
素
盞
雄
神
社
は
、
平
成
７
年
に
御
鎮
座
1200

年
祭
が
斉
行
さ
れ
ま
し
た
。
荒
川
区
南
千
住

・
三
川
島
（
現
：
荒
川
）
・
町
屋
・
台
東
区

三
之
輪
の
区
内
で
最
も
広
い
氏
子
区
域
61
ヶ

町
の
鎮
守
で
す
。

平
安
時
代
延
暦
14
年
（
795
）
4
月
8
日
の
夜
、

瑞
光
石
（
小
塚
の
中
の
奇
岩
）
が
突
如
光
を
放

ち
二
柱
の
神
様
が
翁
に
姿
を
変
え
て
現
れ
、

「
吾
は
ス
サ
ノ
オ
大
神
・
ア
ス
カ
大
神
な
り
。

吾
れ
を
祀
ら
ば
疫
病
を
祓
い
福
を
増
し
、
永
く

此
の
郷
土
を
栄
え
し
め
ん
。
」
と
黒
珍
に
御
神

託
を
授
け
素
盞
雄
神
社
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

次
い
で
6
月
3
日
ス
サ
ノ
オ
大
神
の
御
社
殿

を
西
向
き
に
、
9
月
15
日
ア
ス
カ
大
神
の
御
社

殿
を
南
向
き
に
造
営
し
、
4
月
8
日
「
御
創
建

疫
神
祭
」
・
6
月
3
日
「
天
王
祭
」
・
9
月1

5

日
「
飛
鳥
祭
」
の
祭
禮
日��

が
定
ま
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
享
保
3
年
（
1718
）
、
類
焼
に
よ
る
両

社
炎
上
の
た
め
、
同
12
年
に
相
殿
（
あ
い
ど
の
：

一
つ
の
御
社
殿
）
と
し
て
二
柱
を
祀
る
御
殿

（
瑞
光
殿
：
ず
い
こ
う
で
ん
）
を
新
た
に
建
築

し
奉
斎
し
ま
し
た
。

■
素
盞
雄
大
神

■
飛
鳥
大
神
天
照
大
御
神
の
御
弟
神
で
す
。

八
俣
大
蛇
を
退
治
し
、
そ
の
尾
か
ら
天
叢
雲
剣
、

後
の
三
種
の
神
器
の
一
つ
（
草
薙
の
剣
）
を
取

り
出
し
、
天
照
大
御
神
に
献
上
し
た
勇
敢
な
神

様
。
ま
た
八
俣
大
蛇
か
ら
助
け
た
櫛
稲
田
姫
と

の
間
に
多
く
の
御
子
神
を
も
う
け
、
出
雲
国
須

賀
と
い
う
地
で
幸
せ
な
家
庭
を
築
い
た
神
様
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
ス
サ
」
に
は
「
荒
・
清
浄
」
の
意
味
が
あ

り
、
罪
・
穢
・
災
・
厄
な
ど
身
に
降
り
か
か
る

悪
し
き
こ
と
諸
々
を
、
荒
々
し
い
程
の
強
い
力

で
祓
い
清
め
る
災
厄
除
け
の
神
様
で
、
別
名
を

牛
頭
天
王
と
言
う
為
に
通
称
を
「
お
天
王
さ
ま
」

ご

ず

て

ん

の

う

て
ん
の
う

と
い
い
ま
す
。

■
飛
鳥
大
神

大
国
主
神
（
だ
い
こ
く
様
）
の
御
子
神
で
す
。

別
名
を
事
代
主
神
・
一
言
主
神
と
い
い
、
善
悪

こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
か
み

ひ
と
こ
と

を
一
言
で
判
断
し
得
る
明
智
を
持
た
れ
た
神
様
。

後
世
に
は
福
の
神
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
り
、

商
工
業
繁
栄
・
商
売
繁
昌
の
「
え
び
す
様
」
と

し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。

素
盞
雄
神
社
は
、
年
越
し
の
大
祓
と
６
月
に

お
お
は
ら
い

夏
越
し
の
大
祓
で
罪
、
穢
れ
を
清
め
ま
す
。
歳

な

ご

け
が

末
の
行
事
と
し
て
大
掃
除
す
る
こ
と
は
、
け
じ

め
を
つ
け
来
年
に
向
け
て
新
し
い
生
命
力
を
受

け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
日
本
人
の
心
の
中
に

あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

十
二
月
の
末
日
、
大
晦
日
は
「
大
つ
ご
も
り
」

と
も
い
わ
れ
ま
す
。
「
晦
」
と
い
う
字
は
「
暗

い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
旧
暦
三
十
日
は
月
の

出
な
い
闇
夜
で
す
の
で
、
月
が
隠
れ
る
と
い
う

こ
と
で
、
「
月
ご
も
り
」
と
い
い
、
そ
れ
が

「
つ
ご
も
り
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一

年
の
最
後
の
日
を
「
大
晦
日
」
「
大
つ
ご
も
り
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
来
、
大

晦
日
は
新
た
な
心
で
新
年
を
迎
え
る
た
め
静
か

に
こ
も
っ
て
、
時
を
す
ご
す
た
め
に
あ
り
ま
す
。

落
語
で
は
、
大
晦
日
（
つ
ご
も
り
）
は
借
金
取

り
な
ど
「
い
ろ
ん
な
都
合
」
が
盛
る
か
ら
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
。

『
父
祖
の
地
に
闇
の
し
づ
ま
る
大
晦
日

飯
田
蛇
笏
』

そ
し
て
元
旦
。

元
旦
の
午
前
零
時
よ
り
歳
旦
祭
が
、
報
鼓
と
共

に
始
ま
り
ま
す
。
境
内
で
は
、
お
神
酒
が
配
ら

れ
甘
酒
が
振
舞
わ
れ
ま
す
。
（
２
時
位
迄
）
一

般
の
方
の
お
祓
は
、
午
前
９
時
よ
り
受
け
付
け

ま
す
。
元
旦
は
、
獅
子
舞
・
お
神
楽
、
２
日
は

詩
吟
の
奉
納･

相
撲
甚
句
の
奉
納
が
あ
り
、
３

日
は
神
楽
殿
で
お
神
楽
が
あ
り
ま
す
。

お
賽
銭
（
神
様
へ
の
お
供
え

物
）
を
あ
げ
て
二
礼
二
拍
手
し

た
手
を
合
わ
せ
て
心
の
中
で
祈

願
、
最
後
に
一
礼
が
、
ご
参
拝

の
作
法
で
す
。
さ
っ
ぱ
り
、
清

め
て
新
年
を
素
盞
雄
神
社
で
迎

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

新
た
な
気
持
ち
で

素
盞
雄
神
社
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