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泥

棒

神
事
に
関
す
る
も
の
に
は
「
め
で
た
き
」
、
「
を
か
し
さ
」
、

「
な
ま
め
か
し
さ
」
は
感
歩
る
が
、
「
あ
は
れ
」
は
感
じ
な
か

っ
た
故
‘
た
と
い
え
る
様
で
あ
る
。

4
・
神
伸
、
自
然
、
人
事
に
関
す
る
も
の
全
体
を
通
し
て
、
そ
の

観
察
描
写
を
み
る
に
、

枕
草
子
は
、
一
つ
の
対
象
を
写
す
に
し
℃
も
極
め
て
精
細
に
、

共
体
的
に
観
察
し
、
宮
廷
生
活
閣
内
で
は
あ
る
が
か
な
り
広
範

囲
に
わ
た
っ
て
観
察
描
写
し
て
い
る
ο

し
か
し
そ
の
観
察
ば
部

分
的
、
外
面
的
な
も
の
を
中
心
と
し
、
思
考
が
単
純
で
あ
る
。

叉
細
か
い
も
の
、
小
さ
い
も
の
に
美
を
見
出
す
点
、
徒
然
草
と

特
に
具
、
る
。
徒
然
草
は
、
枕
草
子
よ
り
お
L
ま
か
で
、
抽
象
的

で
あ
る
が
そ
の
物
の
内
間
性
に
ま
で
探
く
観
察
し
、
人
に
感

じ
、
考
え
さ
せ
る
複
雑
な
も
白
が
流
れ
て
い
る
。
枕
草
子
よ
り

情
緒
豊
か
な
聞
も
あ
り
、
静
的
で
あ
る
。
特
に
呉
な
る
点
は
、

古
典
的
趣
味

l
子
安
朝
へ
の
憧
慌

i
を
根
底
と
す
る
観
察
描
写

や
評
論
、
及
び
粂
好
の
人
生
観
で
あ
る
無
常
思
想
が
そ
の
根
底
ャ

に
流
れ
て
い
る
と
と
と
い
え
よ
う
。

乙
の
様
な
枕
草
子
、
徒
然
草
の
観
察
態
度
の
相
違
は
性
格
的
に

も
、
生
前
環
境
的
に
も
、
時
代
的
に
も
、
性
別
的
に
も
影
湖
一
目
さ

れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

〔
一
二
十
二
年
度
卒
業
〕

単
な
る
行
事
、
或
は
古
歌
と
の
聯
想
に
よ
る
古

百

ρ
γ
し
U
出
ご
佐

υ

向
性

（
性
格
）

と
家
庭
環
境
と
の
関
連

田

ヤ

ス

向
性
と
い
う
の
は
本
来
、
人
格
の
基
本
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
方
向
を

さ
す
も
の
で
外
向
性
・
内
向
性
の
二
つ
の
両
が
み
ら
礼
る
。
外
向
性

と
は
外
に
向
っ
て
発
散
さ
れ
や
す
い
も
の
、
内
向
性
と
は
心
の
中
に

閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
外
向
性
の
極
端
な
も

の
は
気
分
が
外
に
発
散
さ
れ
る
か
ら
、
向
性
が
明
る
く
細
か
い
と
と

を
く
よ
／
＼
し
な
い
。
そ
の
代
り
考
え
が
大
ま
か
で
確
実
で
な
い
欠

点
が
あ
る
。
内
向
性
の
極
端
な
も
の
は
、
す
べ
て
自
分
の
心
の
中
に

問
題
を
持
ち
こ
む
の
で
用
心
深
く
、
石
橋
を
た
L
い
℃
渡
る
確
実
な

性
格
で
あ
る

Q

が
そ
の
反
耐
小
さ
い
一
事
に
も
と
だ
わ
り
、
陰
気
で
人

を
疑
い
や
す
い
同
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
向
性
の
現
れ
方
は
い
ろ
い
ろ
で
最
も
京
要
な
も
の
と
し

て
、
社
一
会
的
向
性
o
思
考
的
向
性
o
失
敗
感
（
劣
等
感
）

0

神
経

山口パ

0

感
情
変
易
性
と
い
う
兇
震
の
随
意
的
傾
向
の
支
柱
と
な
る
五
つ

の
向
性
を
定
め
、
こ
れ
か
ら
五
つ
の
備
品
石
川
値
を
求
め
児
童
生
徒
の
向

性
面
を
表
わ
し
人
格
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

社
会
的
向
性
と
は
実
際
の
社
会
生
活
に
そ
れ
が
ど
う
現
れ
る
か
を

さ
す
。思

考
的
向
性
と
は
考
え
の
上
で
の
向
性
は
必
ヂ
し
も
行
動
と
し
て

- 23 -



現
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

失
敗
感
又
は
劣
等
感
と
は
自
分
が
他
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
か
役

に
立
た
な
い
か
と
い
う
意
識
で
あ
る
ο

神
経
口
傾
向
は
内
向
性
の
特
徴
で
あ
る

Q

感
情
交
H

効
性
は
感
的
が
変
わ
り
ゃ
す
い
事
が
外
向
性
の
特
徴
で
あ

る
οこ

れ
か
ら
五
つ
の
向
性
を
去
に
し
て
児
童
生
徒
の
側
々
の
向
性
を

み
、
一
応
出
御
し
た
ら
、
更
に
家
庭
環
基
や
知
る
一
部
が
指
謀
者
に
と

っ
て
は
有
役
で
あ
る
u

と
い
う
の
は
人
間
の
性
格
は
或
る
程
度
家
庭

環
境
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
教
育
者
と
し
て
、
児
童

生
徒
の
生
活
、
発
出
に
山
内
常
性
を
も
っ
た
り
、
問
題
、
行
動
を
越
し

た
り
一
読
ま
し
く
な
い
傾
向
を
現
わ
す
見
玄
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

の
寄
っ
て
来
た
原
因
、
条
件
を
追
求
す
る
為
、
叉
、
後
の
指
導
治
療

ぞ
行
う
為
、
そ
れ
ら
児
宣
の
い
る
と
こ
ろ
の
環
境
を
知
っ
て
お
く
事

が
必
要
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
環
境
も
種
々
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
Q

ィ
、
環
境
の
範
囲
か
ら

家
庭
環
境
、
学
校
環
境
、
社
会
環
境
、

口
、
環
境
の
性
質
か
ら

自
然
的
環
境
、
社
会
的
環
境
、
文
化
的
環
境
、

ハ
、
環
境
の
仇
き
か
ら

物
理
的
環
境
、
心
理
的
環
境
、

こ
れ
ら
の
様
に
別
け
ら
れ
、
い
や
ノ
れ
も
教
育
環
境
測
定
に
関
連
し
て

／
＼
ヲ

Q

。

教
育
環
境
と
い
う
も
の
は
教
育
の
対
集
と
し
て
の
児
童
生
徒
の
生

日
ぞ
発
注
に
関
係
争
句
作
ち
い
ろ
い
ろ
な
環
境
の
う
ち
で
も
家
庭
環
境

が
故
も
大
き
な
役
割
を
な
す
。
家
庭
環
境
と
し
て
子
供
に
影
響
す
る

も
の
ば
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
大
体

i

、
か
l
J
3
3
、

イ
創
刊
珪
心
ノ

ロ
、
動
的
環
抗
、

に
大
別
さ
れ
る
。

人
を
支
配
す
る
も
の
に
は
グ
物
グ
と
H
H

心
H
H

と
の
二
回
が
あ
る
。
児

設
の
家
庭
環
境
が
兇
荒
が
ど
ん
な
勉
加
や
娯
楽
の
施
設
川
H
A
を
持
っ

か
が
児
一
世
の
生
日
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
共
に
周
囲
の
人
々
が

い
か
な
る
生
活
態
度
を
も
ち
、
ど
ん
な
に
児
主
令
取
扱
う
か
が
主
要

で
あ
る
、
と
の
二
副
が
軍
一
な
り
合
っ
て
兇
・
章
一
の
家
庭
環
境
を
作
っ
て

い
る
。
こ
の
様
に
家
庭
環
境
は
児
童
生
徒
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
形
成

に
前
一
一
要
な
役
割
を
一
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
診
断
性
向
性
検
査
、
家
庭
環
境
診
断
テ
ス
ト
を
併
せ

行
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
ぺ
た
様
に
、
二
つ
が
非
円
日
巾
に
関
連
性
が

あ
り
且
つ
児
童
生
徒
を
瑚
解
す
る
上
に
も
第
一
安
な
と
と
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
（
偏
差
値
の
炎
、
グ
ラ
ブ
は
紙
面
の
都
合
で
省
略
設
し
ま

す）

〈
主
と
し
℃
物
的
環
境
）

（
、
主
と
し
て
心

m的
環
境
）
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そ
し
℃
と
の
ニ
つ
の
調
査
ぞ
行
っ
て
考
え
ら
れ
る
事
は
、
家
庭
環

境
が
向
性
に
著
る
し
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
家
庭
的
に
め

ぐ
ま
れ
て
い
る
、
家
庭
の
雰
囲
気
度
の
高
い
児
童
は
向
性
も
両
向

性
、
点
、
点
、
外
向
性
を
示
し
、
家
庭
的
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
関
電
（
片
親



物
羽
M
W
若
ぢ
川
、
正
一
白
王

t
一

ζ

れ
ら
の
様
に
別
け
ら
れ
、
い
守
れ
も
教
育
環
境
測
定
に
関
連
し
て

／
、
ヲ
9
0

の
場
合
、
両
親
が
い
℃
も
経
済
的
に
苦
し
い
場
合
）
は
や
や
内
向

性
、
内
向
性
を
示
し
て
い
る
者
が
多
い
。
つ
ま
り
人
間
の
先
天
的
な

棄
も
環
境
に
よ
っ
て
、
或
る
程
度
、
い
ぞ
そ
れ
以
上
に
左
右
さ
れ
る

も
の
L
ょ
う
で
あ
る
。
更
に
と
れ
を
学
習
面
か
ら
み
て
も
と
の
二
つ

が
関
連
性
を
有
す
る
と
と
が
わ
か
る
。
〔
三
十
二
年
度
卒
業
〕

野

女

i
 
i
 

，．E
，，
 

の

章一

i輯

幸

子

古
事
記
に
は
雄
略
天
皇
の
御
事
践
を
語
る
幾
多
の
物
語
が
あ
る

が
、
そ
の
多
く
は
天
皇
の
温
い
御
性
格
を
示
す
求
婚
説
話
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
説
話
の
中
の
「
吉
野
川
の
章
女
」
の
歌
物
語
を
と
り
あ
げ

て
上
代
歌
謡
の
木
質
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

詑
の
全
文
を
引
用
す
る
と

ほ

ど

り

を

ど

め

天
皇
、
吉
野
の
宮
に
行
幸
で
よ
し
じ
時
、
吉
野
川
の
浜
に
童
女
有

す

が

た

う

る

3

ま
々
は

り
き
。
実
の
形
容
美
麗
し
か
り
き
o

故
、
是
の
童
女
と
婚
ひ
し
て
、

宮
に
還
り
山
中
一
し
き
。
後
更
に
亦
吉
野
に
幸
行
f
ま
し
し
時
、
な
パ
の
童

そ

こ

お

但

み

あ

守

ら

女
の
遇
ひ
し
所
に
留
ま
り
ま
し
て
、
共
処
に
大
御
央
床
を
立
て
て
、

P

去

ひ

さ

実
一
の
御
英
床
に
坐
し
て
、
御
実
7

在
韓
き
て
、
実
の
嬢
子
に
舞
為
し
め

た
ま
ひ
き
。
爾
に
実
の
嬢
子
の
よ
く
舞
へ
る
に
悶
り
て
、
御
歌
dq作

ぐ
ま
れ
て
い
る
、
家
庭
の
雰
囲
気
度
主
医
レ
民
主
じ

H
E
t
p
F

性
、
点
、
ぞ
外
向
性
を
示
し
、
家
庭
的
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
同
町
章
（
片
ー
説

み
た
ま
ひ
き
。
実
の
歌
に
日
ひ
し
く
、

品

L
V
b

ゐ

た

ぬ

な

と

・

～

よ

央
床
鹿
の
神
の
御
手
も
ち
弾
く
袈
7

に
舞
す
る
女
常
世
に
も
が
も

と
い
ひ
き
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

ヲ

・

ド

ヌ

カ

タ

チ

と
の
歌
に
つ
い
て
宣
長
は
「
こ
L
は
此
ノ
藤
子
の
形
姿
と
舞
止
を

オ
モ
ホ
r
J
S
F
e
ノ

カ

ク

イ

デ

感
賞
賜
ひ
て
あ
か
ず
所
思
着
て
如
此
な
が
ち
常
世
に
何
時
ま
で
も
舞

ひ
て
あ
れ
か
し
と
願
ひ
給
ふ
な
り
」
（
古
事
記
伝
）
と
と
き
‘
土
橋

寛
氏
は
「
独
立
歌
話
と
し
て
神
前
で
舞
う
忍
女
の
姿
ぞ
讃
め
た
歌
と

見
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
神
楽
歌
か
。
」
（
古
代
歌
謡
集
）
と
解
し

て
い
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
本
朝
月
令
を
み
る
と
．
十
六
武
天
皇
に
も
吉
野
の
官
で
女

子
の
舞
を
見
ら
れ
た
詑
話
が
あ
り
、
そ
れ
は
五
節
の
賓
の
起
源
と
さ

れ
て
居
り
、
共
の
歌
詞
を
か
か
げ
て
い
る
。
「
少
女
ど
も
少
女
さ
び

す
も
唐
支
を
扶
に
ま
き
て
少
女
さ
び
す
も
」
叉
、
高
葉
一
集
巻
五
に
は

内
一
も
ど

山
上
憶
良
の
歌
と
し
て
「
少
女
ら
が
少
女
さ
び
す
と
唐
玉
を
手
本
に

よ

ち

こ

て

円

づ

J
J

ま
か
し
同
輩
児
ら
と
千
携
は
り
て
遊
び
け
む
時
の
盛
を
止
み
か
ね
云

々
」
（
八

O
問
）
と
あ
る
。
月
令
の
歌
と
憶
良
の
作
と
何
れ
が
先
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
設
が
あ
る
が
、
（
南
京
遺
響
に
は
月
令
を
先
と

し
契
沖
は
憶
良
の
を
先
と
し
て
い
る
）
と
れ
に
つ
い
て
守
部
は
「
五

節
舞
ぞ
云
る
文
こ
そ
、
い
み
じ
き
漢
意
の
潤
色
に
し
て
信
が
た
け

れ
」
（
稜
威
言
別
〉
と
と
き
、
共
同
潤
氏
も
「
吉
野
山
の
仙
女
の
物

語
は
古
事
詑
の
右
の
物
語
か
ら
超
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
月
令
に
掲

げ
た
伝
説
は
、
支
那
神
仙
伝
説
の
影
響
を
著
し
く
受
け
て
い
る
」

（
古
事
記
新
諮
）
と
解
し
て
い
ら
れ
る
。
宣
長
は
古
事
記
の
歌
謡
と

ザ 25「


