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何
百
年
も
前
に
生
き
て
い
た
人
た
ち
に
、

会
っ
て
話
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

先
人
た
ち
の
思
い
や
、
生
き
た
証
を
受
け
取
る

こ
と
が
出
来
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
神

社
な
の
で
す
。
社
殿
の
彫
刻
の
表
情
か
ら
は
、

先
人
た
ち
の
生
き
様
を
。
神
社
名
や
地
名
か
ら

は
、
今
を
生
き
る
あ
な
た
へ
繋
が
る
ル
ー
ツ
を

知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
房
総
は
、
そ
れ

ら
が
豊
か
に
息
づ
く
地
域
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

　
現
在
の
千
葉
県
南
部
は
、
そ
の
昔
「
安
房
の

国
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
、
そ
う
と

わ
か
る
の
か
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
安
房
神
社

と
い
う
お
社
が
鎮
座
し
て
い
る
か
ら
な
の
で

す
。
歴
史
や
伝
承
な
ど
、
難
し
い
こ
と
は
置
い

と
い
て
、ま
ず
は
参
拝
に
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
歴
史
の
勉
強
の
た
め
に
神
社
参
拝
を
す
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
社
へ
参
拝
に
上
が
っ
た

と
き
に
、
感
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
房
総
の
神
社
巡
り
で
紡
い
で
く
だ

さ
い
。
安
房
神
社
の
神
様
は
、ど
こ
か
ら
来
て
、

ど
こ
へ
向
か
っ
た
の
か
。
何
を
興
し
た
の
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
神
社
を
巡
る
う
ち

に
、
新
し
い
発
見
に
出
会
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
い
つ
も
見
て
い
た
房
総
が
、
違
っ
て
見

え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
道
中
は
き
っ
と
お
腹
が
す
く
は
ず
で
す
。
そ

こ
で
出
会
う
お
店
や
グ
ル
メ
、
ス
イ
ー
ツ
も
、

ぜ
ひ
楽
し
ん
で
ほ
し
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

き
っ
と
そ
れ
ら
も
房
総
の
神
社
や
神
様
と
縁
が

あ
る
も
の
だ
か
ら
。
グ
ル
メ
と
神
様
に
は
縁
が

無
い
よ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
現
代
に
生
き
る
人
が
受
け
取
る
す
べ
て
の

恵
み
は
、
こ
の
地
域
を
生
ん
だ
神
様
と
発
展
さ

せ
た
先
人
た
ち
の
思
い
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

ま
す
か
ら
。

房
総
神
社
め
ぐ
り
の
ス
ス
メ

寄 

稿

　佐
々
木  

優
太

佐
々
木
優
太
氏
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

昭
和
59
年
7
月
7
日
生
ま
れ
　兵
庫
県
出
身
。

神
社
巡
拝
家
・
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
。

こ
れ
ま
で
参
拝
し
た
神
社
は
1
万
社
以
上
。
神
社
の

歴
史
や
造
詣
も
深
く
、
そ
の
知
識
量
は
神
職
も
認
め

る
ほ
ど
。

「
神
社
ソ
ム
リ
エ
」
と
し
て
、
T
V
・
ラ
ジ
オ
・
雑

誌
・YouTube

・
講
演
会
な
ど
で
神
社
の
魅
力
を
発

信
し
て
い
る
。
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「
忌
部（
い
ん
べ
）氏
」と
は「
穢
れ
を
忌
み

嫌
い
、神
聖
な
仕
事
に
従
事
す
る
氏
族
」の

意
で
、天
太
玉
命（
ア
メ
ノ
フ
ト
ダ
マ
ノ
ミ
コ

ト
）を
祖
と
し
、中
臣
氏
と
と
も
に
朝
廷
の

祭
祀
を
司
り
、祭
具
の
製
造
や
宮
殿・神
殿

の
造
営
な
ど
を
行
う
名
門
氏
族
で
し
た
。

　

平
安
時
代
に
書
か
れ
た
神
道
資
料『
古

語
拾
遺
』に
よ
る
と
、始
祖
の
天
太
玉
命

は
、高
皇
産
霊
神（
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ
）

の
子
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。天
照
大
御

神（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
）の
子
・
天

忍
穂
耳
尊（
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ

ト
）と
高
皇
産
霊
神
の
子・栲
幡
千
千
姫
命

（
タ
ク
ハ
タ
チ
ヂ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）が
結
婚

し
て
生
ま
れ
た
の
が
、天
皇
家
の
祖
先
・

瓊
瓊
杵
尊（
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
）で
す
。瓊
瓊

杵
尊
が
天
照
大
御
神
よ
り
地
上
を
治
め

る
よ
う
に
言
わ
れ
、地
上
に
降
臨
し
た
際

に
天
太
玉
命
も
従
い
ま
し
た
。天
富
命
は

こ
の
天
太
玉
命
の
孫
に
あ
た
る
神
さ
ま

で
す
。

　

天
富
命
の
御
実
績
の
一
つ
を『
古
語
拾

遺
』に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。初
代
天
皇

で
あ
る
神
武
天
皇
は
東
征
を
終
え
、都
を

橿
原（
奈
良
県
）に
つ
く
る
際
、天
富
命
に
皇

居（
橿
原
宮
）を
造
営
す
る
よ
う
命
じ
ま
し

た
。そ
こ
で
天
富
命
は
、手
置
帆
負
命（
タ
オ

キ
ホ
オ
イ
ノ
ミ
コ
ト
）、彦
狭
知
命（
ヒ
コ
サ

シ
リ
ノ
ミ
コ
ト
）の
二
柱
の
神
様
の
孫
を
引

き
連
れ
て「
斎
斧（
い
み
お
の
＝
神
聖
な
斧
）」、

「
斎
鋤（
い
み
す
き
＝
神
聖
な
鋤
）」を
使
い
、

初
め
て
山
の
木
を
伐
り
、正
殿
を
築
き
ま
し

た
。そ
し
て
、各
忌
部
氏
族
を
率
い
て
種
々

の
神
宝
を
作
る
よ
う
に
命
じ
指
揮
し
た
の

で
す
。こ
の
時
、天
日
鷲
命（
ア
メ
ノ
ヒ
ワ
シ

ノ
ミ
コ
ト
）の
孫
は
天
富
命
に
従
い
、阿
波

国
麻
植（
後
の
麻
植
郡
）に
お
い
て
祭
祀
に

使
用
す
る
麻
や「
穀
」（
か
じ
＝
こ
う
ぞ
の
一

種
、和
紙
の
原
料
と
な
る
）の
栽
培
を
し
、阿

波
忌
部
氏
と
な
り
ま
す
。そ
の
他
、櫛
明
玉

命（
ク
シ
ア
カ
ル
タ
マ
ノ
ミ
コ
ト
）を
祖
と
す

る
出
雲
国
の
玉
作
氏（
た
ま
つ
く
り
し
）、彦

狭
知
命
を
祖
と
す
る
紀
伊
忌
部
氏
、手
置

土
地
を
求
め
て
阿
波
忌
部
氏
の
一
部
を

連
れ
て
海
を
渡
り
ま
す
。黒
潮
に
の
っ
て
東

へ
、や
が
て
着
い
た
土
地
が
今
の
房
総
半
島

で
す
。上
陸
し
た
御
一
行
は
さ
っ
そ
く
麻
や

「
穀
」を
植
え
ま
し
た
。す
る
と
特
に
麻
の

育
ち
が
よ
く
、麻
の
古
語
で
あ
る「
総（
ふ

さ
）」か
ら
総
国
と
命
名
し
ま
し
た
。上
総

国
、下
総
国
と
い
う
名
称
も
こ
こ
か
ら
由

来
し
ま
す
。ま
た
居
住
地
に
は
、祖
神
で
あ

る
天
太
玉
命
の
社（
現
在
の
安
房
神
社
）を

創
建
し
、以
前
い
た
四
国
の
阿
波
国
の
名
を

と
っ
て「
安
房
」と
名
付
け
ま
し
た
。今
で
も

四
国
か
ら
房
総
半
島
ま
で
の
黒
潮
の
ル
ー

ト
上
に
阿
波・安
房（
あ
わ
）、目
良・布
良・

女
良・妻
良（
め
ら
）、白
浜（
し
ら
は
ま
）・勝

占・勝
浦（
か
つ
う
ら
）な
ど
の
同
じ
地
名
が

多
数
あ
る
の
は
こ
の
た
め
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、伝
承
に
よ
る
と
、天
富
命
と
阿
波

忌
部
氏
が
最
初
に
上
陸
し
た
地
は
館
山
市

布
良
の
阿
由
戸
の
浜
で
、そ
の
際
、海
岸
に

近
い
男
神
山
に
天
太
玉
命
、女
神
山
に
后
神

の
天
比
理
刀
咩
命（
ア
メ
ノ
ヒ
リ
ト
メ
ノ
ミ
コ

ト
）を
お
祀
り
し
た
事
が
、安
房
神
社（
館
山

市
大
神
宮
）の
起
源
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、次
に
鴨
川
市
天
津
の
二
夕
間
海

岸
付
近
に
上
陸
さ
れ
、清
澄
山
山
頂
に
登

ら
れ
長
狭
を
平
定
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
旧

跡
に
住
民
が
天
富
命
を
お
祀
り
し
た
の
が
、

天
富
神
社（
鴨
川
市
清
澄
）と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。上
陸
し
た
海
岸
付
近
に
は
明
神
礁
と

い
う
岩
礁
が
残
さ
れ
て
お
り
、現
在「
明
神

の
鯛
」と
い
う
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

安
房
の
開
拓
を
終
え
ら
れ
た
天
富
命

は
、さ
ら
に
開
拓
を
進
め
ら
れ
ま
す
。勝
浦

に
伝
わ
る「
上
野
神
話
」に
よ
る
と
、「
天
富

命
は
更
に
沃
地
を
求
め
国
見
を
続
け
、上

野
村
名
木
に
木
材
を
掌
る
御
木
忌
部（
み

忌い

ん

べ

し

部
氏
と
天あ

め
の
と
み
の
み
こ
と

富
命
も
の
が
た
り

房
総
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る

忌
部
氏
・
天
富
命
と
は

帆
負
命
を
祖
と
す
る
讃
岐
忌
部
氏
、天
目

一
箇
命（
ア
メ
ノ
マ
ヒ
ト
ツ
ノ
ミ
コ
ト
）を
祖

と
す
る
筑
紫
国・伊
勢
国
の
忌
部
氏
な
ど
、

忌
部
氏
は
開
拓
の
た
め
各
地
に
広
が
り
、多

数
の
氏
族
に
枝
分
か
れ
し
て
い
き
ま
す
。

天
日
鷲
命
の
孫
た
ち
を
従
え
、阿
波
国
の

開
拓
を
し
た
天
富
命
は
、さ
ら
に
豊
か
な

房
総
半
島
へ
渡
り
、文
化
を
伝
え
る

「天富命安房国に御渡航の図」寺崎武男作
官幣大社安房神社縁起壁画
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天
富
命
は
、「
天
太
玉
命
の
社
を
遠
く
見
は

る
か
し
、千
代
も
つ
き
せ
ず
祭
祀
を
行
い
た

い
」と
途
中
立
ち
寄
っ
た
勝
浦
に
再
び
お
い

で
に
な
り
、遠
見
岬（
現
在
の
八
幡
岬
）突
端

の
冨
貴
島
に
住
ま
わ
れ
、朝
夕
に
天
太
玉
命

の
社
を
遥
拝
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。天
富

命
が
お
隠
れ
に
な
っ
た
後
、勝
占
忌
部
須
須

立
命
が
居
跡
の
冨
貴
島
に
天
富
命
を
お
祀

り
し
た
の
が
遠
見
岬
神
社（
勝
浦
市
浜
勝

浦
）の
起
源
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

千
葉
県
に
は
そ
の
他
に
も
、洲
宮
神
社

（
館
山
市
洲
宮
）、洲
崎
神
社（
館
山
市
洲

崎
）、布
良
崎
神
社（
館
山
市
布
良
）、下
立

松
原
神
社（
南
房
総
市
白
浜・南
房
総
市
千

倉
）や
莫
越
山
神
社（
南
房
総
市
沓
見・南

房
総
市
宮
下
）、瀧
口
神
社（
鴨
川
市
太
尾・

鴨
川
市
花
房
）、庤
神
社（
鴨
川
市
西
町
）、明

神
の
鯛（
鴨
川
市
天
津
）な
ど
、忌
部
氏
に
関

連
す
る
神
社
や
地
名
、伝
承
が
多
く
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

古
来
、麻
は
神
さ
ま
が
依
り
魔
を
祓
う

と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、し
め
縄
や
祓
具

な
ど
、神
聖
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
ま

し
た
。天
皇
が
御
即
位
さ
れ
た
後
に
行
わ

れ
る
践
祚
大
嘗
祭
で
、繒
服（
に
ぎ
た
え・絹

の
織
物
）と
と
も
に
、神
御
衣（
か
む
み
そ
）

と
し
て
神
さ
ま
に
お
供
え
す
る
麁
服（
あ
ら

た
え・麻
の
織
物
）は
、代
々
、阿
波
忌
部
の

役
割
と
し
て
伝
え
ら
れ
、現
在
も
阿
波
忌

部
氏
で
あ
る
三
木
家
が
調
進
し
て
い
ま
す
。

　

千
葉
県
に
は
旧
国
名
の
総
国（
麻
の
古

語
・ふ
さ
→
ふ
さ
の
く
に
）を
始
め
、匝
瑳

（
美
し
い
麻
・
さ
ふ
さ
→
そ
う
さ
）、佐
倉

（
麻
の
倉
・
あ
さ
く
ら
→
佐
倉
）、大
多
喜

町
の
麻
綿
原（
麻
と
綿
の
産
地
→
ま
め
ん

ば
ら
）や
総
元（
総
国
か
ら
）、鴨
川
市
の
長

狭（
良
質
な
麻
・
な
が
あ
さ
→
な
が
さ
）、

勝
浦
市
の
植
野（
麻
と
穀
を
植
え
た
）、総

野（
総
国
か
ら
）な
ど
、麻
に
由
来
し
た
地

名
が
多
く
あ
り
ま
す
。ま
た
、総
国
は
安
房

国
、上
総
国
、下
総
国
の
み
な
ら
ず
武
蔵
国

（
現
在
の
東
京
都
、埼
玉
県
、神
奈
川
県
の

一
部
）、相
模
国（
神
奈
川
県
）も
含
ん
で
お

り
、総
国
の
一
部
が
分
割
さ
れ
総
上（
ふ
さ

か
み
）・総
下（
ふ
さ
し
も
）と
な
り
、そ
れ
ぞ

れ「
ふ
さ
か
み
→
さ
か
み
→
さ
が
み
」、「
ふ

さ
し
も
→
ふ
さ
し
→
む
さ
し
」と
転
じ
て

武
蔵
、相
模
と
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り

ま
す
。

•
館
山
市
の
富
崎
地
区（
と
み
さ
き
）の
地

名
は
、天
富
命
の
名
と
岬
に
位
置
す
る
地
域

で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

•
南
房
総
市
の
富
山（
と
み
さ
ん
）は
天
富

山
か
ら
転
じ
た
も
の
で
天
富
命
が
指
揮
を

執
っ
た
場
所
で
あ
り
、天
富
命
の
墳
墓
が
あ

る
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

•
勝
浦
市
の
遠
見
岬
神
社
は
江
戸
時
代
ま

で
冨
大
明
神
と
称
さ
れ
、元
は
冨
貴
島（
現

在
の
福
島
）に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

き
い
ん
べ
）を
置
き
、細
殿
に
仮
宮
を
建
て
、

諸
所
に
麻
植
忌
部（
お
え
い
ん
べ
）を
配
し
て

麻
穀
増
殖
に
当
た
ら
し
め
、荒
川
に
は
館
を

造
る
阿
良
香
忌
部（
あ
ら
か
い
ん
べ
）を
置

き
、勝
浦
に
は
勝
占
忌
部
須
須
立
命（
カ
ツ

ラ
イ
ン
ベ
ス
ス
タ
ツ
ノ
ミ
コ
ト
）を
留
め
て
漁

業
を
広
め
、神
司
を
掌
ら
し
め
た
。」と
あ

り
ま
す
。

　

そ
し
て
、房
総
半
島
の
開
拓
を
終
え
た

阿
波
忌
部
氏
と
麻

麻
に
由
来
し
た
地
名

天
富
命
の「
富
」に
由
来
し
た
地
名

「祖神を偲ぶ天富命の図」寺崎武男作
官幣大社安房神社縁起壁画

　
遠
見
岬
神
社
は
創
建
時
の
由
緒
に
ち

な
み
、安
房
神
社
の
方
角
で
あ
る
南
西

に
向
け
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。遠
見

岬
神
社
と
安
房
神
社
を
線
で
結
ぶ
と
、

下
立
松
原
神
社（
牧
田
）、安
房
神
社
、布

良
崎
神
社
、男
神
山
・
女
神
山
、阿
由
戸

の
浜
、三
原
山（
伊
豆
大
島
）が
ほ
ぼ
一

直
線
上
に
並
び
ま
す
。ま
た
、遠
見
岬
神

社
と
天
富
神
社
を
直
線
で
結
ぶ
と
そ
の

先
に
は
富
士
山
が
そ
び
え
ま
す
。

千葉県

勝浦市

鴨川市

富津市

館山市

館山市

南房総市

南房総市

鴨川市

勝浦市

横浜

三浦箱根

伊豆

静岡県

富士山

三柱神社
（安房大神）

清澄寺
天富神社
（天富命）

布良崎神社
（天富命）

阿由戸の浜
（上陸の地）
男神山・
女神山

三原山
安房神社
（天太玉命）

下立松原神社〈滝口〉
（天日鷲命）

下立松原神社〈牧田〉
（天日鷲命）

遠見岬神社
（天冨命）

冨貴島
（元の鎮座地）

名木
（御木忌部）

遠見岬神社
冨貴島
（天冨命）

勝浦
（勝占忌部）

三柱（みはしら）神社
（富津市竹岡）養老3年（719）創建　
房総開拓の祖神である安房大神
（天太玉命、天比理刀咩命）、
下立松原神（天日鷲命）を祀る神社。

遠見岬神社と二つのレイライン（太陽のとおりみち）
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安
あ

  房
わ

  神
じ ん

  社
じ ゃ

館山市大神宮589
☎0470-28-0034
主 祭 神　天太玉命・天比理刀咩命
	 (摂社に天富命）
創 建 年　皇紀元年（紀元前660年）
例大祭日　8月10日

アクセス　JRバス関東
南房州本線
｢安房神社前」下車
徒歩７分

　
安
房
神
社
の
創
始
は
、
神
武
天
皇

が
初
代
の
天
皇
と
し
て
御
即
位
に
な

ら
れ
た
皇
紀
元
年
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
神
武
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
四

国
阿
波
の
開
拓
を
終
え
ら
れ
た
天
富

命
（
ア
メ
ノ
ト
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）
は
、

阿
波
国
に
住
む
忌
部
氏
と
と
も
に
海

路
黒
潮
に
乗
り
、
房
総
半
島
南
端
に

上
陸
し
房
総
半
島
の
開
拓
に
従
事
さ

れ
ま
し
た
。

　
房
総
開
拓
の
成
就
を
自
分
の
ご
先

祖
で
あ
る
天
太
玉
命
（
ア
メ
ノ
フ
ト

ダ
マ
ノ
ミ
コ
ト
）
と
そ
の
后
神
で
あ

る
天
比
理
刀
咩
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
リ
ト

メ
ノ
ミ
コ
ト
）
に
感
謝
す
る
た
め
に

布
良
の
男
神
山
・
女
神
山
に
そ
れ
ぞ

尊
（
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
）
の
あ

ま
り
に
も
乱
暴
な
振
る
舞
い
に
お

怒
り
に
な
り
、
天
の
岩
屋
に
お
籠

も
り
に
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
時
に

は
、
中
臣
氏
の
祖
神
・
天
児
屋
命

（
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
）
と

共
に
力
を
あ
わ
せ
て
、
大
御
神
の

御
出
現
を
願
う
た
め
の
お
祭
り
を

行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
当
社
御
祭

神
は
そ
れ
以
外
に
も
御
自
身
の
率

い
る
忌
部
の
神
々
を
指
揮
さ
れ
、

こ
の
お
祭
り
を
行
な
う
た
め
に
必

要
不
可
欠
な
鏡
や
玉
、
神
に
捧
げ

る
幣
帛
や
織
物
、
威
儀
物
と
し
て

の
矛
や
楯
と
い
っ
た
武
具
、
社
殿

の
造
営
な
ど
を
司
っ
て
お
り
、
こ

こ
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
全
て
の

産
業
の
総
祖
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ

天
富
命
・
忌
部
氏
ゆ
か
り
の
神
社
・
史
跡

れ
お
祀
り
し
た
こ
と
が
安
房
神
社

の
起
源
で
す
。

　
主
祭
神
で
あ
る
天
太
玉
命
は
、

天
照
大
御
神
の
お
側
近
く
に
お
仕

え
に
な
ら
れ
た
神
様
で
、
中
臣
氏

と
共
に
朝
廷
の
祭
祀
を
司
っ
た
斎

部
氏
（
忌
部
氏
）
の
祖
神
に
あ
た

り
ま
す
。

　
天
照
大
御
神
が
弟
神
・
素
戔
嗚

日
本
の
す
べ
て
の
産
業
の

総
祖
神

て
い
ま
す
。
ま
た
、
下
の
宮
に
は

天
富
命
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
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男
お

神
が み

山
や ま

・女
め

神
が み

山
や ま

阿
あ ゆ ど

由戸の浜
は ま

　
天
富
命
（
ア
メ
ノ
ト
ミ
ノ
ミ
コ

ト
）
が
阿
波
忌
部
氏
を
率
い
て
四

国
か
ら
房
総
半
島
に
渡
っ
た
際
、

最
初
に
上
陸
し
た
地
と
さ
れ
る
の

が
布
良
の
阿
由
戸
の
浜
で
す
。

　
上
陸
し
た
天
富
命
は
海
岸
に
そ

び
え
る
２
峰
の
海
岸
に
近
い
男
神

山
に
は
総
祖
神
・
天
太
玉
命
（
ア

洲
す の

  宮
み や

  神
じ ん

  社
じ ゃ

　
天
富
命
（
ア
メ
ノ
ト
ミ
ノ
ミ
コ

ト
）
の
祖
母
神
で
あ
り
、
忌
部
の

総
祖
神
・
天
太
玉
命
（
ア
メ
ノ
フ

ト
ダ
マ
ノ
ミ
コ
ト
）
の
后
神
で
あ

る
天
比
理
乃
咩
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
リ

ノ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
お
祀
り
し
て

い
ま
す
。

　
天
富
命
（
ア
メ
ノ
ト
ミ
ノ
ミ
コ

ト
）
の
祖
母
神
で
あ
り
、
忌
部
の

総
祖
神
・
天
太
玉
命
（
ア
メ
ノ
フ

ト
ダ
マ
ノ
ミ
コ
ト
）
の
后
神
で
あ

る
天
比
理
刀
咩
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
リ

　
鎌
倉
時
代
に
は
源
頼
朝
の
崇
敬

を
受
け
、石
橋
山
の
合
戦
に
敗
れ
て

房
総
に
逃
れ
て
き
た
源
頼
朝
が
源

氏
の
再
興
を
祈
願
し
、田
地
を
寄

進
し
た
こ
と
か
ら
、再
起・再
興
の

ト
メ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
お
祀
り
し
て

い
ま
す
。

　
西
岬
の
洲
崎
神
社
と
同
神
で
、

洲
崎
神
社
が
拝
所
、
洲
宮
神
社
が

奥
宮
で
あ
る
と
も
い
い
ま
す
。

神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
鎌
倉
時
代
に
は
源
頼
朝

が
洲
崎
明
神
を
品
川
に
勧
請
し
て

品
川
神
社
に
、
戦
国
時
代
の
初
め

に
は
太
田
道
灌
が
江
戸
城
近
く
に

勧
請
し
て
城
の
鎮
守
（
今
の
神
田

明
神
）
と
す
る
な
ど
広
い
信
仰
が

あ
り
ま
し
た
。

　
境
内
か
ら
は
美
し
い
富
士
山
を

望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
神
武
天
皇
元
年
に
天
富
命
が
魚

尾
山
に
創
建
し
、
当
時
海
辺
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
洲
神
ま
た
は
洲

宮
と
称
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
文
永
10
年（
1
2
7
3
年
）

の
火
災
で
消
失
し
現
在
地
に
移
転

さ
れ
ま
し
た
。
遷
座
し
た
現
在
地

も
古
代
祭
祀
遺
跡
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
お
り
、
境
内
か
ら
出

土
し
た
祭
祀
用
土
製
模
造
品
と
洲

宮
神
社
縁
起
、
南
北
朝
時
代
の
木

造
天
部
立
像
が
市
の
指
定
文
化
財

に
な
っ
て
い
ま
す
。

メ
ノ
フ
ト
ダ
マ
ノ
ミ
コ
ト
）
、
女

神
山
に
は
御
后
天
比
理
刀
咩
命

（
ア
メ
ノ
ヒ
リ
ト
メ
ノ
ミ
コ
ト
）

を
祀
り
ま
し
た
。

館山市布良
アクセス
JRバス関東南房州本線
「布良崎神社」下車
徒歩約6分

洲
す の

  崎
さ き

  神
じ ん

  社
じ ゃ

館山市洲崎1621
主 祭 神　天比理乃咩命
創 建 年　神武天皇の時代
例大祭日　8月21日

アクセス　JRバス関東洲の崎線「洲の崎神社前」下車
	 徒歩２分

館山市洲宮921
主 祭 神　天比理刀咩命
創 建 年　神武天皇元年（紀元前660年）
例大祭日　8月10日

アクセス　JRバス関東南房州本線「洲の宮」下車
	 徒歩２分

安
房
神
社
の

起
源
と
な
る
山

毎
年
１
月
１
日
に
は

「
御
田
植
神
事
」が

行
わ
れ
ま
す

石
橋
山
の
戦
い
に
敗
れ
た

源
頼
朝
が

源
氏
の
再
興
を
祈
願

中央の山が「男神山」、右の山が「女神山」です
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布
め

 良
ら

 崎
さ き

 神
じ ん

 社
じ ゃ

下
し も

立
た て

松
ま つ

原
ば ら

神
じ ん

社
じ ゃ

（滝口）

下
し も

立
た て

松
ま つ

原
ば ら

神
じ ん

社
じ ゃ

（牧田）

　
主
祭
神
に
天
富
命
（
ア
メ
ノ

ト
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）
、
相
殿
に
素

戔
嗚
尊
（
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ

ト
）
・
金
山
彦
命
（
カ
ナ
ヤ
マ

ビ
コ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
お
祀
り
す

る
安
房
神
社
の
前
殿
で
す
。

　
房
総
に
上
陸
し
た
天
富
命
は

布
良
の
一
角
を
駒
ケ
崎
と
称

し
、
男
神
山
に
祖
神
・
天
太
玉

命
（
ア
メ
ノ
フ
ト
ダ
マ
ノ
ミ
コ

ト
）、
女
神
山
に
御
后
・
天
比

理
乃
咩
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
リ
ノ
メ

ノ
ミ
コ
ト
）
を
祀
り
ま
し
た
。

こ
こ
を
出
発
点
と
し
て
房
総
開

拓
を
進
め
ら
れ
、
天
富
命
が
安

房
を
去
っ
た
の
ち
、
里
人
が
天

富
命
の
徳
を
忍
ん
で
社
殿
を
造

営
し
た
も
の
が
布
良
崎
神
社
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
社
殿
と
鳥
居
が
海
に
向
か
っ

て
一
直
線
に
並
ん
で
お
り
富
士

山
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
天
富
命
（
ア
メ
ノ
ト
ミ
ノ

ミ
コ
ト
）
と
と
も
に
安
房
に

渡
り
当
地
を
開
拓
し
た
天
日

鷲
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
ワ
シ
ノ
ミ

コ
ト
）
の
孫
の
由
布
津
主
命

（
ユ
フ
ツ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
）

が
、
祖
神
の
天
日
鷲
命
を
お

祀
り
し
た
神
社
で
す
。
天
太

玉
命
や
、
天
富
命
も
祭
神
と

し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
天
富
命
ら
が
安
房
に
上
陸
し
た

当
時
、
野
山
に
鹿
が
多
く
、
住
民

が
そ
の
被
害
に
苦
し
ん
で
い
た
の

を
神
々
が
狩
り
を
行
い
安
堵
さ
せ

た
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
に
因
ん
で

旧
暦
11
月
26
日
か
ら
10
日
間
、
神

事
と
し
て
神
狩
祭
が
行
わ
れ
ま

す
。
石
橋
山
の
合
戦
に
敗
れ
、
安

房
に
逃
げ
延
び
た
源
頼
朝
が
太
刀

を
奉
納
し
、
再
起
を
祈
願
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
天
富
命（
ア
メ
ノ
ト
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）

に
従
っ
て
、安
房
に
や
っ
て
き
た
阿

波
忌
部
の
子
孫
で
あ
る
美
努
射
持
命

（
ミ
ヌ
イ
ノ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）が
、神
武

天
皇
元
年
に
天
日
鷲
命（
ア
メ
ノ
ヒ
ワ

シ
ノ
ミ
コ
ト
）を
お
祀
り
し
た
の
が
起

源
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
源
頼
朝
が
、
当
社
の
末
社
で
あ
る

御
霊
白
幡
神
社
に
源
頼
義
・
義
家
の

木
像
と
薬
師
如
来
の
像
、
頼
朝
が
自

ら
書
写
し
た
大
般
若
経
6
0
0
巻

を
奉
納
し
ま
し
た
。
大
般
若
経
は

明
和
9
年
（
1
7
7
2
年
）
に
石

函
に
納
め
て
境
内
の
経
塚
に
埋
め

ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
神
社
は
鳥
居
が
あ
り
ま
せ

ん
。
源
頼
朝
が
石
橋
山
の
合
戦
に

敗
れ
安
房
に
逃
れ
て
き
た
時
に
戦

勝
祈
願
を
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
際

に
敗
戦
の
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
鳥

居
を
避
け
て
脇
か
ら
入
ろ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
氏
子
達
が
鳥
居
を
取

り
除
き
招
き
入
れ
た
と
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
以
来
鳥
居
は
造
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
鳥
居
の
無
い
神
社
と

な
り
ま
し
た
。

安
房
に
逃
れ
た
源
頼
朝
が

太
刀
を
奉
納
し
た
神
社

南房総市白浜町滝口1728
主 祭 神　天日鷲命
創 建 年　神武天皇元年（紀元前660年）
例大祭日　8月1日に近い土日
アクセス　JRバス関東南房州本線「本郷」		下車徒歩8分
	 日東交通豊房線「松原神社前」		下車徒歩3分

南房総市千倉町牧田193
主 祭 神　天日鷲命
創 建 年　神武天皇元年（紀元前660年）
例大祭日　10月10日
アクセス　JR内房線千倉駅下車		徒歩4分
	 日東交通白浜千倉館山線「牧田郵便局前」下車すぐ

館山市布良379
主 祭 神　天富命　　創 建 年　不詳
例大祭日　7月20日過ぎの土曜
アクセス　JRバス関東南房州本線「布良崎神社」下車すぐ	

社
殿
か
ら
一
の
鳥
居
と

二
の
鳥
居
を
通
し
て

望
む
富
士
山
は
絶
景

源
頼
朝
が
自
ら
書
写
し
た

大
般
若
教
を
奉
納
し
た
神
社

（南房総市朝夷行政
センター駐車場を利
用、徒歩5分）
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の
小
民
命
（
コ
タ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）

と
御
道
命
（
ミ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）
の

願
い
に
よ
り
、
そ
の
祖
神
2
柱

を
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
二
祖
神
は
武
具

（
盾
）・
祭
具
・
建
築
の
工
匠
と
し

て
知
ら
れ
る
神
。
全
国
的
に
も
稀

な
、
神
酒
醸
造
神
事
を
行
う
神
社

で
す
。

莫
な

 越
こ し

 山
や ま

 神
じ ん

 社
じ ゃ

（宮下）

　

手
置
帆
負
命（
タ
オ
キ
ホ
オ
イ
ノ

ミ
コ
ト
）、彦
狭
知
命（
ヒ
コ
サ
シ
リ
ノ

ミ
コ
ト
）を
お
祀
り
す
る
、沓
見
の
莫

越
山
神
社
と
同
じ
由
緒
を
持
つ
神
社

で
す
。神
社
北
側
の
渡
度
山（
と
ど
さ

ん
）、別
名
莫
越
山
を
御
神
体
に
遥
拝

所
と
し
て
造
営
さ
れ
、神
社
周
辺
か

ら
は
古
墳
時
代
の
祭
祀
遺
跡
が
複
数

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。御
祭
神
が
工

匠
の
守
護
神
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
建

築
職
人
か
ら
の
信
仰
が
あ
り
、江
戸

時
代
末
期
に
は
江
戸
を
中
心
に
結
成

さ
れ
た
大
工
・
左
官
な
ど
が
組
織
す

る
祖
神
講
の
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。

　
伝
説
に
よ
る
と
、
「
天
富
命（
ア
メ

ノ
ト
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）
が
東
房
総
平
定
の

た
め
海
路
よ
り
こ
の
岬
に
上
陸
し
清
澄

寺
を
開
き
、
長
狭
の
平
原
を
定
め
、
里

人
に
農
事
を
教
え
、
里
人
上
陸
の
地
を

明
神
の
岬
と
称
し
た
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
約
2
0
0
ｍ
の
沖
合
に
水
深
3
ｍ

～
4
ｍ
（
干
潮
時
）
と
大
変
浅
い
所
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
鯛
を
始
め
多
く
の

魚
類
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
小
湊
の

「
鯛
の
浦
」
と
同
様
に
、

世
界
で
も
珍
し
い
海
域
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
千
葉
県

天
然
記
念
物
指
定
。

明
みょう

  神
じ ん

  の  鯛
た い

　
祭
神
は
手
置
帆
負
命
（
タ
オ
キ

ホ
オ
イ
ノ
ミ
コ
ト
）
と
彦
狭
知
命

（
ヒ
コ
サ
シ
リ
ノ
ミ
コ
ト
）
。
社

伝
で
は
、
天
富
命
（
ア
メ
ノ
ト
ミ

ノ
ミ
コ
ト
）
が
忌
部
氏
を
率
い
て

布
良
に
上
陸
し
て
開
拓
を
は
じ
め

た
時
、
こ
れ
に
従
っ
て
い
た
工
人

莫
な

 越
こ し

 山
や ま

 神
じ ん

 社
じ ゃ

（沓見）

南房総市宮下27
主 祭 神　手置帆負命
	 彦狭知命
創 建 年　神武天皇元年
	 (紀元前660年）
例大祭日　10月10日

アクセス　日東交通丸線
「川谷」下車徒歩6分

鴨川市天津

アクセス　JR外房線
	 安房天津駅下車
	 徒歩9分

南房総市沓見253
☎0470-46-2362
主 祭 神　手置帆負命・彦狭知命
創 建 年　神武天皇元年（紀元前660年）
例大祭日　7月9日

アクセス　日東交通館山鴨川線
	 ｢加茂瓦屋前」下車　徒歩8分

建
築
の
神
が

ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す

神
酒
醸
造
神
事
が
有
名

武
具・祭
具・建
築
の
守
護
神

浅
瀬
に
は
黒
鯛
は
じ
め
多
く
の

魚
が
集
ま
る
め
ず
ら
し
い
場
所
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天
日
鷲
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
ワ
シ
ノ

ミ
コ
ト
）、
素
盞
鳴
命
（
ス
サ
ノ

オ
ノ
ミ
コ
ト
）、
應
神
天
皇
（
オ

ウ
ジ
ン
テ
ン
ノ
ウ
）、
菅
原
道
真

を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。

　

後
花
園
天
皇
の
文
安
二
年

（
1
4
4
5
年
）
、
里
美
義
実
公

が
当
地
の
豪
族
東
条
氏
を
滅
ぼ
し

　
天
富
命
（
ア
メ
ノ
ト
ミ
ノ
ミ
コ

ト
）
が
安
房
国
を
開
拓
し
た
際
、

清
澄
山
に
登
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ

の
旧
跡
に
土
地
の
人
々
が
社
殿
を

建
て
て
天
富
命
を
祀
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
清
澄
山
頂

妙
見
山
に
あ
り
、
清
澄
寺
が
社
僧

　

平
安
時
代
後
期
の
寛
治
4
年

（
1
0
9
0
年
）に
鈴
木
玄
蕃
忌

部
義
茂
が
天
日
鷲
命（
ア
メ
ノ
ヒ

ワ
シ
ノ
ミ
コ
ト
）を
祭
神
と
す
る

安
房
郡
滝
口
村（
現
白
浜
町
）の

下
立
松
原
神
社
を
太
尾
の
地
に
勧

請
し
て
滝
口
大
明
神
を
創
建
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。明
治
44
年

　
創
立
年
代
は
不
詳
で
す
が
、
往

古
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
治
承
四
年
（
1
1
8
0
年
）

に
源
頼
朝
が
安
房
に
逃
れ
当
社
に

平
家
追
討
の
祈
願
を
行
い
、
後
に

所
願
成
就
し
た
の
で
こ
の
地
を
伊

勢
神
宮
に
寄
進
し
御
厨
（
み
く
り

や
）
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

瀧
た き

  口
ぐ ち

  神
じ ん

  社
じ ゃ

（太尾）

瀧
た き

  口
ぐ ち

  神
じ ん

  社
じ ゃ

（花房）
天
あ ま

  富
と み

  神
じ ん

  社
じ ゃ

庤
もうけ

   神
じ ん

   社
じ ゃ

（
1
9
1
1
年
）の
神
社
合
祀
政

策
に
よ
っ
て
太
尾
字
若
宮
神
社
や

太
平
の
八
雲
神
社
を
合
祀
し
た
の

で
祭
神
は
天
日
鷲
命
ほ
か
十
一
柱

を
数
え
ま
す
。

す
。
ま
た
、
一
説
に
は
源
頼
朝
が

こ
の
地
を
瀧
口
神
社
の
御
厨
料
と

し
て
寄
進
さ
れ
、
そ
の
後
社
殿
を

建
て
て
瀧
口
庤
神
社
と
称
し
た
と

も
い
わ
れ
て
お
り
、
拝
殿
に
は

「
瀧
口
庤
明
神
」
の
神
額
が
あ
り

ま
す
。

て
後
、
そ
の
家
臣
が
漸
次
当
地
方

に
土
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

に
伴
っ
て
鎮
護
の
氏
神
と
し
て
奉

斎
崇
敬
し
た
の
が
当
社
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
元
年
9

月
西
尾
忠
篤
が
封
ぜ
ら
れ
て
花
房

藩
を
置
か
れ
た
時
、
鎮
守
の
氏
神

と
し
て
尊
崇
さ
れ
ま
し
た
。

朱
塗
り
の
鳥
居
が

印
象
的
な
神
社

源
頼
朝
ゆ
か
り
の
神
社

花
房
藩
鎮
守
の
氏
神

境
内
か
ら
の
眺
め
は

「
関
東
の
富
士
見
百
選
」に

選
定
さ
れ
て
い
ま
す

で
し
た
が
、
神
仏
分
離
の
際
に
現

在
の
地
に
移
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
天
富
命
の
墳
墓
が
清
澄

山
の
西
隣
に
あ
る
富
山
（
と
み
さ

ん
）
に
あ
り
、
そ
の
廟
所
が
清
澄

の
妙
見
山
で
あ
っ
た
と
の
伝
承
が

あ
り
ま
す
。

鴨川市清澄323
主 祭 神　天富命
創 建 年　不詳
例大祭日　4月22日

アクセス　JR安房天津駅下車
	 タクシー約10分

鴨川市太尾445
主 祭 神　天日鷲命
創 建 年　寛治4年（1090年）
例大祭日　9月第4土曜

アクセス　日東交通長狭線
	 ｢大宮坂下」下車
	 徒歩7分

鴨川市花房874
主 祭 神　天日鷲命
創 建 年　不詳（元亀・天正のころ）
	 1570～1592頃
例大祭日　10月第1日曜

アクセス　JＲ安房鴨川駅から
鴨川市コミュニティバス循環
線「花房」下車		徒歩6分
JR安房鴨川駅から徒歩43分

鴨川市西町701
主 祭 神　天日孁貴命
	 (アメノオオヒルメムチノミコト)
	 天日和志命
	 (アメノヒワシノミコト)
創 建 年　不明
例大祭日　10月第2日曜

アクセス　JR安房鴨川駅から鴨川
市コミュニティバス循環線「青果
市場前」下車		徒歩12分
日東交通鴨川市内線「亀の井ホ
テル鴨川」下車		徒歩29分
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房
総
半
島
に
技
術
と
文
化
を
も

た
ら
し
た
天
冨
命
（
ア
メ
ノ
ト
ミ

ノ
ミ
コ
ト
）
を
お
祀
り
す
る
古
社

で
す
。

　
房
総
の
開
拓
を
終
え
ら
れ
た
天

冨
命
は
、
自
身
が
安
房
の
地
に
お

祀
り
し
た
天
太
玉
命
（
ア
メ
ノ
フ

ト
ダ
マ
ノ
ミ
コ
ト
）
と
天
比
理
乃

咩
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
リ
ノ
メ
ノ
ミ
コ

ト
）
を
遠
く
見
渡
す
こ
と
の
で
き

る
こ
の
地
に
住
み
、
朝
晩
に
遥
拝

さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
天
冨
命
が
お
隠
れ
に
な
る

と
、
天
日
鷲
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
ワ
シ

ノ
ミ
コ
ト
）
の
末
裔
で
あ
る
勝
占

忌
部
須
須
立
命
（
カ
ツ
ラ
イ
ン
ベ

ス
ス
タ
ツ
ノ
ミ
コ
ト
）
が
そ
の
住

居
跡
に
天
冨
命
を
お
祀
り
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
遠
見
岬
神
社
の
起
源

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
は
じ
め
は
遠
見
岬
（
現
在
の
八

幡
岬
）
突
端
の
冨
貴
島
（
現
在
の

福
島
）
に
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸

時
代
初
期
の
慶
長
津
波
に
よ
り
社

遠
と

 見
み

 岬
さ き

 神
じ ん

 社
じ ゃ

殿
が
流
さ
れ
た
た
め
、
現

在
の
場
所
に
遷
座
し
ま
し

た
。
な
お
、
旧
社
地
は
そ

の
後
の
元
禄
大
地
震
に
よ

り
海
没
し
ま
し
た
が
、
そ

の
一
部
が
福
島
や
平
島
と

し
て
現
在
も
の
こ
さ
れ
て

お
り
、「
平
島
の
鳥
居
」

は
神
社
だ
け
で
な
く
勝
浦

の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代

ま
で
は
「
冨
大
明
神
」
と

称
し
、
富
と
勝
ち
運
を
授

か
る
神
と
し
て
の
崇
敬
を

集
め
ま
し
た
。

　

近
年
で
は
毎
年
2
月
下
旬
か

ら
3
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
る

「
か
つ
う
ら
ビ
ッ
グ
ひ
な
祭
り
」の

会
場
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
社
殿
に
は
四
代
目
「
波
の
伊

八
」の
彫
刻
な
ど
が
の
こ
さ
れ
て

お
り
、
境
内
か
ら
は
勝
浦
の
街
並

房
総
開
拓
の
祖
神

勝
ち
を
占
め
、人
々
に
富
を

授
け
豊
か
に
す
る
神
社

勝浦市浜勝浦1
☎0470-73-0034
主 祭 神　天冨命
創 建 年　平安時代以前
例大祭日　敬老の日を含めた土日月

アクセス
JR外房線
勝浦駅下車
徒歩10分

み
と
海
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
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安
房
国
の
総
社
で
、
も
と
も
と
三
芳
村
府
中
に
あ
っ
た
も
の
が
、鎌

倉
時
代
に
現
在
地
、
館
山
市
八
幡
に
移
転
し
た
と
い
い
ま
す
。
康
応

2
年
（
1
3
9
0
年
）
に
は
安
西
八
幡
宮
の
名
で
資
料
に
現
れ
て
い
ま

す
。
現
在
も
9
月
の
お
祭
り
で
は
府
中
で
お
水
取
り
を
行
い
ま
す
。そ

の
祭
礼
を
「
や
わ
た
ん
ま
ち
」
と
い
っ
て
地
域
最
大
の
お
祭
り「
安
房

国
司
祭
」
と
い
い
、
10
社
の
神
輿
、
５
基
の
山
車
・
お
船
が
出
祭
し
ま

す
。
拝
殿
正
面
の
格
天
井
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
彫
刻
は
、
百
態
の
龍

と
呼
ば
れ
る
後
藤
義
光
の
作
品
で
す
。

　

高
家
神
社
は
、
全
国
で

も
め
ず
ら
し
い
料
理
の
神

様
「
磐
鹿
六
雁
命
（
イ
ワ
カ

ム
ツ
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
）」（
尊

称
：
高
倍
神
）
を
祀
る
神

社
。
料
理
関
係
者
や
味
噌
・

醤
油
な
ど
の
醸
造
業
者
な
ど

も
多
く
参
拝
に
訪
れ
ま
す
。

毎
年
5
月
、
10
月
、
11
月

に
平
安
時
代
（
7
9
4
︱

1
1
8
5
）
の
宮
中
行
事
を

再
現
し
た
「
庖
丁
式
」
奉
納

が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　
社
伝
に
よ
る
と
、こ
の
地
は
日
本
武
尊
が
東
征
の
折
、

里
人
を
困
ら
せ
て
い
る
大
蛇
を
退
治
さ
れ
た
こ
と
か
ら

「
蛇
原
」後
に「
部
原
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
の

功
績
を
讃
え
祠
に
お
祀
り
し
た
の
が
瀧
口
神
社
の
始
ま

り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。近

隣
７
つ
の
村
の
総
鎮
守
で
あ

り
、江
戸
時
代
に
は
勝
浦
藩
主

よ
り
正
月
と
例
祭
の
年
に
２

度
供
進
が
あ
り
ま
し
た
。

　
神
代
の
む
か
し
、事
代
主
神（
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
）は
安
房
に

お
い
で
に
な
り
、東
方
鎮
護
の
神
と
し
て
お
鎮
ま
り
に
な
っ
た
た
め
、

人
々
は
宮
殿
を
建
て
、も
う
け
明
神（
え
び
す
様
）と
尊
称
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、源
頼
朝
公
が
戦
に
敗
れ
て
安
房
の
地
に

逃
れ
て
き
た
と
き
、源
家
の
再
興
を
伊
勢
の
大
廟
に
祈
願
し
て
成
就

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、永
寿
３
年（
１
１
８
４
年
）に
伊
勢
よ
り
神
霊
を

勧
請
し
、も
う
け
明
神
と
と
も
に
お
祀
り
さ
れ「
房
州
伊
勢
の
宮
」と

仰
が
れ
る
天
津
神
明
宮
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
。日
蓮
聖
人
が
修
行

地
清
澄
への
道
程
、必
ず
参
拝
さ
れ
た
と
言

わ
れ
て
お
り
、開
宗
の
の
ち
、妙
法
弘
通（
ぐ

つ
う
）を
祈
願
さ
れ
、そ
の
と
き
奉
納
さ
れ

た「
川
向
の
御
曼
荼
羅（
布
本
尊
）」が
神
社

の
宝
物
と
し
て
伝
え
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

鶴
つ る が や は ち ま ん ぐ う

谷八幡宮天
あ ま つ し ん め い ぐ う

津神明宮

高
た か べ じ ん じ ゃ

家神社
瀧
た き ぐ ち じ ん じ ゃ

口神社（部
へ ば ら

原）

南
房
総
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
神
社
忌
部
氏
ゆ
か
り
の
神
社
以
外
に
も

た
く
さ
ん
の
神
社
が
あ
り
ま
す

源
頼
朝
公
が
伊
勢
神
宮
よ
り
御
分
霊
を
勧
請
し
創
建

料
理
の
祖
神

醤
油
づ
く
り
の
神
で
す

病
気
平
癒
の
霊
場
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す

鴨川市天津2950
☎04-7094-0323
主 祭 神　天照皇大御神
創 建 年　寿永3年
	 (1184年）
例大祭日　10月16日

アクセス　日東交通鴨川市内線
「神明神社前」下車　徒歩５分

南房総市千倉町南朝夷164
☎0470-44-5625
主 祭 神　磐鹿六雁命
創 建 年　平安時代以前
例大祭日　5月17日、10月17日、11月23日

アクセス　日東交通白浜千倉館山線
「高家神社入口」下車　徒歩10分

勝浦市部原1921　☎0470-73-4007
主 祭 神　日本武尊
創 建 年　延暦元年（782年）
例大祭日　9月13日

アクセス　JR勝浦駅からタクシー約８分

館山市八幡68
☎0470-22-1258
主 祭 神　品陀和気命（ホンダワケノミコト）
帯中津彦命（タラシナカツヒコノミコト）
息長帯姫命（オキナガタラシヒメノミコト）
創 建 年　平安初期
例大祭日　敬老の日前の土日

アクセス
日東交通館山市内線
「八幡神社前」下車すぐ

安
房
国
の
総
社
。安
房
国
司
祭「
や
わ
た
ん
ま
ち
」は
必
見

21 20



参
拝
の
豆
知
識

⦿
手
水
の
作
法

⚫�

浅
く
一
礼
を
し
て
手
水
を
始
め
ま
す
。

⚫�

右
手
で
ひ
し
ゃ
く
の
柄
（
え
）
を
持
ち
、
た
っ
ぷ
り
と
水
を
汲
み

上
げ
ま
す
。

⚫�

ま
ず
左
手
を
洗
い
、
次
に
柄
を
左
手
に
持
ち
替
え
、
右
手
を
洗
い

ま
す
。

　
※
手
水
鉢
に
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

⚫�

も
う
一
度
柄
を
右
手
に
持
ち
替
え
、
左
手
に
水
を
溜
め
て
そ
の
水

で
口
を
す
す
ぎ
ま
す
。

　
※
ひ
し
ゃ
く
に
口
を
つ
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

⚫�

口
を
つ
け
た
左
手
を
洗
い
、
ひ
し
ゃ
く
を
両
手
で
立
て
、
残
っ
た

水
で
柄
の
部
分
を
洗
い
清
め
て
か
ら
元
の
位
置
に
戻
し
ま
す
。

　
※�

流
水
な
ど
、
ひ
し
ゃ
く
の
な
い
場
合
は
、
両
手
→
口
→
両
手
の

順
で
手
水
を
行
い
ま
す
。

⚫�

手
ぬ
ぐ
い
や
ハ
ン
カ
チ
な
ど
で
口
と
手
を
拭
き
、
最
後
に
浅
く
一

礼
を
し
ま
す
。

⦿
参
拝
の
作
法

⚫�

ご
神
前
に
着
い
た
ら
浅
く
一
礼
し
、
姿
勢
を
正
し
ま
す
。

⚫�

賽
銭
箱
に
お
賽
銭
を
入
れ
、
鈴
緒
（
す
ず
の
を
）
な
ど
が
あ
れ
ば

静
か
に
鳴
ら
し
ま
す
。

⚫�

背
筋
を
平
ら
に
し
、
腰
を
90
度
に
折
り
、
２
回
深
く
礼
を
し
ま

す
。
（
二
拝
）

⚫�

胸
の
高
さ
で
両
手
を
合
わ
せ
、
右
手
を
少
し
下
に
ず
ら
し
、
2
回

手
を
た
た
き
ま
す
。
（
二
拍
手
）

⚫�

次
に
、
ず
ら
し
た
右
手
を
元
に
戻
し
、
手
を
合
わ
せ
ま
す
。

　
※�

お
願
い
事
な
ど
が
あ
れ
ば
、
こ
の
時
に
神
さ
ま
に
お
伝
え
し
ま

し
ょ
う
。

⚫�

も
う
1
回
、
深
く
礼
を
し
ま
す
。
（
一
拝
）

⚫�

最
後
に
浅
く
一
礼
し
て
ご
神
前
を
下
が
り
ま
す
。

　神社の境内は参拝者が祈りをささげる場所
であり、神職が祭祀を行う神聖な場所です。
　清浄を保つためにペットを連れての参拝は
ご遠慮いただいているか、約束を定めている
神社がほとんどです（盲導犬等の補助犬はも
ちろん大丈夫です）。詳しくは各神社でご確
認ください。

ペットを連れて
参拝してもいいの？

二礼一礼

二拍手
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お参りをする。
文・佐々木  優太

　神社では「二礼二拍手一礼」と書かれているのを、よく見かけます。よ
り正しく表現すれば「再拝二拍手一拝」となります。意味はほとんど一緒
なのですが、実は「拝」という漢字は、お辞儀の角度を表していることを
ご存知でしょうか。それは90度。意外に深い、と思った人も多いのではな
いでしょうか。もちろん、それぞれの人に事情がありますから、無理のな
い範囲での「深いお辞儀」を心がければ大丈夫です。
　先ずは、深いお辞儀を二回します。次に手を打つ拍手です。拍手は、手
を合わせた状態から右手を自分の方へ少し引き、左右の手がずれた状態で
２回打ちます。打ち終わったら、また両手を合わせます。ここで祈りを捧
げ、最後にもう一度深いお辞儀をします。この一連の所作が、参拝の作法
とされています。
　気になることといえば、御賽銭の額です。結論から言えば、額に正解は
ありません。千円を持っている人の十円と、十円しか持っていない人の十
円。これらは同じ十円ですが、価値が全く違います。さらに、御賽銭は、
願い事を叶えてもらうための対価ではないのです。今日あなたが参拝に上
がれたのは、あなたより前に参拝に上がった人が御賽銭を納めてくれたか
ら。だから今日まで神社が維持されてきたのです。あなたが納める御賽銭
は「次の人が参拝へ上がるその日まで、神社がありますように」との思い
で納めるものなのです。
　参拝の作法や御賽銭を通して、先人たちや地域からの縁を感じられる場
所。それが神社です。あなたが神社へ参拝に上がるときは、まだ見ぬ誰か
のことを思って手を合わせてください。誰かを思うその気持ちは、あなた
自身を大切に思う気持ちと同じなのです。

⦿
玉
串
拝
礼
の
作
法

⚫�
神
職
か
ら
手
渡
さ
れ
た
玉
串
は
両
手
で
受
け
取

り
ま
す
。
こ
の
と
き
枝
元
を
右
手
で
上
か
ら
、

葉
の
部
分
を
左
手
で
下
か
ら
持
ち
、
葉
の
部
分

を
少
し
上
に
上
げ
、
胸
の
高
さ
で
持
ち
ま
す
。

⚫�

次
に
、
神
前
に
進
み
出
て
一
礼
し
ま
す
。

⚫�

左
手
を
上
げ
て
葉
先
を
立
て
、
次
に
左
手
を
枝

元
に
添
え
て
お
祈
り
を
し
ま
す
。

⚫�

お
祈
り
が
終
わ
っ
た
ら
、
玉
串
を
時
計
回
り
に

１
８
０
度
回
し
、
枝
元

を
ご
神
前
に
向
け
て
玉

串
案（
玉
串
を
捧
げ
る

机
）
の
上
に
お
供
え
し

ま
す
。

⚫�

二
拝
二
拍
手
一
拝
の
作

法
で
お
参
り
し
ま
す
。

各
神
社
の「
な
ら
で
は
」を
い
た
だ
く

　
神
社
で
は
、
お
神
札
だ
け
で
な
く
、
御
祭
神
や
由
緒
に

ち
な
ん
だ
お
守
り
や
御
朱
印
帳
を
い
た
だ
け
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
神
社
巡
り
の
際
に
、
各
神
社
の
「
な
ら
で
は
」
を
い
た

だ
く
こ
と
も
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
す
。

瀧口神社（部原）
サーフィン絵馬

天津神明宮
運気向上守

遠見岬神社
金女みくじ
勝男みくじ

遠見岬神社
しあわせ守り・御朱印帳・朱印帳袋

遠見岬神社
新月塩守・満月塩守

安房神社
追風守（本麻製）

遠見岬神社
勝守

高家神社
料理上達御守
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たてやま

なこふなかた

とみうら

ここのえ

ち
く
ら

ちとせ

み
な
み
は
ら

わだうら

えみ

ふとみ

あわかもがわ

内房線

内房線

内房線

あ
わ
あ
ま
つ

う
ば
ら

か
ず
さ
お
き
つ

か
つ
う
ら

あ
わ
こ
み
な
と

いわい

あわかつやま

ほた

はまかなや

外房線

白 浜 

千 倉 

三 芳

富 浦

富 山

丸 山 和 田

KAMOGAWA

鴨 川 市

KATSUURA

勝 浦 市

KYONAN

鋸 南 町

MINAMIBOSO

南房総市

野島埼灯台

南房千倉大橋

高家神社

屏風岩

手力雄神社

小松寺 千倉総合運動公園
県立館山運動公園

海上自衛隊

城山公園
館山市立博物館

赤山地下壕跡

沖ノ島

鶴谷八幡宮

那古寺

崖観音（大福寺）

岡本桟橋
（原岡桟橋）

白浜巨大乱堆積層

洲埼灯台

洲崎神社

明神の鯛
天富神社

遠見岬神社

庤神社

洲宮神社

安房神社
布良崎神社

男神山・女神山
阿由戸の浜

下立松原神社（牧田）

莫越山神社（沓見）

莫越山神社（宮下）

瀧口神社（太尾）

瀧口神社（部原）

日本寺

水仙ロード

浮島
鴨川市
総合運動施設

かつうら海中公園
edén

鵜原理想郷

里見の湯

笑楽の湯
佐久間ダム

道の駅おおつの里
花倶楽部

道の駅とみうら
枇杷倶楽部瀧淵神社

道の駅三芳村
鄙の里

HEGURI HUB

沢山不動滝

“渚の駅”たてやま

道の駅
白浜野島崎館山野鳥の森

道の駅ちくら
潮風王国

道の駅
ローズマリー公園

道の駅
グリーンファーム
館山

石堂寺

岩井神社

大山千枚田

大山不動

仁右衛門島

鴨川松島
魚見塚展望台・魚見塚浅間神社

前原・横渚海岸
Kamogawa SEASIDE BASE

鴨川シーワールド

清澄寺

粟又の滝

麻綿原高原

ハイウェイオアシス富楽里
道の駅富楽里とみやま

里のMUJI
みんなみの里

ふれあいパーク・きみつ

道の駅きょなん

東京湾フェリー

道の駅和田浦 WA・O!

千葉県酪農のさと

房総フラワーライン
（日本の道100選）

館
山
白
浜
線

館山大貫千倉線

安房グリーンライン

館山千倉線

和田丸山館山線

房総スカイライン

富
津
館
山
線

勝浦バイパス

鴨川富山線

鴨川保田線

天津小湊田原線

富
津
館
山
道
路

鋸南保田I.C

鋸南富山I.C

富浦I.C

富山（とみさん）

伊予ヶ岳

鋸山

御殿山

愛宕山

高鶴山

清澄山

平砂浦

館山湾（鏡ヶ浦）

大房岬

天津神明宮

勝浦湾 勝浦朝市

勝浦灯台八幡岬

127

127

410

410

128

410

410

410

410

128

297

86

34

88

88

89

89

24
81

285長狭街道

道の駅
南房パラダイス
アロハガーデンたてやま

北条海岸

都市交流施設
道の駅保田小学校

道の駅
鴨川オーシャンパーク

誕生寺
内浦湾

な
め
が
わ
あ
い
ら
ん
ど

TATEYAMA

館 山 市

三柱神社

下立松原神社（滝口）

瀧口神社（花房）

❖房総のルーツをたどる神社めぐり❖

たびマップ
❖房総のルーツをたどる神社めぐり❖

たびマップ

沖ノ島・館山市 白間津花畑・南房総市

城山公園・館山市 道の駅和田浦WA・O！・南房総市

清澄寺・鴨川市 かつうら海中公園・勝浦市

渚の駅たてやま・館山市 野島埼灯台・南房総市

かつうらビッグひな祭り・勝浦市

誕生寺・鴨川市 勝浦朝市・勝浦市

鴨川シーワールド・鴨川市

edén・勝浦市

鵜原理想郷・勝浦市

勝浦灯台・勝浦市
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