説
話
が
展
開
さ
れ
る
。
そ

の
「
国
譲
り
神
話
」
の
中
に
出
雲
大
社

の
起
源
に
触
れ
た
部
分
が
あ
る
。

　

天ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ

照
大
御
神
の
使
者
が
高
天
原
か
ら

地
上
の
大オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ

国
主
の
も
と
を
訪
れ
、
葦
原

中
国
を
高
天
原
に
譲
る
よ
う
に
説
い
た

と
き
、
大
国
主
は
子
ど
も
た
ち
に
そ
の

決
定
を
委
ね
た
。
御
子
神
た
ち
が
同
意

し
た
こ
と
で
葦
原
中
国
は
高
天
原
に
統

治
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
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雲
太
と
は
出い
ず
も
の
く
に

雲
国
の
出
雲
大
社
、
和
二

は
大や
ま
と
の
く
に

和
国
の
東
大
寺
大
仏
殿
、
京
三
は

京
都
御
所
の
大だ
い
ご
く
で
ん

極
殿
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
が
、
出
雲
大
社
の
存
在
感
が
伝
わ

っ
て
く
る
よ
う
だ
。

　

奈
良
の
大
仏
殿
が
45
メ
ー
ト
ル
と
い

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
雲
大
社
が

そ
れ
を
し
の
ぐ
48
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
う
な
ず
け
な
く
は

な
い
が
、
48
メ
ー
ト
ル
と
い
う
高
さ
に

つ
い
て
は
あ
く
ま
で
伝
承
の
ひ
と
つ
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
平
成
12
年
（
２
０
０
０
年
）

に
境
内
か
ら
直
径
約
１
・
３
メ
ー
ト
ル
の

柱
を
３
本
ま
と
め
た
柱
が
出
土
し
、
稀

代
の
高
層
建
築
だ
っ
た
と
い
う
説
が
現

実
味
を
帯
び
て
き
て
い
る
。
３
本
ま
と

め
た
柱
の
直
径
は
約
３
メ
ー
ト
ル
と
な

り
、
そ
れ
ら
は
８
０
０
年
ほ
ど
昔
に
伐

採
さ
れ
た
材
木
で
あ
る
こ
と
も
判
明
し

て
い
る
。
ま
た
、
出
雲
大
社
に
伝
わ
る

「
金か
な
わ
の
ぞ
う
え
い
さ
し
ず

輪
造
営
差
図
」
と
い
う
、
本
殿
の
柱

な
ど
の
様
子
を
描
い
た
図
に
は
、
発
見

さ
れ
た
も
の
と
酷
似
す
る
柱
の
配
置
が

描
か
れ
て
お
り
、
巨
大
社
殿
の
証
明
に

な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
注
目
を
集

め
て
い
る
の
だ
。

旧
暦
の
10
月
に
は

八
百
万
の
神
々
が
集
ま
る

　

現
在
、
出
雲
大
社
の
本
殿
を
含
め
た

社
殿
は
修
造
中
で
あ
る
。
出
雲
大
社
は

60
年
ご
と
に
社
殿
の
造
営
を
行
う
遷せ
ん
ぐ
う宮

と
い
う
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
今
は
平

成
25
年
（
２
０
１
３
年
）
の
「
本
殿
遷

座
祭
」
に
向
か
っ
て
造
営
が
行
わ
れ
て

い
る
の
だ
。

　

見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
が
、
出
雲
大

社
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
神
楽
殿
の

大お
お
し
め
な
わ

注
連
縄
。
こ
れ
は
長
さ
13
メ
ー
ト
ル
、

太
さ
９
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
５
ト
ン
と
い

う
巨
大
な
も
の
で
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
さ
は
間
近
で
見
る
者
を
圧
倒
す
る

迫
力
に
満
ち
て
い
る
。
注し

め
な
わ

連
縄
と
は
、

神
聖
な
場
に
不
浄
な
も
の
の
進
入
を
禁

ず
る
た
め
に
張
る
縄
の
こ
と
で
、
一
般

の
神
社
で
は
右
か
ら
左
に
か
け
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
出
雲
大
社
の
注
連
縄

は
逆
に
左
か
ら
右
に
か
け
ら
れ
て
い
る

の
が
特
徴
だ
。

　

ま
た
、
出
雲
大
社
の
参
拝
方
法
は
一

般
的
な「
二
拝
二
拍
手
一
拝
」で
は
な
く
、

「
二
拝
四し

は
く
し
ゅ

拍
手
一
拝
」
と
な
っ
て
い
る
こ

現
在
も
出
雲
大
社
の
本
殿
の
屋
根
に
は
、

高
々
と
掲
げ
ら
れ
た
千
木
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
本
殿
は
「
大た

い
し
ゃ
づ
く
り

社
造
」

と
呼
ば
れ
る
独
特
の
様
式
で
、
古
代
の

高
床
式
住
居
を
模
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

地
面
か
ら
社
殿
の
床
ま
で
の
柱
が
長
く
、

社
殿
自
体
も
高
層
で
あ
る
。
基
本
的
に

住
居
の
か
た
ち
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
大オ

オ
ク
ニ
ヌ
シ

国
主
が
住
居
と
な
る
よ
う
な

建
物
を
求
め
た
こ
と
に
沿
っ
て
つ
く
ら

れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

正
門
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
松
並
木
の

中
に
４
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
参
道
が

ま
っ
す
ぐ
延
び
て
お
り
、
そ
れ
を
進
む

と
八や

く
も
や
ま

雲
山
を
背
に
し
た
本
殿
が
見
え
て

く
る
。
現
在
の
社
殿
の
高
さ
は
24
メ
ー

ト
ル
あ
り
、
神
社
建
築
で
は
き
わ
め
て

高
い
も
の
だ
が
、
社
伝
に
よ
れ
ば
、
か

つ
て
は
そ
の
倍
の
48
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

を
誇
っ
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
れ

以
前
に
は
96
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
と
い

う
説
さ
え
も
あ
る
。

　

平
安
時
代
中
期
の
天て

ん
ろ
く禄
元
年（
９
７
０

年
）
に
編
纂
さ
れ
た
書
物
『
口く
ち
ず
さ
み遊
』
に

は
当
時
の
高
層
建
築
の
代
表
格
と
し
て

「
雲う

ん
た太
、和わ

に二
、京き
ょ
う
さ
ん三」と
記
さ
れ
て
い
る
。

と
も
他
の
神
社
と
は
違
う
点
だ
。
出
雲

大
社
が
特
別
な
神
域
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
持
つ
出
雲
大
社

に
は
、
旧
暦
の
10
月
に
な
る
と
日
本
全

国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
が
集
ま
っ
て

く
る
。
通
常
は
10
月
を
「
神か

ん
な
づ
き

無
月
」
と

い
う
が
、
こ
れ
は
八
百
万
の
神
が
出
雲

に
出
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
相
談

す
る
た
め
、
そ
の
間
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

か
ら
神
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
。
逆
に

神
々
の
集
ま
る
出
雲
だ
け
は
10
月
を

「
神か

み
あ
り
づ
き

在
月
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
伝
承
に
も
と
づ
い
て
旧
暦
10

月
に
行
わ
れ
る
の
が「
神か

み
あ
り
さ
い

在
祭
」で
あ
る
。

10
日
の
夜
に
な
る
と
、
出
雲
大
社
の
近

く
に
あ
る
稲い

な
さ
の
は
ま

佐
浜
で
、
全
国
か
ら
や
っ

て
き
た
神
た
ち
を
迎
え
る
神か
み
む
か
え
し
ん
じ

迎
神
事
が

始
ま
る
の
だ
。

　

浜
に
は
か
が
り
火
が
焚
か
れ
、
浜

に
流
れ
着
い
た
蛇
を
大オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ

国
主
の
使
い

「
龍り
ゅ
う
じ
ゃ
さ
ま

蛇
様
」
と
し
て
神
社
に
迎
え
る
の
で

あ
る
。
龍
蛇
と
は
本
来
海
神
の
使
い
で

あ
り
、
海
の
彼
方
か
ら
豊
饒
を
も
た
ら

す
海う
み
び
と人

に
由
来
す
る
神
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
る
も
の
。
こ
の
地
で
は
、
神
在
祭

の
頃
に
季
節
風
に
よ
っ
て
浜
に
寄
り
つ

い
た
セ
グ
ロ
ウ
ミ
ヘ
ビ
を
龍
蛇
様
の
形か

た

代し
ろ

と
し
て
い
る
の
だ
。

　

国
譲
り
神
話
の
中
で
は
、
高
天
原
か

ら
遣
わ
さ
れ
た
神
々
も
稲
佐
浜
に
現
れ

て
い
る
。
出
雲
で
は
神
話
が
風
土
に
根

ざ
し
て
お
り
、
そ
れ
を
祭
に
よ
っ
て
伝

承
し
て
い
る
の
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

迎
え
ら
れ
た
神
々
は
、
11
日
か
ら
17

日
ま
で
の
７
日
間
、
出
雲
大
社
に
滞
在

し
て
神か

む
は
か議
り
を
お
こ
な
う
と
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
期
間
に
執
り
行
わ
れ
る
の
が

神
在
祭
だ
。
祭
の
間
、
地
元
の
人
々
は

謹
慎
斎
戒
し
て
歌
舞
音
曲
の
類
を
控
え
、

家
の
造
作
な
ど
も
行
わ
れ
な
く
な
る
と

い
う
。
こ
の
よ
う
な
習
わ
し
か
ら
、
神

在
祭
は「
御お

い
み
ま
つ
り

忌
祭
」と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

天
神
の
子
孫
で
あ
る

千
家
氏
が
宮
司
を
務
め
る

　

ま
た
、
11
月
23
日
に
行
わ
れ
る
古
伝

新
嘗
祭
も
特
別
な
神
事
の
ひ
と
つ
。
夜

に
「
お
じ
ゃ
れ
も
う
（
お
い
で
あ
れ
と

申
す
）」
と
い
う
声
が
境
内
に
響
き
わ
た

る
と
、
宮
司
で
あ
る
国
造
を
は
じ
め
と

す
る
神
官
た
ち
が
祭
場
へ
向
か
い
着
座

境内にはすがすがしい空気が流れる

出雲神楽のひとつ「八岐大蛇」
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わ
れ
る
。

　

そ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
さ
れ
る
の
が
、
国
造
と
神
々
と
の

間
に
な
さ
れ
る
相あ
い
な
め嘗
だ
。
こ
れ
は
、
国

造
が
御
飯
と
醴ひ
と
よ
ざ
け酒
を
神
々
に
捧
げ
、
自

ら
も
そ
れ
を
食
す
こ
と
で
共
食
を
実
現

す
る
も
の
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
造
は
神

霊
を
身
に
ま
と
う
こ
と
が
で
き
、
神
威

の
再
生
や
増
幅
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

祭
神
で
あ
る
大オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ

国
主
は
仏
教
の

大だ
い
こ
く
て
ん

黒
天
と
も
結
び
つ
い
て
お
り
、
縁
結

び
に
ご
利
益
が
あ
る
福
の
神
と
し
て
も

信
仰
を
集
め
て
い
る
。
神
無
月
に
出
雲

に
集
ま
る
神
々
は
人
々
の
縁
結
び
の
相

談
を
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
に
は
縁
結
び
の
神
徳
が
全
国

に
広
ま
っ
た
。

　

ま
た
、『
日に

ほ
ん
し
ょ
き

本
書
紀
』
に
は
国
譲
り

神
話
の
異
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
高タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト

御
産
巣
日
命
に
命
じ

ら
れ
た
天ア
メ
ノ
ホ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト

穂
日
命
が
、
大
国
主
を
祀ま
つ

る

た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し

て
、
ほ
か
の
神
社
で
は
宮
司
に
あ
た
る
、

世
襲
の
「
国
造
」
家
の
祖
先
は
そ
の

天ア
メ
ノ
　
ホ
　
ヒ

穂
日
で
あ
る
と
平
安
時
代
の
『
先せ
ん

代だ
い

旧く

事じ

本ほ
ん

紀ぎ

』
は
記
し
て
い
る
の
だ
。
現

し
、
始
め
ら
れ
る
。

　

小
石
を
歯
で
噛
む
歯は

が
た
め固
や
、
琴
板
を

打
ち
鳴
ら
し
て
歌
わ
れ
る
神
楽
歌
に
合

わ
せ
て
な
さ
れ
る
百
番
の
舞
、
御
釜
の

ま
わ
り
を
稲
と
瓶へ
い
し子
を
肩
に
か
つ
い
だ

神
官
が
青
竹
を
杖
に
し
て
「
あ
ら
た
ぬ

し
」
と
唱
え
な
が
ら
ま
わ
る
御
釜
神
事

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
事
が
厳
か
に
行

　

こ
う
し
て
大
国
主
は
姿
を
隠
し
、
そ

の
子
ど
も
た
ち
も
天あ

ま
つ
か
み神
に
従
う
こ
と
に

同
意
し
た
。
建タ

ケ
ミ
カ
ヅ
チ

御
雷
は
高た

か
ま
の
は
ら

天
原
に
戻
っ

て
葦
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

原
中
国
の
平
定
が
終
わ
っ
た
こ
と

を
報
告
し
た
。
古
に
生
ま
れ
た
誓
い
が
、

出
雲
で
は
現
代
ま
で
滔と

う
と
う々

と
受
け
継
が

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
比
類

な
い
地
で
、
悠
久
の
時
を
感
じ
て
み
れ

ば
、
神
々
の
息
吹
が
聞
こ
え
て
く
る
よ

う
だ
。

覆
え
さ
れ
た
架
空
の
国
と
い
う

出
雲
の
イ
メ
ー
ジ

「
出
雲
は
分
け
て
も
神
々
の
国
」

　

と
語
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
に
来
日

し
て
出
雲
を
愛
し
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
（
小こ

い
ず
み
や
く
も

泉
八
雲
）
で
あ
る
。

　

ハ
ー
ン
の
い
う
よ
う
に
出
雲
で
は
海

原
、
山
川
、
森
や
池
な
ど
至
る
と
こ
ろ

に
神
々
が
宿
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

『
出い

ず
も
の
く
に
ふ
ど
き

雲
国
風
土
記
』
に
は
実
に
３
９
９

と
い
う
数
の
神
社
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
ひ
と
つ
の
神
社
は
普
通
地
域
神

の
み
を
祀
る
の
で
、
単
純
に
計
算
し
て

も
出
雲
に
は
４
０
０
柱
も
の
神
々
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た

『
古こ

じ

き
事
記
』
は
そ
の
３
分
の
１
の
ボ
リ
ュ

ー
ム
を
出
雲
神
話
の
記
述
に
割
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
以
前
の
出
雲
に
は
「
実
態

の
な
い
神
話
の
国
」
と
い
う
印
象
が
強

か
っ
た
。
学
会
で
も
、
出
雲
は
大
和
政

権
に
よ
っ
て
意
図
的
に
作
ら
れ
た
机
上

在
は
第
84
代
国
造
と
し
て
千せ
ん
げ
た
か
ま
さ

家
尊
祐
宮

司
が
受
け
継
い
で
お
り
、
ま
さ
に
現
代

の
暮
ら
し
が
神
話
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
地
と

い
え
よ
う
。

出
雲
参
拝
に
ま
つ
わ
る

不
思
議
な
伝
承
も
残
る

　

そ
の
あ
ま
り
の
高
さ
の
た
め
、
平
安

中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
間
だ
け
で
も
７

度
の
倒
壊
を
経
験
し
て
い
る
と
い
う
出

雲
大
社
。
し
か
し
、
い
く
ら
大オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ

国
主
の

要
求
と
は
い
え
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
巨
大
な
神
殿
を
建
て
る
必
要
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

『
古こ

じ

き
事
記
』
の
中
に
は
、
そ
の
理
由
の

一
端
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。

　

垂す
い
じ
ん
て
ん
の
う

仁
天
皇
の
御
代
、
天
皇
の
子
の
本ホ

牟ム

智チ

和ワ

気ケ
ノ

命ミ
コ

は
髭
が
胸
に
垂
れ
る
年
に

な
っ
て
も
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
し
か
し
出
雲
の
大
神
に
参
拝

す
る
と
、
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
大
国
主

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ず
、
き
ち
ん
と
祀
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
壮
大
な
神
の
宮

を
設
け
て
御
魂
を
鎮
め
る
よ
う
に
な
っ

た
わ
け
だ
が
、
偉
大
な
神
へ
の
畏
敬
の

念
が
う
か
が
え
る
よ
う
な
逸
話
で
あ
る
。

　

出
雲
大
社
は
古
く
は
「
杵き

づ
き
の築
大お
お
や
し
ろ
社
」

と
呼
ば
れ
て
お
り
、天て
ん
ぴ
ょ
う平５
年
（
７
３
３

年
）
に
完
成
し
た
『
出い

ず
も
の
く
に
ふ
ど
き

雲
国
風
土
記
』

に
も
そ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
以
来
、
明

治
４
年
（
１
８
７
１
年
）
に
至
る
ま
で

そ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
、
歴

史
の
長
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
『
古
事
記
』
に
よ
る
と
、
出
雲
国
の

多た

ぎ

し
芸
志
の
小
浜
に
天
の
御
舎
（
出
雲
大

社
）
が
建
て
ら
れ
、
櫛ク
シ
ヤ
タ
マ
ノ
カ
ミ

八
玉
神
が
料
理

人
と
な
っ
て
神し

ん
せ
ん饌
を
お
供
え
し
た
と
さ

れ
る
。
こ
の
と
き
、
櫛ク
シ
ヤ
タ
マ

八
玉
は
そ
の
姿

を
鵜
に
変
え
て
海
の
底
に
も
ぐ
り
、
く

わ
え
て
き
た
海
底
の
赤
土
で
平
た
い
皿

を
数
多
く
つ
く
っ
た
。
ま
た
、
海
藻
の

茎
を
刈
り
、
燧ひ

き
り
う
す臼
と
燧ひ
き
り
ぎ
ね杵
と
い
う
発
火

の
た
め
の
道
具
を
つ
く
り
、
神
聖
な
火

を
鑽き

り
出
し
て
、
こ
う
唱
え
た
と
い
う
。

　
「
私
が
鑽
っ
た
火
が
、
高
天
原
の
宮
殿

を
煤す

す

が
垂
れ
さ
が
る
ほ
ど
盛
ん
に
炊
き

あ
げ
、
地
の
下
で
は
硬
い
岩
に
届
く
ま

で
炊
き
固
め
、
長
い
長
い
縄
を
海
に
の

ば
し
て
口
の
大
き
な
立
派
な
鱸す

ず
き
を
引
き

寄
せ
て
、
竹
の
台
も
た
わ
む
ほ
ど
に
盛

り
上
げ
て
、
魚
の
料
理
を
さ
さ
げ
ま
し

ょ
う
」。

　

あ
な
た
の
こ
と
を
い
つ
ま
で
も
祀
り
、

お
供
え
の
食
事
も
絶
や
さ
ず
に
献
じ
ま

す
、
と
い
う
意
味
の
誓
い
で
あ
る
。

出雲大社の神迎神事の様子

18

日本神話のふるさと 第一章

本殿の大屋根。「大社造」と呼ばれる独特の様式だ

出雲大社の一年

一月

福神祭（旧暦元旦）/ 大御餞祭
御飯供祭 / 説教始祭

二月

祈穀祭

三月

祖霊社大祭（春分の日）

四月

教祖祭

五月

例祭（勅祭）/ 例祭 二之祭
神輿渡御祭 / 例祭 三之祭
出雲屋敷感謝大祭

六月

涼殿祭

七月

八月

出雲大社教大祭 / 神幸祭 / 爪剥祭

九月

十月

献穀祭 / 古伝 新嘗祭 / 謝恩祭
神迎祭（旧暦 10 月 10 日）
神在祭（旧暦 10 月 11 ～ 17 日）
縁結大祭（旧暦 10 月 15 日）
神等去出祭（旧暦 10 月 17 日）

十一月

祖霊社大祭（秋分の日）

十二月
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発
見
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
中
期
の

寛か
ん

文ぶ
ん

５
年
（
１
６
６
５
年
）
の
こ
と
。

出
雲
大
社
の
境
外
摂
社
で
あ
る
命
い
の
ち

主
ぬ
し
の

社や
し
ろ

背
後
の
大
き
な
石
の
下
か
ら
青
銅
製

の
銅
矛
と
と
も
に
見
つ
か
っ
た
の
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
古
代
出
雲
が
日
本
海

ル
ー
ト
で
北
陸
地
域
と
強
く
結
び
つ
い

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
古
代
出

雲
に
な
ん
ら
か
の
強
大
な
勢
力
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
は
実
証
さ
れ
た
と
い
っ

て
い
い
。
ち
な
み
に
荒
神
谷
遺
跡
か
ら

出
土
し
た
青
銅
器
類
は
国
宝
に
指
定
さ

れ
、
現
在
は
島
根
県
立
出
雲
歴
史
博
物

館
で
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
出
雲
の
中
心
に
鎮
座
す
る
出
雲

大
社
で
は
平
成
20
年
（
２
０
０
８
年
）

４
月
か
ら
遷
宮
の
期
間
に
入
っ
て
い
る
。

本
殿
か
ら
仮
殿
と
な
る
拝
殿
へ
と
祭
神
・

大オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ

国
主
大ノ
オ
オ
カ
ミ
神
が
遷
さ
れ
た
の
で
、
こ
の

期
間
に
参
詣
す
る
人
は
御
仮
殿
に
お
参

り
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
は
平
成
25

年
（
２
０
１
３
年
）
５
月
10
日
に
予
定

さ
れ
て
い
る
本
殿
遷
座
祭
へ
の
準
備
が

着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
。

「
遷
宮
」
と
は
本
殿
を
従
前
と
は
違
う

位
置
に
移
築
し
た
り
、
御
神
体
を
移
動

さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
式
年
と
は
定
め

の
世
界
と
い
う
学
説
が
主
流
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
昭
和
59
年
（
１
９
８
４

年
）
に
架
空
の
国
―
出
雲
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
覆
す
大
発
見
が
あ
っ
た
。

荒こ
う
じ
ん
だ
に
い
せ
き

神
谷
遺
跡
か
ら
銅
剣
３
８
５
本
、

銅ど
う
た
く鐸
６
個
、
銅ど
う
ほ
こ矛
16
本
が
一
度
に
出
土

し
た
の
だ
。
特
に
銅
剣
は
一
カ
所
か
ら

の
出
土
数
と
し
て
は
最
多
で
、
そ
れ
ま

で
日
本
中
で
出
土
し
て
い
た
す
べ
て
の

本
数
を
上
回
る
数
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
西に
し
た
に谷
、
加か
も
い
わ
く
ら

茂
岩
倉
、
田た
わ
や
ま

和
山
、

妻む
き
ば
ん
だ

木
晩
田
と
い
っ
た
、
数
々
の
注
目
す

べ
き
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
に
及
び
、
実

態
不
明
な
神
話
の
国
と
い
う
出
雲
の
イ

メ
ー
ジ
は
払
拭
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、
古
代
出
雲
は
越
（
北
陸
）
と

の
積
極
的
な
交
易
も
行
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

　

現
在
出
雲
大
社
の
宝
物
殿
に
は
、
真ま

名な

井い

遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
勾ま
が

玉た
ま

が
収

蔵
さ
れ
て
い
る
。
碧へ
き

石ぎ
ょ
く（
メ
ノ
ウ
）
と

は
明
ら
か
に
輝
き
が
違
う
透
明
度
の
高

い
緑
色
が
特
徴
で
、
別
名
を
「
勾
玉
の

女
王
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
逸
品
は
、

北
陸
産
翡ひ

翠す
い

を
材
料
と
し
て
弥
生
時
代

に
製
作
さ
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

ら
れ
た
年
と
い
う
意
味
な
の
で
、
定
期

的
な
遷
宮
の
こ
と
を
「
式
年
遷
宮
」
と

呼
ん
で
い
る
の
だ
。

　

式
年
遷
宮
の
周
期
は
神
社
に
よ
っ
て

ま
ち
ま
ち
だ
が
、
出
雲
大
社
の
場
合
は

60
年
。
昭
和
28
年
（
１
９
５
３
年
）
以

来
の
大
事
業
と
な
る
。
伊
勢
神
宮
の

神し
ん
め
い
づ
く
り

明
造
、
住
吉
大
社
の
住す
み
よ
し
づ
く
り

吉
造
と
と
も

に
日
本
の
三
大
神
社
建
築
様
式
と
さ
れ

る
「
大た
い
し
ゃ
づ
く
り

社
造
」
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
そ

の
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
平
成
24
年
（
２
０
１
２
年
）

７
月
21
日
～
11
月
11
日
ま
で
、
出
雲
大

社
と
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館

を
中
心
と
し
た
エ
リ
ア
で
「
神
話
博
し

ま
ね
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
『
古

事
記
』、『
日
本
書
紀
』
の
神
話
世
界
を

よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
う
っ
て

つ
け
だ
ろ
う
。

　

出
雲
市
周
辺
に
は
他
に
も
見
ど
こ
ろ

が
数
多
い
。

　

国
引
き
神
話
の
舞
台
で
あ
る
園
の
長

浜
や
三さ

ん
べ
さ
ん

瓶
山
を
一
望
に
で
き
る
奉ほ
う
の
う
さ
ん

納
山

や
、
国
譲
り
神
話
の
場
所
で
あ
る

稲い
な
さ
の
は
ま

佐
浜
も
あ
る
。
稲
佐
浜
に
は
国
譲
り

の
際
に
大オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ

国
主
と
建タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ

御
雷
が
交
渉
し
た

と
い
う
弁
天
島
が
あ
り
、
夕
陽
ス
ポ
ッ

ト
と
し
て
も
人
気
だ
。
さ
ら
に
景
勝
地

と
し
て
知
ら
れ
る
出い

ず
も
ひ
の
み
さ
き
と
う
だ
い

雲
日
御
碕
灯
台
も

近
い
。

　

出
雲
を
訪
れ
た
際
に
は
ぜ
ひ
と
も
ま

わ
っ
て
み
た
い
。

※
『
口
遊
』
と
は
平
安
時
代
中
期
に
編
纂
さ
れ
た
、
貴
族
の
子
弟
の
た
め
の
学
習
書
の
こ
と
。

※
40
歳
の
時
に
来
日
し
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
、
松
江
の
士
族
の
娘
セ
ツ
と
結
婚
し
小
泉
八
雲
と

　

称
し
た
。

祭　

神	

大
国
主
大
神

社　

格	

式
内
社
（
名
神
大
）、
出
雲
国
一
宮
で
旧
官
幣
大
社
。

	

現
在
は
勅
祭
社
で
神
社
本
庁
の
別
表
神
社

創
建
年	

不
明

例　

祭	

例
祭
（
５
月
14
～
16
日
）

御
利
益	

縁
結
び
、
商
売
繁
盛
、
農
耕
・
漁
業
守
護
、
除
災
招
福
な
ど

住　

所	

〒
６
９
９-

０
７
０
１

　
　
　

	

島
根
県
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
１
９
５

電　

話	

０
８
５
３-

53-

３
１
０
０

出雲大社

涼殿祭の行列

　

現
在
、
出
雲
大
社
で
は
平
成
25

年
の
式
年
遷
宮
に
向
け
た
準
備
が

慌
た
だ
し
く
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

特
に
注
目
す
べ
き
は
本
殿
屋
根

の
千
木
、
鰹
木
、
箱
棟
、
鬼
板
の

棟
飾
り
に
「
ち
ゃ
ん
塗
り
」
と
い

う
伝
統
的
な
技
法
が
採
用
さ
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
ち
ゃ
ん
塗
り
と

は
江
戸
時
代
に
確
立
し
た
と
さ
れ

る
日
本
の
伝
統
的
な
塗
装
法
の
こ

と
を
指
し
ま
す
。
主
成
分
の
松
脂

に
荏
胡
麻
油
、
灰
、
鉛
を
混
ぜ
て

塗
り
ま
す
が
、
今
回
の
遷
宮
で
は

千
木
と
鰹
木
に
は
油
煙
を
混
ぜ
た

「
黒
ち
ゃ
ん
」
を
、
破
風
板
や
鬼
瓦

の
社
紋
に
は
、
そ
れ
に
緑
青
を
混

ぜ
た
「
緑
ち
ゃ
ん
」
を
そ
れ
ぞ
れ

塗
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

前
回
の
昭
和
の
式
年
遷
宮
で

は
銅
板
の
取
り
替
え
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
の
で
、
実
に
明
治
以
来

１
３
０
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
技
法

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
出
雲

大
社
を
訪
れ
た
時
に
は
色
鮮
や
か

な
ち
ゃ
ん
塗
り
を
ぜ
ひ
そ
の
目
に

焼
き
付
け
た
い
も
の
で
す
。

式
年
遷
宮
で
復
活
し
た
、

江
戸
時
代
の
技
法

鮮やかに復活した本殿のちゃん塗り




