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「
穂
垂
引
き
」
は
、
旧
正
月
の
一
月
十
五
日
を
祝

う
行
事
で
す
。
秋
の
「
十
五
夜
」
と
と
も
に
、
子
供

た
ち
の
参
加
が
当
然
と
さ
れ
る
、
印
象
深
く
楽
し
い

行
事
で
し
た
。 

ま
ず
、
大
晦
に
当
た
る
十
四
日
の
朝
、
山
口
集
落

に
あ
る
持
ち
田
の
畔
に
、
父
親
と
猫
柳
の
枝
を
伐
り

に
行
き
ま
す
。
そ
の
枝
に
小
さ
く
サ
イ
コ
ロ
に
切
り

分
け
た
餅
を
挿
し
て
花
枝
を
作
る
の
で
す
。
更
に
大

晦
日
の
夕
食
は
、
猫
柳
の
枝
を
削
っ
た
箸
で
食
べ
る

の
で
す
が
、
こ
の
箸
は
頭
の
部
分
に
さ
さ
く
れ
の
よ

う
な
表
皮
の
部
分
を
残
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
が
ま

ま
ご
と
遊
び
の
よ
う
で
面
白
か
っ
た
。下
の
写
真
は
、 

                

 

大晦日の夕食（「北薩摩〈農耕士族〉の食」より） 

ほ   

だ
れ 

 

ひ 
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『
聞
き
書
き 

鹿
児
島
の
食
事
』（
１
９
８
９
年
）、

「
北
薩
摩
〈
農
耕
士
族
〉
の
食
」
か
ら
撮
っ
た
も
の

で
す
。
著
者
は
、
当
時
鹿
児
島
純
心
女
子
短
期
大
学

教
授
、
若
原
延
子
氏
。
主
に
入
来
町
麓
で
の
聞
き
取

り
で
す
。 

こ
の
ペ
ー
ジ
の
入
来
の
紹
介
記
事
を
抜
き
書
き

す
る
と
、 

〈
こ
の
地
は
、
藩
制
時
代
に
俸
禄
を
田
畑
で
支
給

さ
れ
た
郷
士
の
一
群
が
い
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
後

に
「
農
耕
士
族
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
末
裔
が
今
も

こ
の
地
に
と
ど
ま
り
自
ら
に
流
れ
る
武
士
の
血
を
誇

り
と
し
な
が
ら
田
畑
を
耕
し
て
い
る
。
質
実
剛
健
を

旨
と
し
、
決
し
て
贅
沢
は
し
な
い
が
、
儀
式
の
膳
や

節
句
の
菓
子
作
り
に
は
受
け
継
い
だ
伝
統
を
き
ち
ん

と
守
る
（
略
）〉 

と
あ
り
ま
す
。 

こ
の
行
事
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
仕
事
を
最
後
ま
で

は
せ
ず
、「
仕
掛
け
た
ま
ま
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る 

よ
う
で
す
。 

蓑
帽
子
の
よ
う
な
箸
も
、
忙
し
く
て
最
後
ま
で
削

る
時
間
が
な
か
っ
た
事
を
わ
ざ
と
印
象
づ
け
て
い
ま

す
。
食
べ
る
時
に
は
大
変
扱
い
に
く
い
。
面
白
い
の

は
、
食
べ
た
後
、
そ
の
箸
は
洗
わ
ず
に
障
子
の
桟
に

乗
せ
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
て
、
で
き
る
だ
け
背
伸

び
を
し
て
届
い
た
と
こ
ろ
の
桟
に
乗
せ
る
と
、
次
の

朝
、（
一
月
十
五
日
「
小
正
月
」
の
朝
）
そ
の
箸
は
背

伸
び
せ
ず
と
も
取
れ
る
ほ
ど
一
夜
で
背
が
伸
び
て
い

る
（
は
ず
）
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

削
り
か
け
の
箸
は
、
狭
い
障
子
の
桟
に
は
簡
単
に

納
ま
っ
て
く
れ
な
い
し
、
高
い
場
所
に
乗
せ
る
の
は

特
に
乗
せ
に
く
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
姉
弟
で

競
争
し
な
が
ら
そ
れ
を
す
る
の
が
楽
し
か
っ
た
の
で

す
。 い

つ
か
ら
こ
の
よ
う
に
子
供
の
た
め
の
ゲ
ー
ム

め
い
た
習
わ
し
が
で
き
た
の
か
、
南
薩
摩
や
大
隅
の

知
人
た
ち
に
尋
ね
る
と
、「
穂
垂
引
き
」
と
い
う
言
葉
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も
知
ら
な
か
っ
た
と
の
返
事
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

各
家
に
よ
っ
て
も
違
う
で
し
ょ
う
が
、
同
級
生
に
確

認
す
る
と
、
旧
薩
摩
郡
の
地
域
で
は
同
じ
よ
う
な
行

事
が
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

一
月
十
四
日
は
、
小
正
月
の
大
晦
日
に
当
た
り
ま

す
。
本
正
月
ほ
ど
で
は
な
く
と
も
御
馳
走
を
作
る
の

が
習
わ
し
で
す
。
で
も
こ
の
御
馳
走
は
、
時
間
が
な

い
こ
と
を
印
象
付
け
る
た
め
、
野
菜
も
魚
も
切
ら
な

い
で
長
い
ま
ま
調
理
さ
れ
ま
し
た
。
先
の
写
真
の
魚

は
鰯
で
す
。
忙
し
く
て
野
菜
も
魚
も
包
丁
を
入
れ
る

暇
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
な
ぜ
時
間
に

こ
だ
わ
る
の
か
、
理
由
は
謎
で
す
。 

御
馳
走
の
種
類
は
、
主
に
煮
し
め
と
鰯
の
煮
つ
け

だ
け
で
す
が
、
煮
し
め
の
大
根
や
人
参
や
、
昆
布
、

コ
ン
ニ
ャ
ク
な
ど
、
ど
れ
も
長
い
ま
ま
で
ゾ
ロ
リ
と

皿
に
乗
っ
て
い
ま
す
。
鰯
も
長
い
ま
ま
煮
つ
け
に
な

っ
て
皿
か
ら
跳
び
出
る
勢
い
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。
そ
れ
ら
が
テ
ー
ブ
ル
に
出
て
く
る
と
、
何

と
な
く
可
笑
し
く
て
、
家
族
一
緒
に
苦
笑
し
な
が
ら

四
苦
八
苦
し
て
食
べ
て
い
た
こ
と
。
又
、
こ
れ
も
謎

で
す
が
、
食
後
は
お
茶
や
水
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
起
源
に
逆
の
ぼ
る
と
、
何
か

理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

『
入
来
町
誌
下
巻
』（
五
一
二
頁
）
に
よ
る
と
、
中

世
の
武
士
は
戦
場
に
臨
む
時
、
災
厄
除
け
の
呪
物
と

し
て
こ
の
け
ず
り
か
け
の
箸
を
腰
に
挿
し
た
そ
う
で

す
。
古
代
の
神
祭
の
幣
だ
っ
た
と
の
こ
と
。
関
ヶ
原

戦
に
参
加
し
た
薩
摩
勢
は
、
全
員
こ
れ
を
腰
に
帯
び

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
行
事
に
柳
を
用
い

る
の
は
、
柳
は
挿
し
木
に
し
て
も
容
易
に
根
付
き
、

柳
の
生
え
る
と
こ
ろ
は
水
を
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
な
ど
、
大
昔
か
ら
柳
は
瑞
木
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
、
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

『
入
来
町
誌
』
に
は
繭
の
餅
は
金
と
銀
の
二
種
類

 

め 
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と
あ
り
ま
す
が
、思
い
返
す
と
紅
色
も
あ
っ
た
の
で
、

花
の
よ
う
な
色
ど
り
の
為
の
工
夫
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
も
と
も
と
は
蚕
神
に
捧
げ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と

か
ら
「
繭
の
餅
」
と
言
い
ま
す
。
私
が
五
歳
の
頃
は

ま
だ
家
の
中
に
蚕
棚
が
あ
っ
た
事
を
覚
え
て
い
ま
す
。

桑
の
栽
培
も
盛
ん
で
あ
っ
た
の
に
、
急
に
桑
畑
が
少

な
く
な
っ
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
柳
の
枝
に
美
し
く
飾
っ
た
「
繭
の
餅
」
を
、

竈
の
上
、
玄
関
の
軒
下
、
家
の
中
の
「
ナ
カ
エ
」「
オ

モ
テ
」
の
四
隅
、
時
に
は
牛
小
屋
に
も
柱
の
隙
間
に

挿
し
て
飾
る
と
、一
気
に
家
の
中
が
華
や
か
に
な
り
、

お
祭
り
の
よ
う
な
華
や
い
だ
気
分
に
な
っ
た
も
の
で

し
た
。 

 

「
繭
の
餅
」
を
作
る
た
め
に
は
、
当
時
と
し
て
は

当
た
り
前
と
は
言
え
、
朝
か
ら
蒸
籠
で
も
ち
米
を
蒸

し
ま
す
。
現
代
の
よ
う
に
餅
つ
き
機
な
ど
な
い
時
代

で
す
か
ら
、
竈
に
大
鍋
を
据
え
薪
を
燃
や
し
て
蒸
す

の
で
す
。
寒
い
こ
の
時
期
、
も
ち
米
が
蒸
し
上
が
る

薫
り
が
家
中
に
、
又
庭
に
ま
で
漂
い
、
幸
せ
な
気
分

に
満
ち
ま
し
た
。 

蒸
籠
か
ら
餅
つ
き
を
始
め
る
の
は
、
家
人
に
と
っ

て
重
労
働
で
す
。
副
田
温
泉
場
出
身
で
あ
っ
た
母
に

と
っ
て
、
農
家
の
こ
の
よ
う
な
面
倒
な
行
事
は
負
担

で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
い
を
馳
せ
て
い

ま
す
。
あ
の
母
が
、
夫
に
言
わ
れ
る
ま
ま
に
仕
え
て

い
た
こ
と
を
忍
従
と
は
思
わ
な
い
。
母
は
家
の
嫁
と

し
て
早
く
一
人
前
に
な
り
た
か
っ
た
に
違
い
な
く
、

父
に
叱
ら
れ
ぬ
よ
う
精
一
杯
や
り
き
る
こ
と
が
自
分

の
満
足
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
行
事
は
各
戸
で
や
る
行
事
で
す
。
本
正
月
の

よ
う
に
親
戚
が
寄
り
合
っ
て
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、

子
供
も
共
に
、
家
族
を
総
動
員
し
な
け
れ
ば
で
き
ま

せ
ん
。
柳
の
枝
を
父
と
一
緒
に
田
の
畔
に
取
り
に
行

く
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
も
ち
米
を
蒸
す
竈
の
火
加
減

を
見
た
り
、
臼
と
杵
で
つ
き
あ
が
っ
た
餅
を
平
た
く

 

せ
い
ろ 

 

か
ま
ど 
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伸
ば
し
サ
イ
コ
ロ
に
切
っ
て
、
ま
だ
柔
ら
か
い
う
ち

に
柳
の
枝
に
挿
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
来
は
榎
の

枝
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
我
が
家
に
榎
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
榎
は
御
神
木
と
し
て
神
社
な

ど
の
境
内
に
植
え
ら
れ
、
巨
木
に
な
り
ま
す
。 
 

Wikipedia
に
は
、
日
本
の
代
表
的
な
榎
の
巨
木

が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
多
く
は
神
社
の

御
神
木
で
す
。
一
度
祖
父
の
出
た
家
で
あ
る
今
村
家

ま
で
貰
い
に
行
っ
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も

面
倒
に
な
っ
た
の
か
、
以
後
榎
は
見
て
い
ま
せ
ん
。 

若
宮
神
社
の
傍
に
あ
る
今
村
の
家
に
は
、
庭
の
真

ん
中
に
榎
の
大
木
が
二
本
立
っ
て
い
ま
し
た
。後
年
、

五
十
歳
を
越
え
て
か
ら
今
村
の
空
き
家
を
見
に
行
っ

た
時
、
二
百
年
は
優
に
超
え
て
い
そ
う
な
二
本
の
巨

大
な
榎
に
見
惚
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
あ
の

木
は
今
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

田
舎
の
榎
に
ま
つ
わ
る
記
憶
が
頭
を
離
れ
な
か

っ
た
た
め
、
奈
良
公
園
や
京
都
の
鴨
川
の
ほ
と
り
や

大
き
な
神
社
な
ど
で
、
美
し
い
枝
ぶ
り
の
大
木
を
見

つ
け
る
と
、
懐
か
し
く
思
い
ま
し
た
。
榎
は
「
枝
の

木
」
と
い
う
名
前
の
由
来
も
あ
る
く
ら
い
、
枝
が
多

い
木
だ
そ
う
で
す
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
榎
の
枝
に
粥
を
ま
と
わ
せ
て
稲
の

穂
に
な
ぞ
ら
え
る
と
大
き
な
穂
と
な
り
、
神
に
お
供

え
し
て
豊
作
を
願
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
形
態
の
事
を
「
穂
垂
れ
」

と
言
い
、「
引
き
」
は
、
穂
が
垂
れ
て
引
き
ず
る
く
ら

い
豊
か
な
稲
穂
を
表
す
の
だ
ろ
う
と
、
入
来
町
誌
な

ど
を
読
む
と
推
察
さ
れ
ま
す
。 

 

さ
て
こ
の
行
事
は
、
私
が
十
歳
に
な
る
こ
ろ
（
昭

和
三
十
五
年
頃
）
に
廃
れ
始
め
ま
し
た
。
世
の
中
が

急
に
近
代
化
に
向
か
っ
て
歩
み
を
速
め
、
父
は
出
稼

ぎ
に
行
き
、
近
所
の
家
々
も
継
続
し
て
い
た
家
は
少

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
又
、
伝
統

的
な
色
々
な
事
は
幼
い
頃
は
面
白
か
っ
た
が
、
学
年
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が
上
が
る
に
つ
れ
、
そ
れ
ら
を
非
合
理
的
か
つ
無
意

味
と
捉
え
、「
新
し
い
事
、
近
代
的
な
事
」
こ
そ
が
良

い
、
と
の
価
値
基
準
に
な
り
、
旧
い
も
の
を
つ
い
つ

い
軽
ん
じ
る
態
度
に
な
り
ま
し
た
。
世
の
中
が
そ
う

な
っ
た
の
で
す
。
世
の
中
の
思
考
も
、
合
理
的
な
こ

と
を
重
ん
じ
金
の
力
が
重
要
視
さ
れ
始
め
た
の
が
、

近
代
化
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。 

し
か
し
、
七
十
三
歳
を
超
え
た
今
思
う
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
行
事
に
は
生
活
に
関
わ
る
一
つ
で
は
な
い

理
由
が
あ
り
、
眼
に
見
え
な
い
も
の
へ
の
畏
れ
や
敬

い
、
又
先
祖
を
大
切
に
思
い
祀
る
こ
と
を
文
化
と
し

て
継
承
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
と
い
う
事
で
す
。 

こ
れ
は
単
に
昔
か
ら
の
習
わ
し
を
盲
目
的
に
継

続
し
て
来
た
の
で
は
な
く
、
伝
統
の
根
幹
に
流
れ
て

い
る
人
類
の
智
慧
を
人
々
が
共
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
ム
ラ
の
形
態
が
う
ま
く
治
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
行
う
責
任
を
帯
び
て
い
た
の
が
家
長
で
あ
り
、

村
の
長
老
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

こ
の
よ
う
な
行
事
の
お
か
げ
で
、
ま
だ
家
長
は
多

少
な
り
と
も
、
長
の
風
格
が
あ
っ
た
の
で
す
。
人
々

が
急
に
忙
し
く
な
り
、
合
理
的
で
目
に
見
え
る
も
の

だ
け
を
信
じ
る
態
度
を
増
長
さ
せ
出
し
て
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
家
神
へ
の
畏
敬
の
念
や
、
ひ
い
て
は
目
に

見
え
な
い
大
い
な
る
も
の
を
信
じ
る
心
は
、
急
に
廃

れ
た
感
が
あ
り
ま
す
。 

今
、
昔
の
様
々
な
行
事
を
思
い
出
し
、
目
に
見
え

な
い
所
に
こ
そ
貴
重
な
光
が
あ
り
、
そ
こ
に
流
れ
る

人
間
の
、
慎
ま
し
い
な
が
ら
謙
虚
に
自
然
に
感
謝
す

る
命
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
行
事
の
お
か
げ
で
、
地
域
社
会
は
協
働
社

会
で
あ
り
、
智
慧
を
蓄
え
た
長
が
必
要
と
さ
れ
、
民

は
互
い
に
協
力
し
合
っ
て
生
き
て
い
た
こ
と
。
こ
れ

を
覚
え
て
い
る
の
は
、
戦
後
生
ま
れ
の
七
十
歳
以
上

の
団
塊
の
世
代
あ
た
り
か
ら
上
の
世
代
に
な
る
の
で

し
ょ
う
。
で
き
る
だ
け
記
録
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま

す
。 

 
 

（
元
日
本
語
教
師
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
） 

 

お
さ 


