
出
雲

い

ず

も

の
変
遷

へ
ん
せ
ん

神
様
と
神
社
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
昔
の
人
び
と
は
出
雲
の
神
々
や
神
社
を
ど
の
よ
う

な
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
祀ま
つ

っ
て
き
た
の
か
、
出
雲
大
社
を
中

心
と
す
る
「
出
雲
信
仰
」に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
。出

雲
大
社
と
い
え
ば
、
縁
結
び
の
神
様
と
し
て
全
国
的
に
有

名
で
す
。
カ
ッ
プ
ル
や
女
の
子
同
士
で
、
縁
結
び
を
祈
っ
て
お

参
り
し
て
い
る
姿
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
神
在
祭

じ
ん
ざ
い
さ
い

の
と
き
に
は

神
様
が
集
ま
っ
て
、
日
本
全
国
の
未
婚
の
男
女
の
縁
談
に
つ
い

て
協
議
す
る
、
と
い
う
伝
承

で
ん
し
ょ
う
も
あ
る
く
ら
い
で
す
。
こ
の
よ
う

な
出
雲
信
仰
は
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

平
安
時
代
、
出
雲
の
神
は
畿
内
き
な
い

の
人
び
と
に
と
っ
て
、
災
い

を
も
た
ら
す
「
祟た
た

り
神
」で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

祟
り
神
は
丁
重
に
祀
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
祟
り
神
が
祀
っ
て

あ
る
出
雲
大
社
は
、
日
本
一
大
き
な
本
殿
の
あ
る
神
社
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
出
雲
大
社
は
福
の
神
を
祀

る
神
社
に
変
化
し
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
音
の
近
さ
か
ら
、

大
黒
だ
い
こ
く

様
が
大
国
主
命

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

事
情
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
「
神
無
月

か
ん
な
づ
き

に
は
出
雲
に
神
様
が
参
集
す
る
」
と
の
伝
承

が
、
平
安
時
代
末
ご
ろ
か
ら
広
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
が

江
戸
時
代
中
期
に
な
る
と
、
参
集
の
目
的
は
「
縁
結
び
」
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
こ
ろ
に
は
、
大
国

主
命
は
、
農
耕
神
と
し
て
も
意
識
さ
れ
て
き
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
信
仰
が
、
狂
言
師

き
ょ
う
げ
ん
し

や
御
師
お

し
（
大
社
に
関
す
る
信

仰
を
普
及
し
て
い
っ
た
人
）と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
江

戸
以
西
を
中
心
に
伝
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
今

日
の
出
雲
信
仰
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
出
雲

地
方
で
は
、
古
く
か
ら
農
耕
神
、
福
神
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。

現
代
も
残
る
出
雲
信
仰

で
は
、
出
雲
信
仰
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

正
月
に
は
、
日
本
全
国
か
ら
無
病
息
災
な
ど
を
願
っ
て
、
数
十

万
の
人
び
と
が
参
詣
さ
ん
け
い

に
や
っ
て
来
ま
す
。
そ
の
際
、
多
く
の
人

が
招
福
を
願
っ
て
、
大
黒
像
を
求
め
ま
す
。
地
元
の
人
び
と
の

中
に
は
、
大
黒
様
だ
け
で
な
く
、
三
歳
社

み
と
せ
の
や
し
ろ（
出
雲
大
社
の
末
社
）

に
詣も
う

で
て
年
内
の
招
福
の
た
め
に
「
福
柴
ふ
く
し
ば

」
を
持
ち
帰
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
菰こ
も

の
神
事
で
は
、
神
様
が
歩
い
た
あ
と

の
菰（
水
辺
に
生
え
る
イ
ネ
科
の
草
）を
持
ち
帰
り
、
こ

れ
を
風
呂
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
無
病
息
災
が
も

た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

ま
た
神
在
祭
の
際
の
龍
蛇

り
ゅ
う
じ
ゃ
の
お
札ふ
だ

は
、
火
難
予
防
、
商
売
繁

盛
、
さ
ら
に
漁
業
を
行
う
人
に
と
っ
て
は
水
難
予
防
に
効
果
が

あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
観
光
で
来
た
人
も
、
銅
鳥
居
に

触
る
と
金
銭
運
が
よ
く
な
る
と
聞
く
と
、
自
然
に
鳥
居
を
触
り

ま
す
。
出
雲
大
社
に
ま
つ
わ
る
信
仰
は
こ
れ
だ
け
で
な
く
、
ま

だ
ま
だ
か
ぎ
り
な
く
あ
り
ま
す
。
現
在
の
出
雲
信
仰
は
、
多
彩

な
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

近
代
化
が
進
ん
だ
現
在
、
ふ
だ
ん
は
私
た
ち
は
神
様
と
関
係

な
い
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
い
ま
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

時
代
に
よ
り
、
人
に
よ
り
、
神
様
の
捉と
ら

え
方
や
大
社
へ
の
関
わ

り
方
は
変
化
し
て
い
ま
す
。
出
雲
信
仰
は
、
近
代
化
の
波
に
の

ま
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
姿
を
変
え
つ
つ
、
継
続
し
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

す
ご
い
ぞ
！
神
の
国
・
出
雲

平
安
時
代
、
神
々
の
数
は
全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

出
雲
信
仰

神
々
の
現
在

竜蛇札

「
延
喜
式
内
社

え
ん
ぎ
し
き
な
い
し
ゃ

」「
式
内
社

し
き
な
い
し
ゃ

」と
い
う
言
葉
を
ご
存
じ
で
す
か
？

こ
れ
は
平
安
時
代（
九
二
七
年
）に
国
家
が
ま
と
め
た『
延
喜
式

え
ん
ぎ
し
き

』

神
名
帳（
延
喜
式
巻
九
・一
〇
）と
い
う「
全
国
の
神
社
台
帳
」に

名
前
が
載
る
二
八
六
一
の
神
社（
祭
神
数
は
三
一
三
二
）を
言
い

ま
す
。
国
家
が
公
認
し
、
大
事
な
祭
の
と
き
に
国
か
ら
幣
帛
み
て
ぐ
ら

（
供
物
く
も
つ

）が
与
え
ら
れ
る
な
ど
の
特
別
待
遇
を
受
け
た
神
社
で
す
。

こ
の「
式
内
社
」の
祭
神
数
を
旧
国
別
に
比
べ
る
と
、
な
ん
と

出
雲
国
は
一
八
七
を
数
え
、
大
和
や
ま
と（
現
在
の
奈
良
県
あ
た
り
）、

伊
勢
い

せ
（
現
在
の
三
重
県
あ
た
り
）に
次
ぐ
全
国
第
三
位
で
す
。
か

な
り
密
集
し
て
神
が
祀
ら
れ
た
地
域
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
出
雲
の
神
々
を
国
家
が
格
別
に
重
視
し
て
い
た
か
ら
で
し

ょ
う
か
。
現
代
に
つ
な
が
る

出
雲
信
仰
の
ル
ー
ツ
や
、
日

本
神
話
の
三
分
の
一
を
占
め

る
出
雲
系
神
話
の
謎
を
解
く

カ
ギ
は
、
こ
こ
に
も
隠
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

250以上�
凡　　例�

180以上190未満�
130以上160未満�
110以上130未満�
 70以上110未満�
 30以上  70未満�
  10以上  30未満�
    2以上  10未満�

「式内社」祭神数の比較地図�

順位�
１�
２�
３�
４�
５�

　　　 旧国名�
大和（現在の奈良県あたり）�
伊勢（現在の三重県あたり）�
出雲�
近江（現在の滋賀県あたり）�
但馬（現在の兵庫県北部あたり）�

   祭神数�
２８６�
２５３�
１８７�
１５５�
１３１�

「式内社」祭神数ベスト5

古
墳
時
代
の
終
り
、
大
陸
か
ら
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
新
し

い
文
化
「
仏
教
」は
、
単
に
宗
教
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
建

築
技
術
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
画
期
的
な
存
在

で
し
た
。
の
ち
に
日
本
文
化
の
根
幹
の
一
つ
に
ま
で
位
置

づ
け
ら
れ
る
仏
教
の
初
期
の
姿
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

出雲国分寺跡出土瓦
かわら

（松江市）

仏教が伝えた新しい建築
仏教の流入に伴って伝えられたものの代表
に、瓦を使った建築があります。瓦を使った
建築は、古代においては仏教寺院と役所に限
られています。現代の瓦は波形になっており、
1種類の瓦で屋根全体に葺

ふ

くことができます
が、古代の瓦は屋根の大部分をおおう平瓦
と、平瓦同士の間を埋める丸瓦からなってい
ます。全体の約3分の2を重ね合わせるように
して瓦を葺いていくため、屋根全体の重量は
現代とは比較にならないほど重いものでした。
こうした瓦を使った建築は、それ以前の建
築法と異なり、まったく新しい高度な技術を
必要とするものでした。
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