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〇
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

「
伊
居
太
神
社
日
記
」に
は
、
正
月
三

が
日
に
た
く
さ
ん
の
人
が
神
社
に
お
参

り
す
る
と
い
っ
た「
初
詣
」の
様
子
を
語

る
記
事
は
一
度
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
江
戸
時
代
に
は
こ
の
よ
う
な
習

慣
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

実
は
、
神
社
へ
の
宗
教
的
尊
崇
の
念

の
表
し
方
は
今
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、「
伊
居
太

神
社
日
記
」文
化
６
年（
１
８
０
９
）10

月
16
日
に
は
池
田
で
酒
造
を
営
ん
で
い

た
大
和
屋
仁
右
衛
門
の
記
述
が
あ
り

ま
す
。
彼
は
、
前
年
大
坂
伝
法
の
地
に

事
業
の
場
所
を
移
し
、
江
戸
行
き
の
船

を
運
航
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
名
を

伊
居
太
神
社
の
別
名
に
ち
な
む「
穴あ
や
は織

丸ま
る

」と
名
付
け
、
出
船
時
も
、
ま
た
無

事
に
着
船
し
た
と
き
も
船
頭
ら
に
神
社

へ
参
拝
さ
せ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
神
社

は
、
生
地
を
離
れ
た
個
人
に
と
っ
て
も

産う
ぶ
す
な
し
ゃ

土
社
と
し
て
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

な
っ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
地
域
の

人
々
全
体
に
と
っ
て
も
安
寧
と
繁
栄
を

願
い
、
ま
た
、
心
を
合
わ
せ
る
場
所
と

し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。

〇
神
社
の
存
続
を
支
え
る
も
の

さ
て
、
こ
う
し
た
神
社
の
存
続
に
は

大
勢
の
人
々
の
信
仰
心
は
言
う
ま
で
も

な
い
と
し
て
、
経
営
を
安
定
さ
せ
る
財

政
的
な
支
え
も
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た

と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
今
回
は
こ

こ
に
注
目
し
て
検
討
し
て
み
ま
す
。

一
つ
目
は
、
大
き
な
工
事
に
有
力
者

が
出
資
す
る
と
い
う
点
で
す
。
文
化
７

年
５
月
25
日
、
上
池
田
の
料
理
屋「
め

ん
茂も

」こ
と
木
綿
屋
茂
兵
衛
が
伊
居
太

神
社
に
や
っ
て
き
て
言
い
ま
す
。
伊
居

太
神
社
お
よ
び
呉
服
神
社
と
も
に
馬

場
先
へ
石
の
玉
垣
造
立
の
世
話
を
し

た
い
と
。
両
神
社
と
も
こ
れ
を
受
け
入

れ
ま
し
た
。
木
綿
屋
茂
兵
衛
は
、
工
事

中「
願
主
木
綿
屋
茂
兵
衛
」と
記
し
た

木
札
を
現
場
に
立
て
ま
し
た
。
こ
れ

で
、
有
力
な
商
人
が
両
神
社
を
尊
崇

し
、
大
工
事
の
財
政
を
支
え
る
と
い
う

形
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、「
綿め
ん

茂も

」こ
と
木
綿
屋
茂
兵
衛
の
名

前
は
大
き
く
上
が
り
ま
す
。

二
つ
目
。
神
社
に
は
、
氏
子
か
ら
集

め
る
協
力
金
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
６
月
頃
に
は
麦

の
収
穫
を
待
っ
て「
麦
初
穂
」を
集
め

て
い
ま
す
。
文
化
７
年（
１
８
１
０
）に

は
麦
８
斗
５
升
で
、
銭
５
貫
57
文
と

な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
安
土
桃

山
時
代
に
豊
臣
家
の
庇ひ

護
か
ら
始

ま
っ
た
神
社
の
権
利
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

三
つ
目
に
は
、
特
定
の
商
人
な
ど
か

ら
の
供
物
で
す
。
文
化
６
年
に
は
10

月
か
ら
12
月
末
ま
で
に
米
屋
町
鍋
屋

治
兵
衛
か
ら
神
酒
１
升
、
勝
尾
寺
屋
平

兵
衛
か
ら
同
じ
く
１
升
、
小
坂
田
与
三

右
衛
門
か
ら
米
１
斗
７
升
、
同
じ
く
正

智
寺
よ
り
同
量
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
時
期
を
見
て「
神
供
」と
し

て
御
殿
前
に
飾
ら
れ
ま
す
。

四
つ
目
に
は
、「
さ
い
せ
ん
」あ
る
い

は「
さ
ん
せ
ん
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で

す
。
い
ず
れ
も
個
々
に
拝
礼
す
る
人
が

そ
の
た
び
に
投
げ
入
れ
る
小
銭
で
す
。

毎
月
の
初
め
に
勘
定
し
、
銭
で
１
貫
８

６
０
文
と
か
１
貫
９
０
０
文
と
か
い
っ

た
数
字
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
社
が

大
勢
の
参
拝
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
な
お
、
こ

の「
さ
ん
せ
ん
」に
は
臨
時
の
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
文
化
７
年
２
月

18
日
雛
市
の
と
き
に
は
集
ま
る
人
が
多

く
、
合
計
１
貫
文
に
上
っ
た
と
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
祭
礼
の
と
き
に
も
に

ぎ
わ
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
ん
と
言
っ
て
も
、
神
社
の

財
政
を
考
え
る
と
き
に
は
、
宮
司
の
出

身
家
あ
る
い
は
後
見
人
の
財
産
的
信

用
を
見
落
と
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
伊

居
太
神
社
も
宮
司
の
出
身
家
で
あ
る

大
戸
屋（「
大
和
屋
」）の
信
用
が
あ
っ

て
、
経
営
は
さ
ら
に
安
定
し
た
と
考
え

る
べ
き
で
し
ょ
う
。
何
か
あ
っ
て
も
大

和
屋
が
付
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
大

き
な
安
心
感
を
与
え
た
と
思
わ
れ
ま

す
。詳
細
は
略
し
ま
す
が
、こ
の
こ
と
は

呉
服
神
社
宮
司
と
大
和
屋
と
同
じ
よ

う
に
有
力
な
商
人
で
あ
っ
た
油
屋
茂
兵

衛
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
が

「
伊
居
太
神
社
日
記
」文
化
６
年
11
月

７
日
の
記
録
か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

〇
氏
子
の
安
心
と

　
尊
崇
の
気
持
ち

神
社
の
経
営
が
安
定
し
て
は
じ
め

て
、
氏
子
ら
は
、
そ
の
神
社
は
悠
久
の

昔
か
ら
存
在
し
、
将
来
も
そ
の
ま
ま
続

く
と
い
う
神
社
の
説
明
を
信
じ
、
安
心

感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
氏
子
た

ち
は
、
理
屈
抜
き
に
そ
う
し
た
神
社
を

心
の
支
え
と
し
て
尊
崇
し
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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