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巨
大
な
神
「
カ
ン
ナ
ビ
山
」

カ
ン
ナ
ビ
山
（「
神
名
樋
野

か

ん

な

び

ぬ

」「
神
名
火
山
」
な
ど
と
書
く
）
と
は
、

巨
大
な
山
そ
の
も
の
を
神
の
依
り
代
と
し
て
信
仰
す
る
こ
と
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
、「
神
の
降
る
山
、
神
の
宿や

ど

る
山
」
と
い
う
意
味

で
す
。「
風
土
記
」
に
は
、
四
つ
の
山
が
カ
ン
ナ
ビ
山
と
し
て
登
場

し
、
そ
の
周
辺
に
は
祭
祀
遺
跡

さ
い
し
い
せ
き

や
古
い
神
社
が
今
で
も
数
多
く
残

っ
て
い
ま
す
（
詳
し
く
は
五
巻
を
参
照
）。

今
日
に
姿
を
残
す
「
石
神
」
信
仰

神
社
が
生
ま
れ
る
以
前
の
神
祭
り
の
姿
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
た

も
の
に
、
石
神
が
あ
り
ま
す
。「
風
土
記
」
に
は
、
楯
縫

た
て
ぬ
い

郡
（
現
在

の
平
田
市
付
近
）
の
カ
ン
ナ
ビ
山
（
現
在
の
大
船
山

お
お
ふ
な
や
ま

）
に
、「
石
神

あ
り
」
と
記
載
さ
れ
、
石
に
は
多
伎
都
比
古
命

た
き
つ
ひ
こ
の
み
こ
と

の
御
魂

み
た
ま

が
宿
り
、
日

照
り
に
か
な
ら
ず
雨
を
降
ら
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
も
一
帯
に
は
「
岩
船

い
わ
ふ
ね

」「
烏
帽
子
岩

え

ぼ

し

い

わ

」
と
呼
ば
れ
る
大
小
の
岩

石
や
、
多
伎
都
比
古
命

た
き
つ
ひ
こ
の
み
こ
と

を
祀ま

つ

る
滝
が
見
ら
れ
、
弥
生
時
代
末
か
ら

古
墳
時
代
の
土
器
を
出
土
す
る
祭
祀
遺
跡
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
日
で
も
、
石
を
依
り
代
と
し
て
祀
る
例
は
、
身
近
に
た
く
さ

ん
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
多
く
は
名
も
な
い
小
さ
な
神
と
し
て
祀
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
古
代
の
信
仰
と
神
社
の
古
い
姿
を
物

語
る
歴
史
の
あ
か
し
な
の
で
す
。
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●安来市�

●松江市�

鹿島町�

宍道湖�斐伊川�

神戸川�

意�
宇�
川�

鳥取県�

中海�

八雲村�
斐川町�

●平田市�

●出雲市�

大社町�

●大田市�

佐太大神�

野城大神�熊野大神�

所造天下大神�

出雲国風土記の
四大神とカンナビ山

意宇郡・神名樋野
（松江市山代町・茶臼山）

秋鹿郡・神名火山
（松江市東長江町と八束郡鹿島町の境・朝日山）

楯縫郡・神名樋山
（平田市多久町・大船山）

出雲郡・神名火山
（簸川郡斐川町・仏経山）

神名火山（斐川町・仏経山）
カンナビ山とは、神の宿る神聖な山を言う。この山は、広大な出雲平野
一帯からその頂を望むことができる。『出雲国風土記』によれば、この
山の峰に神の坐すヤシロがあった。

四
つ
の
大
神

「
風
土
記
」に
は
多
く
の
神
々
が
登
場
し
ま
す
が
、
そ
の
中
に
佐さ

太
大
神

た
の
お
お
か
み

、
野
城
大
神

ぬ
き
の
お
お
か
み

、
熊
野
大
神

く
ま
ぬ
の
お
お
か
み

、
所
造
天
下
大
神

あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
お
か
み
の
よ
う
に
、

「
大
神
」を
付
け
て
呼
ば
れ
る
神
々
が
登
場
し
ま
す
。
そ
れ
ら
は
今

日
で
言
う
、
佐
太

さ

た

神
社（
八
束
郡
鹿
島
町
）、
野
城

の

き

神
社（
安
来
市
）、

熊
野

く
ま
の

大
社（
八
束
郡
八
雲
村
）、
出
雲
大
社

い
ず
も
お
お
や
し
ろ（
簸
川
郡
大
社
町
）に
ゆ

か
り
の
神
々
で
す
。
こ
れ
ら
四
大
神
が
存
在
す
る
背
後
に
は
、
お

そ
ら
く
有
力
な（
富
や
権
力
、
あ
る
い
は
霊
能
力
を
持
っ
た
）人
び

と
の
集
団（
祭
祀
集
団
）が
、
出
雲
国
内
で
四
地
域
に
分
か
れ
て
存

在
し
て
い
た
歴
史
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

石神（平田市・大船山の烏帽子岩）
『出雲国風土記』に登場する、タキツヒコノミコトを祀る岩。高
さが約３ｍもあり、「イワクラ」と呼ばれる神の宿る巨岩であ
る。まさに神社のルーツにふさわしい。今日に至るまで、日照
りの際、雨を降らせると信じられてきた。

一
、
神
社
の
ル
ー
ツ
は
何
だ
ろ
う
？

依よ

り
代し

ろ

と
ヤ
シ
ロ

古
来
神
々
は
、
時
と
し
て
人
間
の
そ
ば
に
現
れ
、
や
が
て
神
の

世
界
へ
と
帰
っ
て
い
く
「
動
く
存
在
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
そ
の
と
き
の
神
の
依
り
代
（
神
々
の
現
れ
る
場
所
・
も
の
）
と

し
て
は
、
山
、
川
、
海
、
泉
、
滝
、
巨
岩
、
草
木
な
ど
の
自
然
や
、

鏡
、
剣
、
玉
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
依

り
代
が
や
が
て
、「
ヤ
シ
ロ→

屋
代

や
し
ろ

（
神
の
住
む
所
・
も
の
）→

社
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
依

り
代
こ
そ
が
、
ヤ
シ
ロ
＝
神
社
の
ル
ー
ツ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

神
社
の
誕
生

近
年
の
発
掘
調
査
の
成
果
は
、「
神
社
を
想
像
さ
せ
る
建
築
」
が
、

弥
生

や
よ
い

時
代
か
ら
存
在
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
が
実
際
に
「『
神
の
住
ま
い
』
と
し
て
の
神
社
」
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

「
神
社
」
と
呼
ば
れ
る
神
の
住
ま
い
が
造
ら
れ
始
め
る
の
は
、
古こ

墳ふ
ん

時
代
の
終
り
ご
ろ
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
神
は
、「
動
く
存
在
」
か
ら
そ
の
地
域
に
「
と
ど
ま
る
存

在
」
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
神
の
世
界
と
人
間
の
世
界
を
行

き
来
し
て
い
た
神
々
に
、
住
ま
い
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由

の
一
つ
に
は
、
仏
教
が
伝
来
し
、
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
影
響
も
少

な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

二
、『
出
雲
国

い
ず
も
の
く
に

風
土
記

ふ

ど

き

』が
語
る
社や

し
ろ

と
祭
場

さ
い
じ
ょ
う

そ
の
数
三
九
九
を
数
え
る
出
雲
の
神

古
代
の
社
や
神
社
の
初
期
の
姿
を
、
私
た
ち
は
全
国
で
唯
一
、

完
全
な
内
容
を
残
す
奈
良
時
代
の
地
誌
『
出
雲
国
風
土
記
』（
七

三
三
年
完
成
、
以
下
「
風
土
記
」
と
す
る
）
の
中
に
、
垣
間

か
い
ま

見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
風
土
記
」
に
よ
る
と
、
奈
良
時
代
の
出
雲
国
に
は
、
神
の
社

や
し
ろ
が

実
に
三
九
九
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
当
時
は
、
一
社
に
一
神
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
か
ら
、
出
雲
国
に
は
三
九
九
も
の
神
々
が

鎮ち
ん

座ざ

し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
三
九
九
の
神
々
は
、
ど
の

よ
う
な
姿
で
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

森
も
社

「
風
土
記
」
の
中
に
は
、
木
や
森
そ
の
も
の
を
神
の
社
と
し
た
例

が
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
秋
鹿

あ
い
か

郡
（
松
江

ま
つ
え

市
北
西
部
か
ら
平
田

ひ
ら
た

市
東
部
）
に
あ
る
女
心
高
野

め
ご
こ
ろ
た
か
ぬ

（
女
嵩
野

め

だ

か

ぬ

）
と
い
う
山
は
、「
た
だ
、

峯み
ね

の
と
こ
ろ
に
樹
林

は
や
し

が
あ
る
が
、
そ
れ
は
神
の
社

や
し
ろ
で
あ
る
」
と
あ

り
、
森
も
社
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
同
じ
く

意
宇

お

う

郡
（
松
江
市
南
部
を
中
心
と
す
る
地
域
）
の
地
名
由
来
で
、

「
田
の
中
の
木
が
茂
っ
た
小
山
」
を
「
意
宇
杜

お
う
の
も
り

」
と
呼
ん
だ
と
あ
り
、

ま
さ
に
祭
場
を
思
わ
せ
ま
す
。

神
社
の
む
か
し
、

そ
の
昔

古
代
の
神
社
を
探
っ
て
み
よ
う

出雲国の土馬
ど ば

（県内各地の出土品）
風土記が編まれた８世紀前後の代表的な祭祀遺物で、集落や泉の中か
ら発見される。神の乗り物として、神前に捧げられたものであろうか。
出雲国の土馬は、その姿がリアルで知られる。

虹の滝（平田市・宿奴神社裏）
『出雲国風土記』に登場する宿奴神社の裏にあり、現在も滝の神であ
るタキツヒコノミコトを祀っている。ここも神の住むヤシロの原型と
言えるだろう。

風土記の時代の祭りの道具?!（松江市・才ノ峠遺跡出土）
ミニチュア土器をはじめ、土製の玉や鈴、鏡形、土馬、石製の紡錘車、石鈴、水晶製の丸玉、
木製の船形、琴柱など奈良時代の多種多様な祭祀遺物。これらはムラ境の峠の周辺から出土し
た。境の神（才の神さん）を手厚くお祭りしたのだろうか?
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