
　

日
御
碕
～
大
社
～
斐
川

に
ま
た
が
る
出
雲
郡
は
、

特
に
平
野
部
に
お
い
て
風

土
記
の
時
代
と
比
べ
て
変

化
が
大
き
い
。
江
戸
藩
政

期
の
斐
伊
川
流
路
変
更
に

よ
る
宍
道
湖
・
神
西
湖
の

埋
め
立
て
を
境
に
地
形
が

激
変
し
て
お
り
、
専
門
家

で
も
風
土
記
の
時
代
の
地

形
を
正
確
に
読
み
取
る
の

は
困
難
で
あ
る
。
当
時
の

斐
伊
川
、
神
西
湖
、
宍
道

湖
水
面
で
郡
境
（
特
に
神

門
郡
）
が
区
分
さ
れ
て
い

た
様
で
、
風
土
記
の
時
代

は
今
よ
り
も
ず
っ
と
水
辺

が
多
い
景
色
と
想
像
で
き

る
。
今
で
も
出
雲
平
野
の

あ
ち
こ
ち
か
ら
目
に
入
る

仏
経
山
は
、
神
名
火
山
と

呼
ば
れ
た
頃
か
ら
変
わ
ら

ず
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て

出
雲
人
に
親
し
ま
れ
て
い

る
。

　

『
出
雲
国
風
土
記
』
に

も
多
く
の
神
社
が
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
今
で
も
出

雲
大
社
を
筆
頭
に
多
く
の

参
拝
客
が
訪
れ
る
。（
出

雲
大
社
・
日
御
碕
神
社
・

長
浜
神
社
・
万
九
千
神
社
）

　

ま
た
荒
神
谷
を
始
め
遺
跡
も
多
く
、
そ

れ
ら
は
歴
史
的
観
光
資
源
と
な
り
今
日
重

要
な
産
業
の
支
え
の
価
値
も
生
じ
て
い

る
。

◆
工
事
と
遺
跡

　

長
い
歴
史
を
持
つ
出
雲
地
方
は
大
規
模

造
成
が
さ
れ
て
い
な
い
地
域
が
多
い
。

そ
の
為
、
未
発
見
の
遺
跡
も
多
く
、
工
事

前
の
事
前
調
査
が
あ
ち
こ
ち
で
見
受
け
ら

れ
る
の
も
現
代
出
雲
の
特
色
で
あ
ろ
う
。

出
雲
郡
内
で
も
工
事
に
伴
い
発
見
さ
れ
た

遺
跡
は
多
く
、
広
域
農
道
建
設
現
場
で
発

見
さ
れ
た
神
庭
荒
神
谷
遺
跡
、
出
雲
大
社

境
内
の
古
代
神
殿
柱
群
は
日
本
中
の
注
目

を
集
め
た
。

　

最
近
で
も
東
林
木
町
地
内
・
青
木
遺
跡

が
国
道
４
３
１
号
バ
イ
パ
ス
工
事
に
伴
い

発
見
、
保
存
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら

も
出
雲
の
地
に
お
い
て
新
た
に
遺
跡
が
発

見
さ
れ
、
そ
の
都
度
注
目
を
浴
び
る
で
あ

ろ
う
。

◆
工
場
の
立
地

　

旧
山
陰
道
が
通
っ
て
い
た
斐
川
町
山

麓
は
、
風
土
記
の
時
代
に
既
に
街
道
が

通
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
地
盤
が
安
定

し
て
い
る
地
域
で
、
加
え
て
工
業
用
地

下
水
の
汲
み
上
げ
も
利
便
性
が
高
い
と

い
う
。

　

そ
の
特
徴
か
ら
島
根
富
士
通
や
出
雲

村
田
製
作
所
と
い
っ
た
大
規
模
工
場
が

進
出
し
て
お
り
、
今
や
出
雲
の
顔
と
も

い
え
る
工
業
地
帯
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て

い
る
。

　

当
時
の
郡
の
中
心
施
設
で
あ
る
郡
家

は
今
の
斐
川
町
出
西
に
在
っ
た
と
さ
れ

る
。
出
雲
国
の
中
の
「
出
雲
郡
」、
そ
の

中
の
「
出
雲
郷
」
と
い
う
地
名
、
旧
山

陰
道
と　

北
道
の
交
点
で
も
あ
る
か
ら
、

国
府
の
在
っ
た
意
宇
郡
と
並
ぶ
出
雲
国

の
中
で
も
重
要
な
場
所
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

郡
内
の
荒
神
谷
遺
跡
か
ら
大
量
の
青

銅
器
が
発
見
さ
れ
た
事
は
、
そ
の
証
左

で
あ
ろ
う
か
。
今
で
は
当
時
の
名
残
を

見
る
の
は
難
し
い
が
、
出
西
窯
が
営
ま

れ
る
等
、
新
た
な
出
雲
を
形
作
る
場
所

に
な
っ
て
い
る
。

※
19
頁
に
大
好
き
☆
出
雲
！
倶
楽
部
で
取

り
組
ん
だ
工
場
見
学
レ
ポ
ー
ト
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。

◆
出
西
窯

　

出
西
窯
は
昭
和

 22 
年
（
１
９
４
７
年
）、

袖
師
や
丹
波
、
益
子
、
唐
津
な
ど
で
修

行
を
積
ん
だ
地
元
出
身
で
子
ど
も
の
頃

か
ら
親
し
い
５
人
（
井
上
寿
人
、
陰
山

千
代
吉
、
多
々
納
弘
光
、
多
々
納
良
夫
、

中
島
空
慧
）
と
２
名
の
賛
助
者
が
協
働

し
て
陶
窯
を
築
い
た
。

　

当
初
は
出
雲
市
に
あ
っ
た
工
業
試
験

場
の
技
師
に
指
導
を
受
け
、
古
伊
万
里

や
京
焼
の
よ
う
な
美
術
的
鑑
賞
価
値
の

あ
る
陶
芸
品
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
作
っ

て
い
た
が
、
柳
宗
悦
や
バ
ー
ナ
ー
ド
・

リ
ー
チ
、
河
井
寛
次
郎
と
い
っ
た
面
々

の
指
導
を
受
け
、
モ
ダ
ン
な
作
風
で
独

特
の
世
界
を
切
り
開
い
た
。

　

窯
元
は
、
出
雲
の
西
（
出
雲
市
斐
川

町
出
西
）
と
い
う
意
味
で
地
名
か
ら
取
っ

た
も
の
で
、
多
々
納
重
成
邸
内
に
仕
事

場
が
建
設
さ
れ
た
。
窯
主
を
持
た
な
い

共
同
作
業
場
と
な
っ
て
お
り
、
土
捏
ね

（
つ
ち
こ
ね
）、
轆
轤
（
ろ
く
ろ
）
回
し
、

焼
き
な
ど
の
工
程
一
つ
一
つ
が
共
同
作

業
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
安
価

で
飽
き
の
来
な
い
丈
夫
な
焼
き
物
が
共

通
理
念
で
、
大
衆
向
け
の
民
陶
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
が
、
粘
土
か
ら
釉
薬
（
ゆ

う
や
く
）、
薪
に
至
る
ま
で
原
料
は
全
て

島
根
県
産
で
通
す
な
ど
、
こ
だ
わ
り
が

見
ら
れ
る
。

◆
作
物

　

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
当
時
採

取
出
来
た
で
あ
ろ
う
植
物
が
多
く
記

載
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
一
般
的

で
な
い
も
の
も
中
に
は
あ
る
が
、
逆

に
今
で
は
有
名
な
物
も
あ
る
。
出
雲

郡
で
は
出
西
で
し
か
栽
培
出
来
な
い

「
出
西
生
姜
」、
風
土
記
時
代
の
入
海

が
堆
積
し
た
砂
地
に
植
え
ら
れ
た

「
デ
ラ
ウ
エ
ア
」
は
紛
れ
も
な
く
現

代
出
雲
郡
の
特
産
で
あ
ろ
う
。

出
雲
郡

い
ず
も
ぐ
ん

日御碕神社

出西生姜デラウエア

「出雲国風土記に記された郡内人口」と「郡内と想定される現在の地域に住んでいる人口と世帯数」

荒神谷遺跡
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「
仏
経
山
」
取
材
レ
ポ
ー
ト

　
神
在
月
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
神
様
達
は
神
名

火
山
か
ら
帰
路
に
つ
か
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
四
つ
の
神
名
火
山
が

書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
が
仏
経
山
で
す
。
戦

国
の
武
将
尼
子
経
久
が
こ
の
山
に
12
の
寺
院
を
建

立
し
、
仏
経
山
と
名
付
け
た
と
か
。

　
さ
て
、「
仏
経
山
の
麓
に
鎮
座
し
て
い
る
曽
枳
能

夜
神
社
は
、
そ
の
昔
こ
の
山
頂
に
あ
り
、
今
も
無

線
中
継
局
の
所
に
祭
祀
場
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。」

そ
ん
な
話
を
聞
き
、
そ
の
跡
を
見
て
み
た
い
。
仏

経
山
に
登
っ
て
、
そ
こ
か
ら
出
雲
平
野
を
見
て
み

た
い
。
そ
ん
な
些
細
な
想
い
か
ら
、
登
っ
て
き
ま

し
た
。

　
阿
宮
側
か
ら
く
ね
く
ね
と
し
た
道
を
登
る
と
、

す
ぐ
に
無
線
中
継
局
に
着
き
ま
し
た
。
ど
こ
だ
ろ

う
と
辺
り
を
探
す
と
あ
り
ま
し
た
。
小
さ
な
岩
が

静
か
に
。
石
碑
に
刻
ま
れ
た
曽
枳
能
夜
神
社
の
文

字
が
そ
の
証
で
す
。
そ
の
大
き
さ
に
反
し
、
大
き

な
パ
ワ
ー
を
発
し
て
座
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
こ
は
木
々
が
生
い
茂
り
、
展
望
が
良
く
な
い

の
で
、
少
し
離
れ
た
展
望
広
場
へ
登
り
、
出
雲
平

野
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
途
中
に
は
大

き
な
岩
が
ご
ろ
ご
ろ
と
あ
り
、
ま
る
で
修
験
の
山
、

ま
さ
に
仏
経
山
っ
て
感
じ
で
し
た
。

　
旅
伏
山
・
弥
山
山
地
を
背
に
日
本
海
か
ら
宍
道

湖
ま
で
一
望
で

き
る
眺
め
は
素

晴
ら
し
か
っ
た

で
す
。
当
時
は

入
海
だ
っ
た
あ

た
り
も
今
で
は

豊
か
な
平
野
に

姿
を
変
え
て
い

ま
す
。
千
年
先

に
は
ど
ん
な
景

色
が
広
が
っ
て

い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

★

R9↓

←日御碕

稲佐の浜

吉兆館
県立
浜山公園

古代出雲歴史博物館 島根
ワイナリー

出雲大社前駅

一畑電車大社線

桃山トンネル

★

R9↓

←日御碕

吉兆館
県立
浜山公園

古代出雲歴史博物館 島根
ワイナリー

出雲大社前駅

一畑電車大社線

桃山トンネル

出雲大社

R9↓

←日御碕

吉兆館
県立
浜山公園

古代出雲歴史博物館 島根
ワイナリー

出雲大社前駅

一畑電車大社線

桃山トンネル

出雲大社

稲佐の浜
出雲阿国の墓

奉納山
於國塔

★
★

ロック
生コン工場

↑出雲市街

県道51

R184
船津簡易
郵便局

斐伊川
県道26

↑出雲市街

雲南市→
←佐田

★ 火守神社
P

★
日
本
海

日御碕漁港
経島

県道29

稲佐の浜↓

旧日御碕小日御碕灯台↑

日御碕
駐在所

GS

駐屯所

高尾ゆうゆう
ライン

夢の森
うさぎ

至日御碕

至平田

鷺浦港 鷺浦
★八

千
代
川

日
本
海

梅谷川

道の駅
湯の川

八上姫神社

八上姫の像

松江→←出雲市街 R9

山陰本線

湯の川温泉

荘原駅

★

松江→←大田 R9

島根
富士通

島根銀行
斐川支店

綱長井
生井
福井

島根
島津

出雲村田
製作所

山
陰
本
線

★★

簸川南地区広域農道

★★

直江駅

スター精機
出雲工場

←大社

★

平田ショッピングセンター
ViVA　

R431

県道250

県道250
韓竈神社

垂水神社

鰐淵小

河下港

一畑電車北松江線
松江→

P
WC

←大社

★

平田ショッピングセンター
ViVA　

R431

県道250

県道250

鰐淵寺

垂水神社

鰐淵小

河下港

一畑電車北松江線
松江→

P

★

出雲市街→

↑大社

←大田 R9

神戸川

神西湖

長浜郵便局

出雲
農林高校

東部高等技術校

イズミ

R
4
3
1

斐伊川斐伊川
河川敷公園

出雲村田
製作所

直江駅

中部小
県道161

県道197

R9
R9バイパス

西野小

←出雲市街

松江→

山陰自動車道

斐川
公園

★

斐伊川
斐川→

←大社 松江→

島根県立大学

　出雲
←市街 県道161

北神立橋
GS

斐伊川
河川敷公園

一畑
電
車
北
松
江
線

蔦巣コミュニティセンター
R431

一畑電車大社線
★
★

鹿島神社

膳夫神社蹟

川跡駅

北陽小学校

★ 火守神社
P

★

国道9号

国道9号バイパス

神立橋
斐
伊
川

北神立橋

県道161号
←大社 松江→

直江駅

大
津
町
駅

武
志
駅

からさで大橋県立中央病院

ロック
生コン工場

↑出雲市街

県道51

R184
船津簡易
郵便局

★腰折れ地蔵

斐伊川
県道26

↑出雲市街

雲南市→
←佐田

P

出雲大社
いずも  おおやしろ

日御碕神社
ひの みさ き じんじゃ

鰐淵寺
がく えん  じ から かま  じん   じゃ

韓竈神社

いな   さ          はま

稲佐の浜
い    な    せ      は     ぎ　じん  じゃ

伊奈西波岐神社
なが はま じん  じゃ

長浜神社
とび  じん  じゃ

富神社

や  かみ ひめ じん じゃゆ　　　かわ おんせん

湯の川温泉、八上姫神社
か しま じん じゃ　  かしわで じん じゃ あと

 鹿島神社、膳夫神社蹟 火守神社
ひ   もり  じん  じゃ

こし   お    　　 じ    ぞう

腰折れ地蔵
み   い  じん じゃ

 御井神社
まん  く   せん  じん  じゃ

万九千神社

出
雲
大
社

稲
佐
の
浜

奉
納
山
・
於
國
塔
、
出
雲
阿
国
の
墓

腰
折
れ
地
蔵

日
御
碕
神
社

伊
奈
西
波
岐
神
社

湯
の
川
温
泉
、
八
上
姫
神
社

 

御
井
神
社

鰐
淵
寺

長
浜
神
社

 

鹿
島
神
社
、
膳
夫
神
社
蹟

万
九
千
神
社

韓
竈
神
社

富
神
社

火
守
神
社

ご
祭
神
は
「
因
幡
（
い
な
ば
）
の
白
兎
」

の
主
人
公
”だ
い
こ
く
さ
ま
“の
愛
称
で
知

ら
れ
る
「
大
国
主
大
神
（
お
お
く
に
ぬ
し

の
お
お
か
み
）」。
旧
暦
10
月
の
神
在
月
に

全
国
か
ら
八
百
万
神
（
や
お
よ
ろ
ず
の
か

み
）
を
お
迎
え
し
、
様
々
な
ご
縁
組
み
な

ど
の
会
議
が
執
り
行
わ
れ
る
そ
う
で
す
。

ど
う
ぞ
し
っ
か
り
と
た
く
さ
ん
の
、
幸
せ

の
ご
縁
が
あ
り
ま
す
よ
う
に･･･

。

神
話
「
国
譲
り
」
の
舞
台
と
し
て
有
名
な

こ
の
浜
は
、
神
在
月
（
旧
暦
10
月
）
の
神

迎
神
事
（
か
み
む
か
え
し
ん
じ
）
の
地
。

冬
に
は
と
て
も
荒
々
し
い
姿
を
見
せ
る
日

本
海
に
向
か
っ
て
、
美
し
い
夕
日
の
太
陽

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
ミ
ネ
ラ
ル
い
っ
ぱ
い
の
潮

風
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浴
び
、
ど
ん
ど
ん
元
気

が
湧
い
て
く
る･･･

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

歌
舞
伎
の
始
祖
「
出
雲
阿
国
」
は
、
出
雲

大
社
の
巫
女
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
晩
年

は
こ
の
地
で
暮
ら
し
生
涯
を
終
え
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
11
年
、
大
社
湾

が
一
望
で
き
る
奉
納
山
の
中
腹
に
、
阿
国

を
顕
彰
す
る
石
塔
が
建
て
ら
れ
、
そ
れ
を

囲
む
石
柵
に
歌
舞
伎
役
者
や
当
代
一
流
の

芸
能
人
の
名
前
が
刻
ま
れ
ま
し
た
。
以
来
、

知
る
人
ぞ
知
る
、
芸
能
な
ど
上
達
の
お
願

い
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

腰
の
痛
み
を
は
じ
め
諸
々
の
願
い
ご
と
に

ご
利
益
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
三
つ
の
石
で

成
り
立
つ
お
地
蔵
さ
ん
。
辺
り
は
、
う
っ

そ
う
と
し
た
竹
林
と
森
に
被
わ
れ
て
い
る

た
め
、
静
か
な
胎
内
に
入
っ
て
い
く
よ
う

な
幻
想
に
捉
わ
れ
ま
す
。
腰
痛
の
原
因
と

な
っ
た
普
段
の
生
活
も
じ
っ
く
り
回
想
す

る
に
は
や
っ
ぱ
り
コ
コ
で
し
ょ
う
。

天
照
大
御
神(

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み)

と
素
戔
嗚
尊(

す
さ
の
お
の
み
こ
と)

の

二
大
神
が
ご
祭
神
。
近
く
に
は
、
ウ
ミ
ネ

コ
の
繁
殖
地
と
し
て
知
ら
れ
る
島
全
体
が

神
域
の
経
島
（
ふ
み
し
ま
）
が
あ
り
、
日

本
海
に
沈
む
夕
日
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
。

海
底
遺
跡
が
あ
る
と
い
う
逸
話
も
。
立
っ

て
い
る
だ
け
で
願
い
ご
と
が
叶
い
そ
う
！

出
雲
国
造
の
祖
神
、
天
穂
日
命
（
あ
め
の

ほ
ひ
）
の
子
「
稲
背
脛
命
（
い
な
せ
は
ぎ

の
み
こ
と
）」
が
御
祭
神
。
稲
佐
の
浜
で
の

「
国
譲
り
」
に
際
し
、
大
国
主
大
神
の
命
を

受
け
、
御
子
神
の
事
代
主
神
（
こ
と
し
ろ

ぬ
し
）
の
意
見
を
聞
き
に
美
保
関
ま
で
奔

走
さ
れ
た
神
で
す
。「
通
信
」
の
始
ま
り
と

言
わ
れ
る
こ
の
使
い
に
よ
り
、
国
譲
り
は

平
和
に
解
決
し
ま
し
た
。
天
然
痘
の
守
護

神
と
し
て
も
広
く
崇
拝
さ
れ
て
き
た
命
は
、

穏
や
か
で
素
敵
な
港
町
”鷺
浦
“
に
祭
ら
れ

て
い
ま
す
。

大
国
主
大
神
と
恋
に
落
ち
た
因
幡
の
国
の

八
上
姫
（
や
か
み
ひ
め
）
は
、
出
雲
の
国

に
帰
ら
れ
た
命
を
慕
っ
て
、
は
る
ば
る
旅

に
出
ら
れ
ま
し
た
。
途
中
、
岩
の
間
か
ら

こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
る
湯
の
川
を
見
つ
け
、

旅
の
疲
れ
を
温
泉
で
い
や
さ
れ
、
心
身
共
に

お
元
気
に
な
り
、
い
っ
そ
う
美
し
い
神
に

な
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
今
だ
っ
た
ら
、
先

ず
は
道
の
駅
「
湯
の
川
」
で
足
湯
を
楽
し

ん
で
か
ら･･･

っ
て
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

因
幡
の
国
か
ら
大
国
主
大
神
を
尋
ね
て
出

雲
に
来
ら
れ
た
八
上
姫
は
、
こ
の
地
で
産

気
づ
か
れ
、
お
産
の
た
め
三
つ
の
井
戸
〔
生

井(

い
く
い)

、
福
井(

さ
く
い)

、
綱
長

井(

つ
な
が
い)

〕
を
掘
り
、
御
子
を
産
湯

さ
せ
て
か
ら
木
の
俣
に
残
し
、
因
幡
へ
帰

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
神
話
が
そ
の
ま

ま
社
名
に
な
っ
て
お
り
、
主
祭
神
は
こ
の

時
生
ま
れ
ら
れ
た
木
俣
神
（
こ
の
ま
た
の

か
み
）
と
母
神
の
八
上
姫
神
。
ご
利
益
も

神
話
の
ま
ま
に
安
産
、
母
子
の
発
展
な
ど

だ
そ
う
で
す
。

天
台
宗
の
古
刹
、
鰐
淵
寺
は
、
あ
の
武
蔵

坊
弁
慶
が
若
き
日
に
修
行
し
た
と
こ
ろ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
見
事
な
自
然
が
残
る

境
内
、
根
本
堂
に
い
た
る
石
段
や
滝
の
真

ん
中
に
そ
び
え
る
蔵
王
堂
。
す
っ
ぽ
り
と

時
空
を
超
え
る
景
観
に
包
ま
れ
、
思
わ
ず

願
い
ご
と
さ
え
忘
れ
そ
う
な
、
祈
り
の
地

で
も
あ
り
ま
す
。

出
雲
国
風
土
記
の
冒
頭
を
飾
る
「
国
引
き

神
話
」
の
主
人
公
、
八
束
水
臣
津
野
命
（
や

つ
か
み
ず
お
み
つ
ぬ
の
み
こ
と
）
が
ご
祭

神
。
海
の
向
こ
う
の
土
地
に
綱
を
か
け
て

引
き
寄
せ
、
出
雲
の
国
つ
く
り
を
さ
れ
た

･･･

と
い
う
こ
と
で
、
綱
引
き
の
祖
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
上
達
の
お
願

い
は
、
綱
引
き
の
発
祥
の
地
で
お
願
い
す

る
の
が
一
番
。

鹿
島
神
社
の
ご
祭
神
は
、
稲
佐
の
浜
で
の

国
譲
り
の
際
、
天
照
大
御
神
か
ら
遣
わ
さ

れ
た
建
御
雷
神
（
た
け
み
か
づ
ち
の
か
み
）。

古
事
記
で
は
、
国
譲
り
を
決
意
し
た
大
国

主
大
神
が
、
料
理
の
神
様
「
膳
夫
神
（
か

し
わ
で
の
か
み
）」
に
命
じ
て
饗
応
な
さ
い

ま
し
た･･･

。
こ
の
地
は
、
日
本
で
最
初
に

お
も
て
な
し
料
理
が
振
る
舞
わ
れ
た
と
こ

ろ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
斐
伊
川
河
川
敷

公
園
に
は
膳
夫
神
社
蹟
が
あ
り
ま
す
。

櫛
御
気
奴
命
（
く
し
み
け
ぬ
の
み
こ
と
）、

大
穴
牟
遅
命
（
お
お
な
む
ち
の
み
こ
と
）、

少
彦
名
命
（
す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と
）

の
三
柱
と
八
百
万
神
が
ご
祭
神
。
立
虫
神

社
（
た
ち
む
し
じ
ん
じ
ゃ
）
の
境
内
社
で

す
。
神
在
月
に
は
、全
国
八
百
万
の
神
々
が
、

出
雲
大
社
か
ら
、
最
後
に
こ
こ
に
立
寄
っ

て
神
議
を
締
め
く
く
り
、
別
れ
の
宴
で
あ

る
直
会
（
な
お
ら
い
）
を
催
し
た
後
、
再

会
を
期
し
て
全
国
へ
お
立
ち
に
な
り
ま
す
。

き
っ
と
出
雲
で
の
お
話
を
も
と
に
日
本
全

国
に
幸
せ
を
届
け
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ご
祭
神
の
素
盞
嗚
命
（
す
さ
の
お
の
み
こ

と
）
が
、
岩
船
に
乗
っ
て
、
新
羅(

し
ら
ぎ)

か
ら
「
鉄
器
文
化
」
や
「
植
林
法
」
を
伝

え
た
と
い
う
神
話
が
残
る
地
。
鳥
居
の
随

分
手
前
か
ら
、
未
舗
装
の
道
を
通
り
、
険

し
い
参
道
を
登
り
、
さ
ら
に
隙
間
約
45
㎝

の
大
岩
の
間
を
抜
け
た
先
に
本
殿
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
思
い
を
し
て
お
参
り

す
る
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
願
い
は
叶
う
は

ず
。
思
い
が
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

八
束
水
臣
津
野
命
を
祭
る
、
そ
の
名
も

「
富
」
神
社
。
神
社
が
あ
る
斐
川
町
富
村
（
と

び
む
ら
）
は
、「
十
二
郷
七
浦
」
と
呼
ば
れ
、

出
雲
大
社
領
と
さ
れ
た
地
域
。
神
名
火
山

（
か
ん
な
び
や
ま
）
か
ら
眺
め
て
「
国
引
き
」

を
思
い
立
ち
、
そ
の
大
仕
事
に
よ
り
「
富
」

を
も
た
ら
し
た
命
が
、
鎮
座
の
地
に
お
選

び
に
な
っ
た
「
富
」
の
地
。「
富
」
は
自
ら

の
力
で
引
き
寄
せ
る
も
の
？

ご
祭
神
は
、
大
国
主
大
神
が
国
譲
り
を
し

た
際
、
ス
ズ
キ
を
調
理
さ
れ
た
櫛
八
玉
神

（
く
し
や
た
ま
の
み
こ
と
）。
境
内
に
は
太

古
か
ら
の
息
吹
を
そ
の
ま
ま
感
じ
る
摂
社

が
あ
り
、「
包
丁
塚
」
も
安
置
さ
れ
、
地
元

の
出
雲
調
理
師
会
を
は
じ
め
県
外
か
ら
も
、

料
理
関
係
者
の
参
拝
が
あ
り
ま
す
。
今
年

こ
そ
は
、
お
刺
身
を
完
全
マ
ス
タ
ー
！

※
杵
築
（
き
づ
き
）
大
社　

※
御
魂
（
み
た
ま
）
社

※
御
向
（
み
む
か
い
）
社　

※
出
雲
（
い
ず
も
）
社

※
御
魂
社　

※
伊
努
（
い
ぬ
）
社　

※
意
保
美
（
お
お
み
）
社

※
曾
伎
乃
夜
（
そ
き
の
や
）
社　

※
久
牟
（
く
む
）
社

※
曽
伎
乃
夜
社　

※
阿
受
伎
（
あ
ず
き
）
社　

※
美
佐
伎
（
み
さ
き
）
社　

※
伊
奈
佐
乃
（
い
な
さ
の
）
社　

※
彌
太
彌
（
み
だ
み
）
社

※
阿
我
多
（
あ
が
た
）
社　

※
伊
波
（
い
わ
）
社　

※
阿
具
（
あ
ぐ
）
社

※
都
牟
自
（
つ
む
じ
）
社　

※
久
佐
加
（
く
さ
か
）
社

※
彌
努
婆
（
み
の
ば
）
社　

※
阿
受
枳
（
あ
ず
き
）
社

※
宇
加
（
う
か
）
社　

※
同 

阿
受
枳
社　

※
布
世
（
ふ
せ
）
社

※
神
代
（
か
む
し
ろ
）
社　

※
加
毛
利
（
か
も
り
）
社

※
来
坂
（
く
る
さ
か
）
社　

※
伊
農
（
い
ぬ
）
社　

※
同
社　

※
同
社

※
鳥
屋
（
と
や
）
社　

※
御
井
（
み
い
）
社　

※
企
豆
伎
（
き
づ
き
）
社

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
阿
受
枳
社

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社

※
来
坂
社　

※
伊
努
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
彌
陀
彌
（
み
だ
み
）
社　
　
　
　

※
縣
（
あ
が
た
）
社　

※
斐
提
（
ひ
て
）
社　

※
韓
銍
（
か
ら
か
ま
）
社

※
加
佐
伽
（
か
さ
か
）
社　
　
　
　

※
伊
自
美
（
い
じ
み
）
社

※
波
禰
（
は
ね
）
社　

※
立
虫
（
た
ち
む
し
）
社

〔
以
上
五
十
八
所
は
い
ず
れ
も
神
祇
官
社
。〕

御
前
（
み
さ
き
）
社　

同 

御
埼
（
お
な
じ
き 

み
さ
き
）
社

支
豆
支
（
き
づ
き
）
社　

※
阿
受
支
社　

※
同 

阿
受
支
社　

※
同
社

※
同 

阿
受
支
社　

※
同 

阿
受
支
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社

伊
努
社　

同
伊
努
社　

同
社　

同
社　

同
社　

※
縣
社　

※
彌
陀
彌
社

※
同 

彌
陀
彌
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
同
社　

※
伊
爾
波
（
い
に
は
）
社

※
都
牟
自
（
つ
む
じ
）
社　

※
同
社　

彌
努
波
（
み
の
は
）
社

※
山
辺
（
や
ま
べ
）
社　

※
同
社　

※
同
社　

間
野
（
ま
の
）
社

布
西
（
ふ
せ
）
社　

※
波
如
（
は
ね
）
社　

※
佐
支
多
社

※
支
比
佐
（
き
ひ
さ
）
社　

神
代
社　

同
社

百
枝
槐
（
も
も
の
え
に
す
）
社

〔
以
上
六
十
四
所
は
い
ず
れ
も
不
在
神
祇
官
社
。〕

『
解
説
出
雲
国
風
土
記
』
本
文
・
現
代
語
訳
よ
り

出
雲
郡
の
神
社

大好き☆出雲！倶楽部で作成した「お願いどころマップ」

ほう のうざん   おく にと う  い ずも  お  くに    はか

奉納山  於國塔、出雲阿国の墓
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◆ 1300 年前にあった神社と現在状況
出雲国風土記 現在の神社 所在地

杵築大社 出雲大社 大社町杵築東
御魂社 神魂伊能知奴志神社 大社町杵築東
御向社 神魂伊能知比志神社 出雲大社境内

出雲社

大神大后神社 出雲大社境内
素鵞社 出雲大社境内
富神社 斐川町富村
長浜神社 西園町
諏訪神社 別所町

伊努社 伊努神社 西林木町
都我利神社 東林木町

意保美社 意保美神社 河下町

曽伎乃夜社 曽枳能夜神社 斐川町神氷
韓国伊太弖奉神社 斐川町神氷（曽枳能夜神社境内）

久牟社 久武神社 斐川町出西
阿受伎社 阿須伎神社 大社町遙堪
美佐伎社 日御碕神社 大社町日御碕
伊奈佐乃社 因佐神社 大社町杵築北
彌太彌社 美談神社 美談町

阿我多社 縣神社 国富町
縣神社 美談町（美談神社境内）

伊波社 伊波神社 美談町（美談神社境内）
伊爾波社 伊爾波神社 国富町（縣神社境内）
阿具社 阿吾神社 斐川町阿宮

都牟自社
都牟自神社 国富町
都牟自神社 斐川町福富
都武自神社 斐川町直江

久佐加社 久佐加神社 日下町
来坂社 來阪神社 矢尾町

彌努婆社 奥宇賀神社（合祀） 奥宇賀町
宇賀神社（合祀） 口宇賀町

宇加社 宇賀神社 口宇賀町
布世社 奥宇賀神社 奥宇賀町

神代社 神代神社 斐川町神庭
万九千神社（合祀） 斐川町併川

加毛利社 加毛利神社 斐川町神氷
鳥屋社 鳥屋神社 斐川町鳥井
御井社 御井神社 斐川町直江

企豆伎社

神魂御子神社 出雲大社境内
大穴持御子神社 三歳社　大社町杵築東
伊那西波岐神社 大社町鷺浦
大穴持御子玉江神社 乙見社　大社町修理免
湊社 大社町中荒木

斐堤社 斐代神社 唐川町
韓銍社 韓竈神社 唐川町
加佐伽社 伊佐賀神社 斐川町出西

波禰社 波知神社 斐川町三絡
波迦神社 斐川町三絡

立虫社 立虫神社 斐川町併川
山辺社 山辺神社 大社町杵築西
間野社 原鹿神社 斐川町原鹿
佐支多社 佐支多神社 斐川町荘原
支比佐社 支比佐神社 斐川町神氷（曽枳能夜神社境内）
百枝槐社 日御碕神社 大社町日御碕

　

出
雲
大
社
が
座
し
、
ま
た
、
同
名
の
神
社
が
風
土
記
に
多
く

見
受
け
ら
れ
る
出
雲
郡
。
そ
れ
ら
同
名
の
神
社
の
多
く
は
今
で
は

合
祀
さ
れ
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
以
前
は
美
談
神
社
に
参
拝
す

る
と
そ
の
摂
社
に
同
じ
摂
社
名
が
び
っ
し
り
と
書
か
れ
て
お
り
、

往
時
は
そ
れ
だ
け
多
く
の
美
談
神
社
が
各
所
に
祭
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
読
み
取
れ
、
郡
の
特
色
が
実
感
で
き
た
。
立
地
は
山
の
中

腹
・
山
際
に
座
す
神
社
が
多
い
事
か
ら
今
で
も
当
時
の
雰
囲
気

を
伺
え
る
社
が
多
い
。
遷
座
さ
れ
た
神
社
で
は
、
日
御
碕
神
社

は
経
島
に
座
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
今
で
は
一
般
の
方
は
対
岸

か
ら
眺
め
る
の
み
で
あ
る
。
神
名
火
山
上
に
座
し
て
い
た
と
さ

れ
る
神
社
は
現
在
は
山
の
下
に
遷
座
さ
れ
て
い
る
。（
曽
枳
能
夜

神
社
）
し
か
し
、祭
祀
の
跡
は
今
で
も
山
上
に
残
さ
れ
て
い
る
為
、

仏
経
山
の
頂
に
登
れ
ば
当
時
の
祭
祀
場
を
実
感
出
来
る
。

　

神
立
、
神
等
去
出
で
有
名
な
万
九
千
神
社
は
『
出
雲
国
風
土
記
』

に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
元
々
、
別
の
場
所
に
座
し
て
い
た
ら
し

い
が
、
斐
伊
川
の
流
路
変
更
に
伴
い
現
在
の
様
に
立
虫
神
社
の
境

内
に
移
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

今
で
は
そ
も
そ
も
の
立

虫
神
社
よ
り
有
名
に
な
っ

た
万
九
千
神
社
、
正
門
正

面
の
立
虫
神
社
に
対
し
、

向
か
っ
て
右
側
に
祭
ら
れ

て
い
る
。
立
虫
神
社
と
異

な
り
社
殿
は
拝
殿
の
み
。

裏
に
石
が
据
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
石
に
神
立
前
の

八
百
万
神
が
依
代
さ
れ
る

そ
う
だ
。

　

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
国
引
き
神
話
」
は
、
綱

を
か
け
て
海
の
む
こ
う
に
あ
る
土
地
を
引
き
寄
せ
て
国
を
造
る

話
で
あ
る
。
長
浜
神
社
は
、
国
引
き
の
綱
の
「
薗
の
長
浜
」
の

地
に
鎮
座
し
て
、
国
土
生
成
・
国
引
き
の
神
を
主
祭
神
と
し
て

お
祀
り
し
て
い
る
。
海
の
む
こ
う
の
土
地
に
綱
を
か
け
て
引
き

寄
せ
て
大
地
を
造
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
綱
引
き
の
祖
「
ス
ポ
ー

ツ
上
達
・
不
動
産
守
護
の
神
」
と
し
て
の
ご
神
徳
が
知
ら
れ
て

い
る
。
国
引
き
が
終
わ
っ
た
時
に
神
は
杖
を
た
て
ら
れ
、
そ
の

後
も
杭
を
打
っ
て
歩
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
島
根
半
島
に
点
在

す
る
要
石
で
あ
り
、
社
地
の
妙
見
山
に
も
土
地
鎮
め
の
要
石
と

子
授
け
安
産
の
夫
婦
石
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
社
号
に
も
「
出
雲
」

を
冠
し
「
出
雲
社
」「
出
雲
神
社
」
な
ど
と
称
し
て
い
た
が
、
創

建
・
開
創
は
和
銅
３
年
（
７
１
０
年
）
以
前
で
、
中
世
以
降
は

妙
見
山
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
妙
見
社
」・「
妙
見
大
社
」

な
ど
と
呼
ば
れ
、明
治
以
降
は
「
長
浜
神
社
」
と
な
り
現
在
に
至
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
際
の
百
日
祈
願
で
も
知
ら

れ
て
い
る
。
加
藤
清
正
、
片
桐
且
元
、
福
島
正
則
と
い
っ
た
名

だ
た
る
武
将
の
参
拝
が
あ
り
、
そ
の
折
の
「
弓
掛
の
松
」
が
境

内
に
あ
る
。
緒
戦
の
連
勝
に
太
閤
は
い
た
く
喜
び
、
桐
の
神
紋

を
は
じ
め
恩
賞
を
授
か
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら「
武
道
・
ス
ポ
ー

ツ
上
達
の
守
り
神
」
の
み
な
ら
ず
「
勝
負
に
勝
つ
神
」
と
し
て

広
く
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
大
梶
七
兵
衛
の
開
拓
に
先
行
し
て
、
社
家

の
秦
重
成
・
喜
兵
衛
の
兄
弟
に
よ
る
私
財
を
な
げ
う
っ
て
の
海

岸
の
砂
防
植
栽
と
神
門
の
水
海
の
干
拓
事
業
が
、
近
世
の
国
引

き
と
し
て
地
域
開
発
の
歴
史
の
一
頁
を
彩
っ
て
い
る
。

　

『
国
引
き
神
話
』
の
引
綱
で
あ
る
薗
の
長
浜
に
座
す
長
浜
神
社
。

そ
の
御
祭
神
は
国
引
き
を
成
さ
れ
た
八
束
水
臣
津
野
命
で
あ
る
。

今
で
は
出
雲
平
野
と
一
続
き
の
薗
の
長
浜
で
は
あ
る
が
、
風
土

記
の
時
代
は
ま
さ
し
く
綱
の
様
に
伸
び
た
砂
嘴
で
、
当
時
の
長

浜
神
社
も
云
わ
ば
島
に
座
す
神
社
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

推
定
さ
れ
る
地
形
を
見
る
と
薗
の
長
浜
は
当
時
の
神
西
湖
を
守

る
防
波
堤
の
よ
う
な
位
置
に
在
り
、
出
雲
大
社
周
辺
そ
の
物
が

有
力
な
港
湾
で
あ
っ
た
は
ず
。「
八
束
水
臣
津
野
命
」
と
い
う
文

字
、
一
説
に
万
葉
仮
名
の
様
に
、
同
じ
音
で
そ
の
意
味
は
八
束

水
「
大
水
主
命
」
で
あ
る
と
唱
え
る
専
門
家
も
お
ら
れ
る
。

　

で
あ
る
な
ら
、
大
国
主
命
の
祖
先
神
で
あ
る
八
束
水
臣
津
野

命
、
ま
さ
し
く
当
時
の
水
運
を
司
り
、
出
雲
郡
の
繁
栄
を
引
き

寄
せ
ら
れ
た
神
様
な
の
で
あ
ろ
う
。

万ま
ん

九く

千せ
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

長
浜
神
社

長
浜
神
社
と
水
運

万九千神社

長浜神社

神
社
に
つ
い
て
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