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素
蓋
嗚
神
社
の
本
殿
に
は
素
蓋
嗚
命
と
稲
田
比
売

命
と
八
王
子
が
お
祀
り
し
て
あ
り
ま
す
。

「古
事
記
」
「日
本
書
記
」
な
ど
の
古
典
に
よ
れ
ば

素
蓋
鳴
命
は
日
本
の
国
を
お
生
み
に
な
っ
た
伊
邪
那

岐
命
が
楔
を
さ
れ
た
時
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、
天
照

大
御
神

・
月
読
命
の
弟
神
に
あ
た
ら
れ
ま
す
。

御
気
性
が
激
し
く
、
猛
威
を
振
る
わ
れ
る
神
「
し

か
し
、
御
自
身
の
お
振
る
舞
い
を
償
わ
れ
る
た
め
、

英
知
と
勇
気
を
持
っ
て
困
難
を
乗
り
越
え
人
々
を
救

わ
れ
る
、
雄
々
し
く
優
し
い
神
。
素
蓋
鳴
命
は
、
特

に
嵐
や
疫
病
を
司
り
、
こ
う
し
た
災
厄
か
ら
人
々
を

お
守
り
く
だ
さ
る
神
と
し
て
の
御
神
徳
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

も
と
は
中
国
の
楽
器
で
し
た
。
わ
が
国
で
は
仏
具

と
し
て
使
い
、
勤
行
の
と
き
打
ち
鳴
ら
す
も
の
で
し

た
。
当
社
に
伝
わ
る
馨
は
銅
製
で
次
の
よ
う
な
文
章

が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

備
後
国
深
津
郡
江
熊

牛
頭
天
王
社
再
興
之
事
依

瑞
想
天
文
九
年
四
月
十
日
始

折
同
廿
日
成
就
鐘
鋳
之
事

同
年
八
月
十
七
日
形
作
始
同
月

廿
七
日
成
就
於
長
者
原
鋳
是
見

物
貴
賎
数
万
人
拝
殿
鐘
楼

諸
願
之
事
皆
瑞
想
有
為
成

就
者
也願

主
　
長
岡
五
良
左
衛
門

千
時
天
文
十
年
八
月
朔
日
正
重

蘇
民
神
社
に
は
蘇
民
将
来
、
疱
麿
神
社
に
は
比
比

羅
木
其
花
麻
豆
美
神
、
天
満
宮
に
は
菅
原
道
真
公
が

お
祀
り
し
て
あ
り
ま
す
。

国
目
Ｌ
辣

天
武
天
皇
御
宇

盆
ハ
七
二
～
六
八
六
）
の
創
祀
に

し
て
、
醍
醐
天
皇
御
宇

（八
九
六
～
九
三
〇
）
に
再

営
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
『延
喜
式
』
深

津
郡

一
座
の
須
佐
能
衰
神
社
は
当
神
社
で
あ
り
ま

す
。ま

た
、
備
後
国
三
祇
園
の
一
社
で
す
。

備
後
風
土
記
の
逸
文
に
よ
れ
ば
、
昔
、
北
海
に
座

備
後
国
深
津
郡
江
熊
牛
頭
天
王

社
再
興
の
事
は
、
瑞
相
に
よ
っ

て
天
文
九
年
四
月
十
日
針
を
始

め
同
廿
日
成
就
し
た
。
鐘
鋳
の

事
は
同
年
八
月
十
七
日
形
作
り

を
始
め
同
月
廿
七
日
成
就
。
長

者
原
に
お
い
て
こ
れ
を
鋳
た
。
鋳
造
を
見
物
の
人
々

は
数
万
人
を
数
え
る
程
多
か
っ
た
。
拝
殿

・
鐘
楼
な

ど
の
諸
願
の
事
は
、
皆
、
瑞
相
が
あ
っ
た
た
め
成
就

し
た
。

六
郡
志
曰
く
、
当
社
の
境
内
を
巨
旦
将
来
屋
鋪
と

云
う
。
社
前
に
三
株

一
所
に
生
ひ
、
庭
中
に
屈
曲
橿

臥
し
た
る
古
松
樹
あ
り
。
二
株
枯
朽
。
寛
延
の
比
よ

り
漸
く

一
株
の
こ
せ
り
。
社
地
う
し
ろ
は
大
竹
林
に

す
武
塔
神
が
南
海
の
神
女
の
も
と
に
行
か
れ
る
途
中
、

日
が
暮
れ

一
夜
の
宿
を
求
め
て
、
こ
の
地
で
富
み
栄

え
て
い
た
巨
旦
将
来
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
が
断
ら
れ
、

貧
し
か
っ
た
兄
の
蘇
民
将
来
は
快
く
宿
を
お
貸
し
し

ま
し
た
。
年
を
経
て
、
命
は
八
人
の
王
子
を
連
れ
て

還
ら
れ
た
時
、
蘇
民
将
来
の
家
に
立
ち
寄
ら
れ
、
ヨ
ロ

は
速
須
佐
能
神
（す
さ
の
お
の
か
み
）
な
り
。
後
の
世

に
反
病
あ
ら
ば
、
汝
は
蘇
民
将
来
の
子
孫
と
云
い
て
、

茅
の
輪
を
以
っ
て
腰
に
着
け
た
る
人
は
免
れ
る
で
あ

ろ
，２
と
い
わ
れ
、
巨
旦
将
来
を
誅
滅
さ
れ
た
と
い
う

伝
説
が
残
っ
て
い
ま
式

こ
れ
が
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
茅
の
輪
く
ぐ
り
の

神
事
の
起
こ
り
で
す
。

て
前
は
松
杉
な
ど
の
森
な

り
。
早
苗
の
森
と
い
う
。

巨
旦
が
植
置
た
る
苗
森
叢

と
な
り
た
る
故
、
根
深
か

ら
ず
た
だ
苗
の
根
の
如
し

と
云
う
。

宝
暦
六
年

（
一
七
五
六
）

の
比
寺
僧
、
此
松
の
図
を

斎
持
し
て
、
都
に
の
ぼ
り

け
る
に
故
有
て
、
三
井
御

門
跡
の
御
覧
に
備
し
か
ば

轟
■
■

御
称
美
の
あ
ま
り
丹
青
の
妙
手
を
以
っ
て
三
株
の
図

を
模
し
賜
り
し
を
、
又
九
條
殿
下
の
御
覧
に
供
し
奉

り
し
に

一
首
の
御
讃
詠
を
賜
り
ぬ
。

早
苗
山
　
い
く
千
代
あ
ふ
く
　
神
垣
の

松
も
め
く
み
の
　
蔭
に
さ
か
へ
む



「ち
の
わ
し
ん
じ
」
と
読
み
ま
す
。
茅
の
輪
を
く
ぐ

り
罪
械
れ
を
除
き
、
心
身
の
清
浄
な
ら
ん
こ
と
を
祈

願
す
る
の
で

「茅
の
輪
く
ぐ
り
」
と
も
称
し
ま
す
。

茅
の
輪
く
ぐ
り
は
、
素
蓋
嗚
命
が
旅
の
途
中
蘇
民
将

素
蓋
嗚
神
社
の
祇
園
祭
の
最
終
貝

三
体
の
神
輿

が
倉
に
収
め
ら
れ
て
、
小

一
時
間
後
、
備
後

一
ノ
宮

の
吉
備
津
神
社
よ
り
宮
司

・
禰
宜
が
参
拝
し
ま
す
。

素
蓋
嗚
神
社
で
は
神
前
に
お
膳
を
五
台
作
っ
て
、
宮

司

・
禰
宜

・
祭
員
が
大
床
の
所
定
の
座
に
着
い
て
待

ち
ま
す
。
吉
備
津
神
社
の
宮
司
と
禰
宜
は
、
祝
詞
に

御
幣
十
二
本

（聞
年
に
は
十
三
本
）
を
持
っ
て
参
拝

し
ま
す
。
ま
ず
、
本
殿
前
に
手
水
を
済
ま
せ
本
殿
に

参
進
し
ま
す
。
大
床
に
着
座
し
て
い
る
宮
司

・
禰

宜

・
祭
員
に
は

一
切
無
言
で
神
前
に
進
み
、
ひ
ね
り

御
膳
と
御
神
酒
を
供
え
て
神
事
に
移
り
ま
す
。

こ
の
無
言
の
神
事
が
い
つ
頃
か
ら
、
な
ぜ
両
社
の

間
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
と

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
備
中
の
吉
備
津
神
社
の
分
霊

来
に
宿
を
借
り
、
そ
の
時
温
か
い
も
て
な
し
を
受
け

た
感
謝
の
し
る
し
と
し
て
茅
の
輪
を
授
け
ら
れ
、
蘇

民
の

一
族
が
疫
病
を
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
が

起
こ
り
で
す
。
今
日
で
は
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
備
後
風
土
記
逸
文
に
出
て
く
る
疫
隅
国
社
と

は
戸
手
の
素
蓋
嗚
神
社
の
こ
と
で
あ
り
、
茅
の
輪
神

事
の
発
祥
の
地
で
あ
り
ま
す
。

当
社
の
祇
園
祭
が
い
つ
頃
始
ま
っ
た
か
を
示
す
古

文
書
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
西
備
名
区
巻
之
四
十
二
に
よ
る
と

「円
融
天
皇

の
御
代
、
天
禄
元
年
六
月
十
四
日
、
御
霊
会
を
始
め

て
、
今
歳
よ
り
こ
れ
を
行
う
。
な
お
諸
国
比
神
を
祀

り
、
祇
園
社
と
称
し
、
祇
園
会
の
神
稽
行
わ
る
る
こ

と
、
比
時
よ
り
始
ま
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
当
神
社
の

祇
園
祭
も
平
安
時
代
の
中
期
九
七
〇
年
頃
始
ま
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

を
疫
隅
社

釜
系
蓋
嗚
神
社
）
の
領
地
に
吉
備
生
冨
と
し

て
造
営
し
た
の
で
、
吉
備
津
神
社
よ
り
挨
拶
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
無

言
の
神
事
と
い
う
形
で
残
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
◇

素
蓋
鳴
神
社
の
境
内
に
あ
る
天
満
宮
は
も
と
も
と

本
地
堂
で
し
た
。
明
治
の
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
る

ま
で
は
、
本
地
堂
に
は
聖
観
音
像
、
脇
侍
に
毘
沙
門

天
と
不
動
明
王
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
中
の

神
社
は
奈
良
時
代
よ
り
神
仏
習
合
と
い
う
状
態
に
あ

り
ま
し
た
。
な
ぜ
神
社
に
仏
堂
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

当
時
の
思
想
で
は
本
来
仏
様
が
仏
の
姿
の
ま
ま
で
は

人
々
を
救
う
こ
と
が
難
し
い
の
で
神
様
の
姿
に
形
を

変
え
て
人
々
を
救
う
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
神
様
に
変
え
ら
れ
た
姿
を
本
殿
に
祀
っ
て
、

も
と
の
姿
を
仏
堂
に
祀
り
ま
し
た
。
そ
の
両
方
を
祀

っ
て
祇
園
社
と
し
て
完
全
な
形
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

当
神
社
の
様
な
本
地
堂
が
残
っ
て
い
る
の
は
全
国
で

僅
か
に
二
十
棟
位
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
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