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こ
ど
も
の
日
と

鯉
の
ぼ
り

成
長
を
ね
が
う

端
午
の
節
句
は
日
本
で
は
五
節
句
の
ひ

と
つ
。
三
月
三
日
の
上じ

ょ
う
し巳
の
節
句
（
桃
の

節
句
、
雛ひ

な

ま
つ
り
）
に
つ
づ
く
本
来
は
旧

暦
の
行
事
で
あ
る
。
桃
に
し
ろ
菖
蒲
に
し

ろ
、
そ
も
そ
も
邪
気
を
は
ら
う
こ
と
が
目

的
で
あ
っ
た
。
女
の
子
や
男
の
子
の
無
事

の
成
長
を
ね
が
う
の
も
、
そ
こ
に
由
来
す

る
。
そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
あ
ま
た
の
変

遷
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
現
在
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

 

「
こ
ど
も
の
日
」
は
雛
ま
つ
り
と
ち
が
っ

て
国
民
の
祝
日
で
あ
る
。
終
戦
直
後
の
法

律
で
は
、「
こ
ど
も
の
人
格
を
重
ん
じ
、

こ
ど
も
の
幸
福
を
は
か
る
と
と
も
に
、
母

に
感
謝
す
る
」
と
あ
る
。
こ
ど
も
に
男
女

の
区
別
は
な
い
。
だ
が
、
男
児
偏
重
と
の

議
論
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
の
も
事
実
だ
。

他
方
、
感
謝
の
対
象
が
母
だ
け
で
あ
る
の

も
気
に
か
か
る
。

と
は
い
え
、
鯉
の
ぼ
り
を
見
る
と
、
緋ひ

鯉ご
い

と
真ま

鯉ご
い

の
差
は
あ
っ
て
も
オ
ス
と
メ
ス

は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
昭
和
初
期
の
童

謡
で
は
「
お
お
き
い
真
鯉
は　

お
と
う
さ

ん　

ち
い
さ
い
緋
鯉
は　

こ
ど
も
た
ち
」

と
歌
わ
れ
て
い
て
、
父
の
存
在
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

鯉
の
ぼ
り
は
縁
起
物
で
あ
る
。
江
戸
時

代
中
期
か
ら
の
風
習
で
、
黄
河
上
流
の
竜

門
を
の
ぼ
れ
ば
竜
に
な
る
と
い
う
中
国
の

故
事
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

登
竜
門
と
し
て
、
立
身
出
世
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
っ
た
。
大
正
時
代
か
ら
歌
わ
れ
て
き

た
文
部
省
唱
歌
に
は
「
百
瀬
の
滝
を
登
り

な
ば　

た
ち
ま
ち
竜
に
な
り
ぬ
べ
き　

わ

が
身
に
似
よ
や
男お

の
こ
ご子

と　

空
に
躍
る
や
鯉

の
ぼ
り
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
る
。

勝
負
す
る

広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景
」
の
水
道

橋
・
駿
河
台
の
図
に
は
、
手
前
に
真
鯉
が

大
き
く
描
か
れ
、
遠
く
に
富
士
山
の
小
さ

な
姿
が
見
え
る
。
そ
こ
に
は
鐘し

ょ
う
き馗

様
を
描

い
た
縦
長
の
幟の

ぼ
り

や
赤
い
吹
流
し
も
み
え
る

が
、
尾
を
く
ね
ら
せ
た
鯉
は
き
わ
め
て
写

実
的
で
あ
る
。

水
道
橋
や
駿
河
台
の
界か

い
わ
い隈
は
武
家
屋
敷

が
軒
を
連
ね
て
い
た
。
戦い

く
さ
を
本
来
の
家
業

と
す
る
武
家
に
と
っ
て
、
男
児
の
誕
生
と

無
事
の
成
長
は
家
の
栄
枯
盛
衰
と
表
裏
一

体
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
端
午
の
節
句

は
、
公
家
風
で
女
児
が
主
役
の
雛
ま
つ
り

と
は
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
菖
蒲
を
勝

負
や
尚
武
に
通
じ
る
と
し
て
尊た

っ
と

ん
だ
の
は
、

い
か
に
も
武
家
の
発
想
で
あ
る
。
武
者
人

形
を
か
ざ
る
の
も
、
も
と
は
菖
蒲
の
葉
を

編
ん
で
鉢
巻
と
し
、「
端
午
の
か
ぶ
と
」

と
称
し
て
い
た
か
ら
、
と
い
う
説
も
あ
る
。

実
際
、
端
午
の
節
句
に
は
、
綱
引
き
、

競
馬
、
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
な
ど
、
数
々
の
勝
負
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
凧た

こ

揚あ

げ
も
さ
か
ん
で
、
勝

ち
負
け
を
き
そ
う
凧
合
戦
が
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
た
。
浜
松
の
凧
揚
げ
ま
つ
り
は
そ
の

伝
統
を
今
に
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
長

男
が
生
ま
れ
る
と
、
初
凧
と
い
っ
て
町
内
の

若
者
が
凧
を
贈
る
風
習
が
の
こ
っ
て
い
る
。

国
民
文
化

江
戸
の
武
家
文
化
は
明
治
以
降
、
一
般

の
庶
民
層
に
ひ
ろ
が
っ
た
。
鯉
の
ぼ
り
は

士
族
だ
け
で
な
く
立
身
出
世
を
願
う
国
民

の
希
望
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
国
民
文

化
は
武
家
の
規
範
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
。

質
実
剛
健
、
質
素
倹
約
、
良
妻
賢
母
、
忠

君
愛
国
な
ど
の
精
神
を
特
徴
と
す
る
。
こ

れ
を
サ
ム
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
武
家
化
現

象
）
と
称
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
の
民
博

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
お
い
に
議
論
し
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
発
想
は
梅
棹
忠
夫
初

代
館
長
に
よ
る
が
、
議
論
の
な
か
か
ら

チ
ョ
ウ
ニ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

（
町
人
化
現
象
）
と
い
う
概
念

も
誕
生
し
た
。

サ
ム
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

は
、
武
士
団
が
解
体
し
、
武

士
道
が
危
機
に
瀕ひ

ん

し
た
と
き
、

逆
説
的
に
で
は
あ
る
が
、
武

家
文
化
が
国
民
一
般
に
ひ
ら

か
れ
た
生
活
文
化
と
し
て
普

及
し
た
現
象
を
さ
し
て
い
る
。

他
方
、
チ
ョ
ウ
ニ
ナ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
は
遊
芸
や
道
楽
の

世
界
を
是
と
す
る
町
人
文
化

に
由
来
し
、
大
正
期
や
高
度

成
長
期
の
大
衆
文
化
に
つ
な

が
る
と
目
さ
れ
た
。

武
者
人
形
を
飾
る
端
午
の

節
句
は
男
児
の
成
長
と
出
世

を
ね
が
う
武
家
文
化
の
伝
統

を
ひ
き
、
鯉
の
ぼ
り
の
歌
は

文
部
省
唱
歌
に
も
採
用
さ
れ

て
い
た
か
ら
、
国
民
文
化
と

し
て
演
出
さ
れ
た
面
が
つ
よ

い
。
し
か
し
、
町
人
も
武
家

に
負
け
じ
と
鯉
の
ぼ
り
を
立

て
た
と
い
う
か
ら
、
江
戸
時

代
に
す
で
に
武
家
文
化
の
枠

を
超
え
て
い
た
と
も
い
え
る
。

二
〇
年
ほ
ど
前
の
調
査
に
よ
る
と
、
端

午
の
節
句
の
実
施
率
は
約
三
割
で
あ
っ
た
。

雛
ま
つ
り
の
そ
れ
が
約
五
割
で
あ
っ
た
の

に
比
べ
る
と
低
い
値
で
あ
る
。
鯉
の
ぼ
り

を
立
て
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
父
親
の
仕
事
で
、

息
子
に
対
す
る
愛
情
表
現
に
な
っ
て
い
る

と
分
析
さ
れ
て
い
た
。

最
後
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ひ
と
つ
。

一
九
九
五
年
五
月
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
で
西
宮
市
の
避
難
所
と
な
っ
た
香こ

う

櫨ろ

園え
ん

小
学
校
に
静
岡
県
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織

が
約
五
〇
〇
匹
の
鯉
の
ぼ
り
を
贈
っ
た
。

翌
年
か
ら
、
夙し

ゅ
く
が
わ川
沿
い
の
住
民
た
ち
は

ロ
ー
プ
を
川
に
わ
た
し
、
そ
の
鯉
た
ち
を

泳
が
せ
る
よ
う
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
年

を
経
る
に
つ
れ
損
傷
が
す
す
み
半
数
が
つ

か
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
住
民
ら
が

不
要
と
な
っ
た
鯉
の
ぼ
り
の
提
供
を
地
元

に
呼
び
か
け
た
が
、
そ
れ
を
揚
げ
る
家
庭

が
少
な
く
な
っ
て
思
う
よ
う
に
集
ま
ら
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ふ
た
た
び
静
岡
県
や

京
阪
神
の
静
岡
県
人
会
な
ど
が
支
援
に
乗

り
出
し
、
二
〇
一
〇
年
五
月
、
あ
つ
ま
っ

た
約
二
三
〇
〇
匹
の
鯉
の
一
部
が
夙
川
に

飾
り
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東
北
と
関
東

が
未み

ぞ

う
曾
有
の
地
震
と
津
波
に
み
ま
わ
れ
た
。

死
者
や
行
方
不
明
者
は
二
万
七
〇
〇
〇
人

を
超
え
、
罹り

災さ
い

者
は
い
ま
だ
不
自
由
な
生

活
を
し
い
ら
れ
て
い
る
。
五
月
の
空
を
泳

ぐ
鯉
の
ぼ
り
は
子
ど
も
た
ち
に
勇
気
と
希

望
を
あ
た
え
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

風
薫
る
と
形
容
さ
れ
る
五
月
。

そ
の
風
を
う
け
て
鯉
の
ぼ
り
が
中な
か
ぞ
ら空

を
高
く
泳
ぐ
。

五
月
五
日
は「
こ
ど
も
の
日
」。

季
節
の
節
目
と
も
さ
れ
る
こ
の
日
は
、

古
来
よ
り
端
午
の
節
句
あ
る
い
は
菖し
ょ
う
ぶ蒲

の
節
句
と
よ
ば
れ
、

そ
の
風
習
は
中
国
に
端
を
発
す
る
と
い
う
。
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