
比
較
民
俗
学
の
可
能
性
と
課
題

-
日
本
と
中
国
の
金
魚
飼
育
を
題
材
と
し
て

一
　
比
較
民
俗
学
の
可
能
性

野
　
地
　
恒
　
有

本
稿

で
は

、
ま

ず
、
比

較
民
俗

学
の
方
法

論
的

な
問
題
を
検

討
し
て

、

そ

の
研

究
に
対
す
る
認
識
と

方
法
の
転
回
を
提
起

す
る
。
そ
し
て

、
日

本

と

中
国

に
お
け

る
金

魚
飼
育

を

題
材
と

し
て

比
較

民
俗

学
的
研

究
を

試

み

、
飼

育
技
術
か
ら
抽
出

さ
れ
る
自
然
観

に
よ

る
比
較
の
枠
組
み

を
提
示

す

る
と

と
も
に
、
そ

の
自

然
観
に
お
け

る
質

的
な
相
違
を
明
ら

か
に
す
る
。

比
較
民
俗
学
と
は

、
日
本
の
民
俗
学

が
一
国
民
俗
学
と
し

て
日

本
国
内

を
研

究
対
象
と
す

る
こ

と
を
強
調

さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
一

国
民
俗
学
の

発

展
と
し
て
日
本
以

外
の
民
族

や
国
家
と

の
比
較

が
意
図

さ
れ
た
研
究

の

こ

と
で

あ
る
。
佐

野
賢
治

（
一
九
九

六
、
一

九
九
八

、
二

〇

〇
〇
）
は

、

い
く
つ
か

の
概
説
書
や
解
説

の
な
か
で
比
較
民
俗
学

に
つ
い
て
ま
と
め
て

い
る
。
そ
こ

で
は
、
日
本

の
民

俗
学
の
研
究
方
法

に
は
、
国
内
の
比

較
研

究
法

の
比

較
と
比
較
民
俗
学

に
お
け
る
国
外
と

の
比

較
が
あ
り
、
こ

の
二

つ
の
比

較
を
柳
田
国
男
は
段

階
論
で
論
じ
た
と
く
り

返
し
述

べ
ら

れ
て
い

る
。い

い
か
え
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
比
較
と
は
、
前
者
は
等
質
文
化
内
の
比

較
で
あ
り
、
後
者
は
異
質
文
化
間
の
比
較
で
あ
る
。
そ
し
て
、
柳
田
国
男

が
意
図
し
た
国
内
の
比
較
は
、
帰
納
法
を
意
味
し
た
（
関
　
一
九
八
七
　
:

一
一
八
～
一
一
九
）
。
柳
田
の
『
民
間
伝
承
論
』
で
は
、
日
本
国
内
に
お

け
る
比
較
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
「
狭
く
限
っ
た

こ
の
研
究
地
域
は
、
す
な
わ
ち
全
国
的
な
比
較
綜
合
の
た
め
の
基
礎
の
単

位
」
で
あ
る
。
民
俗
学
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
各
地
域
か
ら
採
集
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
資
料
の
部
分
部
分
の
記
述
や
分
析
で
は
な
く
、
綜
合
が
必

要
で
あ
る
。
民
間
伝
承
資
料
の
採
集
・
分
類
・
索
引
・
比
較
・
綜
合
事
業

が
整
備
さ
れ
た
彼
方
に
「
世
界
民
俗
学
」
が
実
現
さ
れ
る
（
柳
田
　
一
九

九
〇
：
三
〇
〇
、
三
二
四
～
三
八
一
)
。
こ
こ
で
ぃ
う
比
較
・
綜
合
が
帰

納
法
の
こ
と
で
あ
る
。
各
地
域
の
民
俗
事
象
を
で
き
る
だ
け
多
く
採
集
し

て
集
積
さ
せ
、
比
較
綜
合
す
る
。
つ
ま
り
、
帰
納
的
に
共
通
と
差
異
を
指

摘
し
て
、
総
体
と
し
て
の
文
化
や
歴
史
的
変
遷
を
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

佐
野
の
比
較
民
俗
学
的
研
究
を
見
る
と
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
に
お
け
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る
橋
に
関
す
る
民
俗
要
素
を
集
積
さ
せ
て
提
示
し
、
比
較
綜
合
し
て
、
橋

の
境
界
性
・
両
義
性
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
修
験
道
、
仏
教
、
道
教
儀
礼

と
い
う
観
点
か
ら
「
通
文
化
的
な
要
素
と
個
別
的
な
要
素
」
を
指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
、
下
野
敏
見
の
比
較
民
俗
学
的
研
究
を
見
る
と
、
日
本
国
内

に
お
け
る
圧
倒
的
な
量
の
調
査
資
料
を
提
示
し
、
比
較
綜
合
し
て
、
民
俗

要
素
の
分
布
を
周
圏
論
と
し
て
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
発
展
と
し
て

国
外
へ
分
布
域
を
拡
大
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
そ
の
結
果
次
の
よ
う
な

指
摘
と
な
る
。

「
日
本
の
ト
カ
ラ
以
北
で
は
Ｕ
字
形
の
片
口
箕
を
使
用
し
、
ト
カ
ラ

以
南
で
は
円
形
の
丸
口
箕
を
用
い
る
。
丸
口
箕
は
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
用
い
ら
れ
、
片
口
箕
は
韓
国
、
中
国
北
部

で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
を
南
北
二
つ
に
割

っ
て
民
俗
が
違
う
こ
と
も
比
較
民
俗
学
の
中
で
は
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
（
下
野
　
一
九
九
四
：
三
三
三
）

佐
野
が
日
本
の
民
俗
学
の
研
究
方
法
に
お
い
て
存
す
る
と
述
べ
た
二
つ

の
比
較
は
、
質
的
に
異
な
る
比
較
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
佐
野
自

身
や
下
野
の
比
較
民
俗
学
的
研
究
で
み
ら
れ
た
国
外
と
の
比
較
の
方
法

に
、
国
内
に
お
け
る
比
較
と
の
質
的
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。
国
内
の
地

域
研
究
に
よ
り
資
料
化
さ
れ
た
民
俗
要
素
を
で
き
る
だ
け
多
く
集
積
さ

せ
、
比
較
綜
合
し
て
地
域
的
な
共
通
と
差
異
を
指
摘
し
、
そ
の
延
長
と
し

て
、
国
外
に
採
集
地
域
を
拡
大
し
て
、
事
例
の
集
積
・
比
較
・
綜
合
が
繰

り
返
さ
れ
る
。
比
較
対
象
地
域
は
拡
大
さ
れ
る
が
、
日
本
、
中
国
、
韓
国

と
い
う
範
囲
は
、
集
積
さ
れ
た
民
俗
要
素
の
群
に
対
す
る
大
分
類
か
中
分

類
の
く
く
り
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
内
容
や
外
形
が
似
て
い
る
と
あ

ら
か
じ
め
判
断
さ
れ
た
民
俗
要
素
の
比
較
で
あ
る
。
比
較
民
俗
学
で
は
、

民
俗
要
素
の
比
較
で
は
な
く
、
民
俗
要
素
の
束
と
し
て
把
握
さ
れ
た
構
造

や
体
系
を
比
較
す
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
（
千
葉
　
一
九
七
六
、
宮
田
　
一
九
七
八
、
桜
井
　
一
九
八
七
）
。

比
較
民
俗
学
は
文
化
の
体
系
的
、
構
造
的
な
把
握
を
前
提
と
す
る
。
し
か

し
、
佐
野
や
下
野
の
研
究
で
は
、
外
面
的
な
相
似
に
よ
っ
て
集
積
さ
れ
た

民
俗
要
素
を
比
較
し
て
、
そ
の
分
布
や
相
似
形
間
の
差
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

宮
田
登
（
一
九
七
八
：
一
三
四
～
一
三
九
）
は
、
限
定
さ
れ
た
地
域
社

会
の
個
別
の
民
俗
文
化
を
分
析
し
て
、
構
造
的
に
把
握
さ
れ
た
「
民
俗
の

型
」
を
抽
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
地
域
民
俗
学
を
構
想
し
た
。
こ
こ

で
抽
出
さ
れ
た
民
俗
の
型
と
日
本
文
化
と
の
関
係
は
、
「
日
本
全
体
に
操

作
し
て
い
く
前
の
段
階
で
終
了
さ
せ
て
よ
い
」
と
し
て
、
地
域
研
究
の
結

果
を
日
本
全
体
に
操
作
さ
せ
ず
に
、
地
域
に
お
け
る
民
俗
文
化
の
構
造
を

分
析
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
た
。

千
葉
徳
爾
は
、
宮
田
の
地
域
民
俗
学
に
対
し
て
、
「
日
本
国
内
の
小
地

域
の
民
俗
文
化
構
造
を
綿
密
に
分
析
考
察
し
て
い
く
よ
う
な
民
俗
誌
の
作

成
と
い
う
方
向
で
、
国
際
的
ま
た
は
他
民
族
的
な
意
味
で
の
、
比
較
民
俗

学
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
究
極
目
標
は
達
成
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
千

葉
　
一
九
七
六
：
一
二
六
）
と
疑
問
を
提
起
し
つ
つ
も
、
「
日
本
民
族
と

し
て
の
文
化
研
究
の
成
果
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
日
本
民
俗
研
究
を
無
視
し
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な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
地
域
民
俗
誌
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
ら
を
仮
設
的
に

せ
よ
モ
デ
ル
に
と
っ
て
、
こ
れ
を
基
準
と
し
た
全
国
民
俗
文
化
の
中
に
、

郷
土
を
位
置
づ
け
る
作
業
に
ま
で
、
つ
ま
り
『
北
小
浦
民
俗
誌
』
の
段
階

に
ま
で
作
業
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
千
葉
　
一
九
七
六
：
一
三

〇
～
一
三
一
）
と
、
そ
の
方
向
を
示
し
た
。

千
葉
の
い
う
「
『
北
小
浦
民
俗
誌
』
の
段
階
」
と
は
、
千
葉
が
『
北
小

浦
民
俗
誌
』
を
分
析
し
て
明
ら
か
に
し
た
次
の
よ
う
な
結
果
を
示
し
て
い

る
。「

特
定
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
民
俗
事
象
の
位
置
づ
け
[
民
俗
事
象
相

互
の
作
用
連
関
-
引
用
者
注
、
以
下
同
じ
]
、
順
序
づ
け
[
民
俗
事

象
の
推
移
変
遷
の
過
程
]
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
再
び
全
国
各
地
域

が
対
比
さ
れ
、
こ
の
手
続
き
を
く
り
か
え
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の

間
に
矛
盾
が
起
こ
ら
な
く
な
れ
ば
、
日
本
の
民
俗
の
発
達
変
遷
の
順

序
は
ほ
ぼ
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
各
地
民
俗
事

象
の
変
遷
過
程
、
そ
れ
に
及
ぼ
し
た
作
用
、
条
件
に
普
遍
的
な
も
の

が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
民
俗
学
の
法
則
と
も
い
い
得
る

と
柳
田
は
予
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
千
葉
　
一
九
七
六
：
一
一
〇
)

『
北
小
浦
民
俗
誌
』
に
よ
っ
て
柳
田
は
小
地
域
の
生
活
史
を
と
お
し
て

民
俗
変
遷
の
法
則
を
提
示
し
た
。
千
葉
は
、
地
域
研
究
は
「
『
北
小
浦
民

俗
誌
』
の
段
階
」
つ
ま
り
「
民
俗
学
の
法
則
」
の
抽
出
ま
で
進
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
地
域
民
俗
学
の
論
理
を
お
し
す
す
め
る
こ
と

に
よ
り
、
広
域
の
住
民
に
普
遍
的
な
民
族
的
文
化
を
明
ら
か
に
で
き
る
か

ど
う
か
が
焦
点
と
な
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
千
葉
　
一
九
七
六
:
一

二
五
）
。

『
北
小
浦
民
俗
誌
』
で
提
示
さ
れ
た
こ
の
法
則
は
、
地
域
研
究
の
結
果

で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
結
論
-
柳
田
の
夢
想
か
ら
産
み
だ

さ
れ
た
創
作
1
で
あ
っ
た
と
断
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
新
潟
県
佐
渡
島
の

一
漁
村
の
事
例
を
通
し
て
民
俗
変
遷
の
法
則
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
柳
田

の
構
想
は
、
国
内
各
地
域
の
民
俗
要
素
の
集
積
と
綜
合
（
帰
納
）
に
よ
っ

て
日
本
文
化
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
手
法
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
比

較
民
俗
学
の
第
一
の
前
提
と
し
て
、
単
体
の
民
俗
要
素
を
集
積
さ
せ
、
比

較
綜
合
（
帰
納
）
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
総
体
と
し
て
の
文
化
を
と
ら

え
る
と
い
う
手
法
を
転
回
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
の
前
提
と
し
て
、
一
国
民
俗
学
の
進
展
の
彼
方
に
比
較
民
俗
学
を

位
置
づ
け
る
と
い
う
認
識
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
比
較
民
俗
学
の

進
展
に
は
、
出
発
点
に
お
い
て
、
日
本
と
日
本
以
外
の
国
家
や
民
族
と
の

比
較
の
た
め
の
枠
組
み
が
設
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

先
に
あ
げ
た
宮
田
の
構
想
し
た
地
域
民
俗
学
を
発
展
さ
せ
て
い
え
ば
、

地
域
民
俗
学
は
民
俗
要
素
の
構
造
的
、
体
系
的
な
把
握
に
よ
っ
て
抽
象
化

さ
れ
た
法
則
、
論
理
、
原
理
を
剔
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
比
較
民

俗
学
の
第
三
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
地
域
研
究
の
成
果
と
し
て
の
法
則
、

論
理
、
原
理
に
お
い
て
比
較
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
提
起
す
る
。

地
域
研
究
に
お
い
て
文
化
の
構
造
、
体
系
を
抽
出
し
て
、
そ
こ
か
ら
法

則
や
原
理
を
見
出
す
研
究
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
梅
棹
忠
夫
（
一
九
五
一
)

は
、
主
体
と
環
境
の
関
係
が
「
あ
る
条
件
の
も
と
で
は
あ
る
発
展
が

お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
、
二
種
の
法
則
性
」
を
導
き
出
す
こ
と
を
目
標
と

3
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し
て
、
鹿
児
島
県
上
屋
久
町
一
湊
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
辺
境
、

離
島
、
島
津
藩
直
轄
に
よ
る
隔
離
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
、
「
ふ
る
い

か
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
の
な
か
に
「
は
だ
か
の
血
縁
原
理
の
平
均

化
作
用
」
を
抽
出
し
た
。
「
は
だ
か
の
血
縁
原
理
」
と
は
「
血
縁
原
理
が

階
層
性
と
結
び
つ
か
な
い
で
い
き
て
い
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
原
理
の

機
能
と
し
て
、
「
血
縁
内
に
異
質
的
な
分
子
が
析
出
し
て
く
る
こ
と
を
つ

ね
に
さ
ま
た
げ
」
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
内
部
を
階
層
化
さ
せ
な
い
「
平
均

化
作
用
」
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
作
用
は
「
グ
ル
ー
プ
保
存
の
原
理
」

を
背
景
と
し
て
い
る
。
「
グ
ル
ー
プ
保
存
の
原
理
」
と
は
、
「
グ
ル
ー
プ
に

は
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
保
持
し
、
そ
の
分
裂
を
さ
け
、

内
部
に
異
質
的
な
要
素
が
分
離
し
て
く
る
の
を
さ
ま
た
げ
る
方
向
に
、
各

種
の
力
が
は
た
ら
い
て
ゆ
く
、
と
い
う
原
理
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原

理
を
背
景
と
す
る
「
平
均
化
作
用
」
が
、
な
が
い
隔
離
に
よ
っ
て
自
己
発

展
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
性
格

で
あ
る
と
、
彼
は
結
論
づ
け
て
い
る
。
地
域
研
究
か
ら
社
会
の
構
成
原
理

を
明
ら
か
に
し
た
。

屋
久
島
の
一
漁
村
を
通
し
て
日
本
の
漁
村
・
沿
海
文
化
の
法
則
や
原
理

を
と
ら
え
る
。
日
本
全
国
の
沿
海
村
を
く
ま
な
く
見
た
上
で
な
け
れ
ば
日

本
文
化
論
は
構
築
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
梅
棹
の
研
究
か
ら

い
え
ば
、
地
域
研
究
と
は
一
地
域
か
ら
日
本
文
化
論
を
構
築
す
る
こ
と
と

極
論
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
宮
田
は
、
地
域
民
俗
学
の
対

象
と
な
る
地
域
社
会
の
範
囲
を
、
神
社
祭
祀
圏
や
「
生
業
構
造
の
あ
り
様

か
ら
規
制
さ
れ
る
地
表
」
と
広
域
に
設
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
地
域
研
究

の
対
象
地
域
の
範
囲
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
宮
田
　
一
九
七

八
：
一
四
八
）
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
地
域
研
究
で
は
な
く
、
地
点
研
究

を
提
起
す
る
。
地
点
と
は
、
研
究
者
個
人
が
主
体
的
に
研
究
を
進
め
、
法

則
、
論
理
、
原
理
を
提
起
し
う
る
空
間
的
な
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
比
較

民
俗
学
の
確
立
の
た
め
に
は
、
地
点
研
究
に
よ
り
、
民
俗
要
素
の
束
を
構

造
的
、
体
系
的
に
把
握
し
て
法
則
、
論
理
、
原
理
を
見
出
す
こ
と
が
研
鑚

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
千
葉
（
一
九
七
六
：
一
二
五
）
が

地
域
民
俗
学
と
国
家
や
民
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
問
題
を
指
摘
し
た
が
、

こ
の
地
点
研
究
に
つ
い
て
も
そ
の
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。

桜
井
徳
太
郎
（
一
九
八
七
：
五
四
一
)
は
、
比
較
民
俗
学
的
方
法
と
し

て
、
「
民
族
の
民
俗
文
化
体
系
を
心
残
り
な
く
調
査
し
尽
く
し
て
、
個
々

の
要
素
の
も
つ
意
味
を
文
化
体
系
全
体
の
な
か
で
十
分
に
検
討
し
た
の

ち
、
そ
の
構
造
的
特
質
を
剔
出
し
、
し
か
る
上
で
初
め
て
比
較
の
作
業
に

と
り
か
か
る
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
「
柳
田
の
比
較
民

俗
学
へ
の
展
望
を
踏
襲
す
る
も
の
と
し
て
、
日
本
民
俗
学
界
で
認
め
ら
れ

て
い
る
も
の
」
と
宮
田
（
一
九
七
八
：
二
一
二
）
は
位
置
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
文
化
体
系
と
い
う
総

体
が
あ
ら
か
じ
め
地
点
研
究
の
外
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
に
地
点
研
究

の
成
果
を
集
め
て
位
置
づ
け
て
い
く
の
で
は
な
い
。
地
点
研
究
を
と
お
し

て
は
じ
め
て
文
化
体
系
は
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

地
点
研
究
の
結
論
と
し
て
剔
出
さ
れ
た
法
則
、
論
理
、
原
理
に
お
い
て
、

比
較
民
俗
学
の
比
較
は
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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二
　
比
較
民
俗
学
の
課
題
と
し
て
の
金
魚
飼
育

金

魚

の

飼

育

技

術

を

比

較

民

俗

学

の

課

題

と

し

て

位

置

づ

け

る

。

金

魚

は
、
硬
骨
魚
綱
コ
イ
目
コ
イ
科
フ
ナ
属
の
ア
ジ
ア
ブ
ナ
（
C
a
r
a
s
s
i
u
s

a
u
r
a
t
u
s
 
a
u
r
a
t
u
s

）

か

ら

作

出

さ

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

て

い

る

（
牧

野

一

九

七

〇

、

鈴

木
　

一
九

九

七

）
。

金

魚

は

突

然

変

異

や

交

雑

に

よ

り

多

く
の
品
種
が
出
現
し
た
。
キ
ン
ギ
ョ
や
そ
の
品
種
の
表
記
に
当
た
っ
て
、

日

本

と

中
国

と

の

比

較

を

意

図

し

て

い
る

こ

と

に
よ

り

、

ま

た

、

文

字

自

体

が
そ

の

性

質

を

表

意

し

て

い

る
こ

と

に

よ

り

、
本

稿

で

は

漢

字

表

記

と

す

る

。

日

本

の

品

種

の
漢

字

表

記

は

松

井

（
一
九

六

二

）

と

鈴

木

（
一

九

九

七

）

に

よ

っ

た

。

（
一
）

金
魚
飼
育
の
歴
史

日
本
の
金
魚
は
、
一
六
世
紀
の
は
じ
め
に
中
国
か
ら
伝
来
し
た
（
後
述
）
。

ま
ず
、
中
国
の
金
魚
飼
育
の
歴
史
に
つ
い
て
、
王
（
一
九
九
四
：
一
～
七
）

を
も
と
に
ま
と
め
よ
う
。
王
は
、
金
魚
の
起
源
を
示
す
も
の
と
し
て
、

『
述
異
記
』
（
五
世
紀
後
半
の
作
）
の
「
晋
[
四
世
紀
]
桓
沖
遊
慮
山
、
見

湖
中
有
赤
鱗
魚
、
即
此
也
」
を
取
り
あ
げ
て
、
こ
れ
を
最
も
早
い
年
代
の

金
魚
の
出
現
を
示
す
現
存
資
料
と
し
て
い
る
。
現
在
に
至
る
ま
で
金
魚
の

歴
史
は
一
六
〇
〇
年
か
ら
一
七
〇
〇
年
に
及
ぶ
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の

ほ
か
、
『
赤
城
志
』
（
一
二
二
三
年
）
、
『
咸
淳
臨
安
志
』
（
一
二
六
五
年
～

一
二
七
四
年
）
な
ど
の
文
献
を
あ
げ
て
、
晋
朝
に
「
赤
鱗
魚
」
が
文
献
に

現
れ
て
以
後
、

野
生
の
紅
黄
色
の
　

魚

が
山
間

の
水
辺
地
域
に
見
ら
れ
た

こ

と
を
示
し
て

い
る
。

王
は
、
金

魚
飼
育

の
前
史
と
し
て

、
汪
汲

の

『
事
物
原
会
』
を
引
用
し

て
、
「
唐
粛
宗
乾

中
命
天
下

置
放
生
池

八
十
一
所

、
是
放

生
始
於
梁
而
置

放
生
池
於
唐

也
」

と
、
唐
の
粛
宗
乾

の
時
代
（
八
世
紀
中
期
）
に
放

生
池

が
八
一

力
所

に
作
ら
れ
た
こ
と

が
記

載
さ
れ
て

い
る
の
を
あ

げ
た

。
そ
し

て
、
神

秘
的
な
色
彩
を
も

っ
た

「
金
黄
色
　

魚
」
も
放
生

の
対
象

と
な
っ

た
で
あ

ろ
う

と
し
て
、
こ

れ
を

金
魚
の
「
半
家
養
時
期
」

の
開
始
と
し
て

い
る
。
次
に
、
金
魚
飼
育

の
歴

史
つ
ま
り

「
家
養
時
期
」

を
「
家
池
養
育

時
代
」
、
「
由
池
養
到
盆
養
過

渡
時
代
」
、
「
盆
養
時
代
」
、
「
有
意

識
人
工

選

択
時

代
」
、
「
雑
交
育
種

時
代
」

に
分
け
て
整
理
し

て
い
る
。

「
家
池
養
育
時
代
」
と

は
、
南
宋
代

（
一
一
二
七

～
一
二
七
九
）
、
家
の

池

で
金
魚
を
飼
育
す

る
こ

と
が
開
始

さ
れ
た
時
代

の
こ
と
で
あ
る
。
当
時

の
支
配
階
級

の
人

た
ち
は
金
魚
を
飼
育
す

る
池

を
家
に
造
築
し
た
。
こ
の

時
期
に
は
、
汚
水

の
中
の
「
小
紅
虫
」

が
金

魚
の
餌
と
な
る
こ
と
や
、
繁

殖
の
方
法
も
知

ら
れ
て
い
た
。

「
由
池
養
到
盆
養
過
渡
時
代
」
と
は
、
南
宋
以
後
、
一
二
八
〇
年
か
ら

一
五
四
六
年
ま

で
、
家
池
で
飼
育

さ
れ
る
時
代
か
ら
盆
で
飼
育

さ
れ
る
時

代
へ

の
過
渡

的
な
時
代
の
こ
と
で

あ
る
。

「
盆
養
時

代
」

と
は

、
一

五
四
七

年
以

後
、
盆

や
缸

（
陶
製

の
容
器

）

で
金

魚
が
飼
育
さ
れ

る
よ
う

に
な
っ
た
時
代
の
こ
と
で
あ

る
。
陶
製
の
容

器

に
よ

る
金
魚
飼
育

の
規

模
は
小

さ
く
と
も
可
能
で
あ

る
の
で
、
金
魚
を

39



飼
育
す
る
人
数
や
地
区
が
増
加
拡
大
し
た
。
一
五
四
七
年
か
ら
一
六
四
三

年
の
間
に
、
金
魚
の
新
品
種
と
し
て
、
五
花
、
双
尾
、
双
臀
、
長
鰭
、
凸

眼
（
龍
h
晴
）
、
短
身
（
蛋
魚
）
が
現
れ
た
。

「
有
意
識
人
工
選
択
時
代
」
と
は
、
一
八
四
八
年
以
後
、
意
識
的
に
金

魚
を
選
別
す
る
飼
育
が
行
わ
れ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
『
金
魚
図
譜
』
(
一

八
四
八
年
）
に
は
「
稚
魚
の
時
に
は
雄
魚
は
佳
品
を
選
び
、
雌
魚
は

色
の
出
方
の
大
き
さ
が
等
し
い
も
の
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
、

『
金
魚
飼
養
法
』
（
一
八
九
九
年
）
に
は
「
金
魚
は
必
ず
は
っ
き
り
と
分
け

て
飼
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
墨
龍
晴
と
紅
魚
を
い
っ
し
ょ
の
水
槽
に

飼
っ
て
は
い
け
な
い
。
い
っ
し
ょ
に
す
れ
ば
色
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
」
な

ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
良
品
の
金
魚
の
稚
魚
を
選
択
し
て
飼
育
し
て
、
繁

殖
期
に
は
そ
れ
で
交
配
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
飼
育
が
く
り
返
さ
れ
て
、

良
品
は
商
品
と
し
て
売
り
に
出
さ
れ
、
不
良
品
は
淘
汰
さ
れ
た
。
一
九
二

五
年
ま
で
の
七
七
年
間
に
、
墨
龍
晴
、
獅
頭
、
鵞
頭
、
絨
球
、
朝
天
眼
、

藍
魚
、
紫
魚
、
翻
鰓
、
珠
鱗

、
水
泡
眼
の
新
品
種

が
出
現
し

た
。

「
雑
交
育
種
時
代
」
と
は
、
一
九
二
五
年
以
後
、
異
な
る
品
種
を
交
雑

し
て
、
新
品
種
を
作
り
出
し
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
藍
龍

晴
と
紫
龍
晴
を
交
雑
し
て
、
紫
藍
龍
晴
と
い
う
新
品
種
が
作
り
出
さ
れ
た
。

五
花
龍
晴
は
透
明
龍
晴
と
各
色
の
龍
晴
を
交
雑
し
た
結
果
作
り
出
さ
れ

た
。
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
、
こ
の
交
雑
の
方
法
に
よ
り
た
い
へ
ん
多

く
の
新
品
種
が
出
現
し
て
き
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
金
魚
の
魚
類
学
的
及
び
文
化
史
的
研
究
は
、
も
っ
ぱ
ら

松
井

佳
一
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
と

言
っ
て
過
言
で
は

な
い
。
松
井

(
一
九
六
三
、
一
九
七
二
）
を
も
と
に
、
日
本
に
お
け
る
金
魚
飼
育
の
歴

史
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
日
本
へ
金
魚
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
年
代
を

示
す
記
録
の
中
で
、
文
亀
二
（
一
五
○
二
）
年
が
最
も
古
い
。
こ
れ
は
、

寛
延
元
（
一
七
四
八
）
年
刊
の
「
金
魚
養
玩
草
」
の
記
載
に
も
と
づ
い
た

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
或
老
人
の
云
、
金
魚
ハ
人
王
百
五
代
後
柏

原
院
の
文
亀
二
年
正
月
廿
日
は
じ
め
て
、
泉
州
左
海
の
津
に
わ
た
る
」
と

書
か
れ
て
い
る
（
安
達
　
一
九
九
七
：
四
二
四
）
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
元

和
二
（
一
六
一
六
）
年
や
元
和
五
（
一
六
一
九
）
年
に
伝
来
の
記
録
が
あ

る
が
、
松
井
（
一
九
六
三
：
一
〇
〇
）
は
、
「
文
亀
二
年
に
初
め
て
伝
わ

り
、
移
入
は
数
度
に
行
な
わ
れ
た
」
と
推
測
し
て
い
る
。

日
本
で
金
魚
の
飼
育
と
い
う
形
態
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

江
戸
時
代
の
初
期
、
支
配
者
層
や
富
裕
層
に
お
い
て
で
あ
る
。
元
禄
年
間
(
一

六
八
八
～
一
七
〇
三
）
以
降
に
庶
民
の
間
に
金
魚
の
愛
玩
が
流
行
し

た
。
先
に
あ
げ
た
「
金
魚
養
玩
草
」
は
、
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
多
く
の

異
本
を
生
み
広
く
読
ま
れ
た
。
文
化
文
政
年
間
(
一
八
〇
四
～
一
八
二
九
）

に
は
金
魚
の
品
評
会
が
開
か
れ
、
金
魚
の
番
付
が
発
行
さ
れ
る
ほ
ど
に
な

っ
た
。
日
本
の
金
魚
飼
育
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
（
一
七
世
紀
は
じ
め
）

に
一
部
の
階
層
に
形
成
さ
れ
、
元
禄
年
間
（
一
七
世
紀
の
終
わ
り
）
に
庶

民
の
間
に
普
及
し
、
文
化
文
政
年
間
（
一
九
世
紀
は
じ
め
）
に
完
成
し
た

と
い
え
る
。
金
魚
飼
育
の
ほ
か
に
、
文
化
年
間
か
ら
天
保
年
間
（
一
九
世

紀
前
半
）
に
は
、
奇
抜
な
形
を
競
う
変
化
朝
顔
栽
培
を
始
め
、
籠
の
な
か

の
コ
マ
ネ
ズ
ミ
や
小
鳥
の
飼
育
、
鉢
植
え
の
草
花
栽
培
が
流
行
し
た
（
鈴

木
　
一
九
九
七
：
二
三
四
）
。
君
塚
（
一
九
九
五
）
は
、
こ
の
草
木
・
花
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卉
栽
培

の
流
行
を
「
近
世
園
芸
文
化

の
発
展
」
と
と

ら
え

て

い
る
。

日
本
へ
中
国
か
ら
金
魚
が
輸
入
さ
れ
た
文
亀
二
(
一
五
〇
二
）
年
は
、

先
に
ま
と
め
た
中
国
の
金
魚
飼
育
の
歴
史
に
よ
れ
ば
、
明
代
、
家
池
で
飼

育
さ
れ
る
時
代
か
ら
盆
（
陶
製
の
容
器
）
で
飼
育
さ
れ
る
時
代
へ
代
わ
っ

て
い
く
時
代
（
一
二
八
〇
～
一
五
四
六
）
に
当
た
る
。
ま
た
、
金
魚
飼
育

が
庶
民
に
流
行
し
た
元
禄
年
間
は
、
中
国
で
は
、
清
代
、
盆
や
紅
（
陶
製

の
容
器
）
で
金
魚
が
飼
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
（
一
五
四
七
～
一

八
四
七
）
に
当
た
り
、
そ
れ
は
金
魚
飼
育
が
拡
大
し
た
時
代
で
あ
る
。
金

魚
飼
育
の
ほ
か
に
、
中
国
に
お
け
る
動
物
飼
育
の
研
究
を
見
る
と
、
菅
豊

は
、
湖
羊
と
い
う
特
異
な
ヒ
ツ
ジ
飼
育
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
自
然
を

人
間
の
管
理
下
へ
内
包
し
て
い
く
欲
求
と
努
力
を
と
ら
え
、
湖
羊
が
、
農

耕
の
高
度
集
約
化
と
商
業
化
が
進
行
し
た
南
宋
代
に
そ
の
萌
芽
が
み
ら

れ
、
商
業
的
農
業
が
発
展
す
る
明
清
代
に
完
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
し
て
、
湖
羊
だ
け
で
な
く
、
「
宋
代
は
、
花
鳥
魚
虫
文
化
と
呼

ば
れ
る
動
植
物
飼
育
文
化
の
成
立
期
で
も
あ
り
、
た
と
え
ば
、
金
魚
の
普

及
、
闘
コ
オ
ロ
ギ
の
普
及
な
ど
の
よ
う
に
、
農
村
部
に
限
ら
ず
都
市
部
に

お
い
て
も
自
然
を
内
包
す

る
試
み

が
行
わ

れ
て
い
た
」
と
指
摘

す
る
（
菅

一

九
九
八
）
。
花
鳥
魚
虫

文
化

と
は
、「
小

さ
な
…
…
…
動
植
物

を
愛
玩

し
、

そ
の
飼
育
・
栽
培
を

通
し
て
、
そ
こ

に
「
自

然
」

を
観
賞
し
体

感
す
る
文

化
」

の
こ
と
で
あ

る
。
花
鳥
魚
虫
文
化

は
都
市
に
お
け

る
文
化

の
発
露
で

は
あ

る

が
、
そ

の
形

成

に
は

、
「
自

然
」

を
消
費

す

る
都
市
と

「
自

然
」

を
生
産
す

る
地

方
と
の
関
係
性

に
お
い
て
そ
の
全
体
を
と

ら
え

ね
ば
な
ら

な

い
と
も
提
起
し

て

い
る

（
菅
　

一
九
九
九
）
。

江
戸
時
代
の
動
植
物
の
飼
育
栽
培
の
流
行
も
、
中
国
の
花
鳥
魚
虫
文
化

と
同
様
に
、
江
戸
と
い
う
都
市
社
会
の
形
成
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
江
戸
の
花
鳥
魚
虫
文
化
の
形
成
は
、
や
は
り
、
「
自
然
」
を
消

費
す
る
都
市
と
「
自
然
」
を
生
産
す
る
地
方
と
の
関
係
性
に
お
い
て
把
握

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
金
魚
飼
育
に
戻
っ
て
言
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
金

魚
飼
育
か
ら
花
鳥
魚
虫
文
化
と
い
う
体
系
が
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
花
鳥
魚
虫
文
化
と
い
う
次
元
に
お
い
て
、
中
国
と
日
本
の
動
植

物
飼
育
栽
培
は
比
較
さ
れ
得
る
。

（
二
）
金
魚
の

分
類
と
命
名

中
国
と
日
本
に
お
け
る
金
魚
の
品
種
の
種
類
・
分
類
と
命
名
法
に
つ
い

て
検
討
し
て
、
金
魚
に
対
す
る
考
え
方
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
王
（
一
九

九
四
：
一
八
～
二
九
）
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
金
魚
の
分
類
と
命
名

法
は
か
な
り
混
乱
し
て
お
り
、
同
一
の
品
種
で
も
地
方
に
と
っ
て
異
な
っ

た
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
品
種
の
名
称
の
不
統
一
は
、
分
類

法
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
二
分
類
法
（
龍
種
・
蛋
種
）
、

三
分
類
法
（
文
種
・
龍
種
・
蛋
種
）
、
四
分
類
法
（
草
種
・
文
種
・
龍

種
・
蛋
種
）
、
五
分
類
法
（
金
　
種
・
文
種
・
龍
種
・
蛋
種
・
龍
背
種
）
、

さ
ら
に
一
三
分
類
法
も
あ
る
。
表
１
は
、
王
が
提
出
し
た
分
類
で
あ
る
。

表
１
で
示
し
た
分
類
の
下
位
に
お
い
て
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
、
品
種

の
命
名
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
Ⅱ
文
族
・
１
常
眼
・
（
１
）
平

頭
型
・
①
文
系
の
中
で
、
体
色
が
紅
の
も
の
が
「
紅
文
」
と
い
う
品
種
と
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表1　 中国における金魚の品種の分類（王:1994 ）

Ⅰ　草族（体型が長く平たく、野生のフナと同形）

1　 平 頭草 族

（1 ） 窄平 頭型

① 金　 系

Ⅱ　文族（体型が丸く、背鰭がある）

1　 常 眼文族 （正 常 眼）

（1 ）平 頭型

①文系　②文球系（囗に「絨球」*)　③文鰓系(「翻鰓」*)

④文鰓球系(「絨球」・「翻鰓」)⑤珍珠系(「珠鱗」*)

⑥珠鰓系(「珠鱗」・「翻鰓」)

⑦珠 泡系 （「珠鱗」・目の 傍ら に水 泡）

（2 ）鵞 頭型 ［高 頭系 ・帽子系 ］（頭 頂部 に肉 瘤が発 達）

①高頭系　②高頭球系(「絨球」)②高鰓系(「翻鰓」)

④高珠系(「珠鱗」)

（3 ）獅 頭型 （頭頂 部 のほか に両側 の鰓 蓋部 の上 に も肉瘤 があ る）

① 獅頭 系

2　 龍眼 文族 （眼 球が突 出し てい る）

（1 ） 龍 眼型

①龍系　②龍球系（「絨球」）②龍高系（「肉瘤」）

④龍獅系（獅頭）⑤龍鰓系（「翻鰓」）⑥龍珠系（「珠鱗」）

⑦龍珠鰓系（「翻鰓」・「珠鱗」）⑧龍高球系（「肉瘤」・「絨球」）

⑤龍鰓球系（「翻鰓」・「絨球」）

⑩龍高鰓球系（「肉瘤」・「翻鰓」・「絨球」）

（2 ） 朝天 眼型 （眼 球が上 を向 いて いる ）

① 朝天 龍系　 ②朝 天龍 泡系 （眼 球に水 泡）

③ 朝天 龍球系 （「絨球 」）

3　 水 泡文 族

（1 ） 水泡 眼型＊

① 鰭泡 眼型

Ⅲ　蛋族（体型が短く丸く、背鰭を欠いている）

1　 常 眼蛋 族

（1 ）平 頭型

①蛋系　②蛋球系（「絨球」）③蛋鰓系（「翻鰓」）

④蛋鰓球系（「翻鰓」・「絨球」）⑤蛋珠系（「珠鱗」）

（2 ）鵞 頭型

①鵞 頭系　 ②鵞 頭 球系 （「絨 球」）

2　 凸 眼蛋族 （龍 眼）

（1 ）平 頭型

①凸 眼系　 ② 凸眼蛋 球系 （「絨球 」） ③ 凸眼 珍珠系 （「珠 鱗」）

（2 ）凸 眼獅 頭型

①凸 眼獅 頭系　 ②凸 眼獅 頭球系 （「絨 球」）

（3 ）朝 天眼 型

①朝 天系　 ②朝 天球系 （「絨 球」）

3　 泡眼 蛋族 （水 泡眼）

（1 ）水 泡眼 型

① 泡 眼系　 ②泡 眼鵞 頭系

注　 ＊ 「絨球」 と は鼻孔 摺が 肥大 して 球の よう になっ た ものの こと。

＊「翻鰓」とは鰓蓋が縮小してその周辺部が反転しているもののこと。

＊ 「珠鱗」 と は半球 上 の鱗の こと。

＊ 「水泡 眼」 とは 眼球 の角膜 だけが 突出 して いる こ と。

［注は、（松井　1935)による］
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な
り
、
体
色
が
白
の
も
の
が
「
白
文
」
と
い
う
品
種
に
な
る
。
Ⅱ
文
族
・
２

龍
眼
・
(
１
)
龍
眼
型
・
①
龍
系
の
中
で
、
体
色
が
黒
で
、
し
か
も
尾

鰭
が
蝶
の
よ
う
に
跳
ね
上
が
っ
て
い
る
形
を
し
た
も
の
が
「
墨
龍
晴
蝶
尾
」

と
い
う
品
種
に
な
る
。
同
じ
く
Ⅱ
文
族
・
２
龍
眼
・
(
１
)
龍
眼
型
・
①

龍
系
の
中
で
も
、
体
色
が
白
で
、
し
か
も
眼
が
紅
色
の
も
の
は
「
朱
眼
龍

晴
」
と
い
う
品
種
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
体
色
、
尾
鰭
の
形
、
眼
色
な
ど

に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
、
命
名
さ
れ
て
い
る
。
王
の
分
類
表
で
は
、
二
八
〇

品
種
の
金
魚
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
金
魚
の
形
態
に
よ
り
分
類
の
系
が
構

成
さ
れ
、
さ
ら
に
形
態
や
色
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
命
名
が
な
さ
れ
て
い

る
。別

の
分
類
法
を
見
る
と
、
伍
（
一
九
八
三
：
四
二
～
四
四
）
は
五
分
類

法
（
金
　
種
・
文
種
・
龍
種
・
蛋
種
・
龍
背
種
）
を
採
用
し
て
い
る
。
王

の
分
類
（
表
１
)
で
は
文
鰓
系
と
高
鰓
系
や
珍
珠
系
と
高
珠
系
が
区
別
さ

れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
伍
は
そ
れ
ら
を
「
翻
鰓
型
」
「
絨
球
型
」
と
ま

と
め
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
龍
族
や
蛋
族
の
分
類
が
頭
の
形
（
頭
の
形

が
三
角
形
）
や
尾
の
形
に
よ
り
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
的

に
は
、
王
、
伍
と
も
に
、
体
形
、
鰭
、
尾
、
頭
、
眼
球
、
鰓
、
鼻
、
鱗
の

形
状
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

次
に
、
日
本
に
お
け
る
金
魚
の
分
類
と
命
名
を
見
て
み
よ
う
。
日
本
の

金
魚
と
し
て
、
松
井
（
一
九
七
二
：
二
二
～
二
八
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
品

種
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

和
金
（
ワ
キ
ン
）
　
琉
金
（
リ
ュ
ウ
キ
ン
）
　
鉄
尾
長
（
テ
ツ
オ
ナ

ガ
）
山
形
金
魚
（
ヤ
マ
ガ
タ
キ
ン
ギ
ョ
）
　
　コ
メ
ッ
ト
［
漢
字
表
記

さ
れ
て

い
な
い
」
　

蘭
鋳
（
ラ
ン
チ
ュ

ウ
）
　

南
京
（
ナ
ン

キ
ン
）

大
阪
蘭
鋳
（
オ
オ
サ
カ
ラ
ン
チ
ュ
ウ
）
　
和
蘭
獅
子
頭
（
オ
ラ
ン
ダ

シ
シ
ガ
シ
ラ
）
　
日
本
鼻
房
（
ニ
ホ
ン
ハ
ナ
フ
サ
）
　
地
金
（
ジ
キ

ン
）
　

出
目
金

（

デ
メ
キ
ン
）
〔
赤
出

目
金
（
ア
カ

デ
メ
キ
ン
）
、
黒

出
目
金

（
ク

ロ

デ
メ

キ
ン
）
、
三
色

出
目
金

（
サ
ン

シ
ョ
ク

デ
メ

キ

ン
）
〕
　

頂
天

眼
（
チ

ョ
ウ
テ
ン

ガ
ン
）
　

土
佐
金

（
ト

サ
キ
ン
）

和
唐
内
（
ワ
ト
ウ
ナ
イ
）
　
秋
錦
（
シ
ュ
ウ
キ
ン
）
　
朱
文
錦
（
シ

ュ
ブ
ン
キ
ン
）
　
キ
ャ
リ
コ
[
漢
字
表
記
さ
れ
て
い
な
い
]
　
東
錦

（
ア

ズ
マ
ニ

シ
キ
）
　

江

戸
錦

（
エ
ド
ニ

シ
キ
）
　

キ
ャ
リ
コ
頂
天

眼
（
キ

ャ
リ
コ
チ

ョ
ウ
テ
ン

ガ
ン
）
　

津
軽
錦
（
ツ

ガ
ル
ニ

シ
キ
）

弘
錦
（
ヒ
ロ
ニ
シ
キ
）
　
金
爛
子
（
キ
ン
ラ
ン
シ
）
(
６
)

以

上
二
六
品
種

の
う
ち
、
中
国
か
ら

輸
入

さ
れ
た
品
種
は
和
金
、
琉
金

、

和
蘭
獅
子

頭
、
出

目
金
（
赤

出
目
金

、
黒

出
目
金

、
三
色
出
目

金
）
、
頂

天

眼
の
七
品
種
で

あ
る
。
そ
の
ほ
か

の
品
種

は
、
日
本
に
お

い
て
突
然
変

異

や
交
雑
に
よ
り
作

出
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

日
本
で
は

、
品
種

の
分
類
は
系
を
な
し

て
お
ら
ず
、
品
種
全
体
を
貫
く

一
定
の
命
名
法
も

な
い
。
た
と
え
ば
、
日

本
の
金
魚
を
王
の
分
類
法
に
即

し
て
分
類
し
て
み

る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

草
族平

頭
：
和
金
、
山
形
金
魚
、
コ
メ
ッ
ト
、
地
金
、
朱
文
錦

文
族常

眼
：
琉
金
、
鉄
尾
長
、
和
蘭
獅
子
頭
、
日
本
鼻
房
、
土
佐
金
、
キ

ャ
リ
コ
、
東
錦
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龍
眼
：
出
目
金
（
赤
出
目
金
、
黒
出
目
金
、
三
色
出
目
金
）

蛋
族常

眼
：
蘭
鋳
、
南
京
、
大
阪
蘭
鋳
、
秋
錦
、
江
戸
錦

凸
眼
：
頂
天
眼
、
キ
ャ
リ
コ
頂
天
眼

草
族
と
文
族
の
中
間
：
和
唐
内

日
本
で
は
、
体
形
の
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
命
名
が
な
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
蘭
鋳
、
東
錦
、
秋
錦
、
和
蘭
獅
子
頭
は
、
頭
部
に
肉

瘤
を
も
っ
た
獅
子
頭
系
統
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
よ

う
な
系
統
性
を
も
っ
た
命
名
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
和
金
の
中
に

も
、
尾
鰭
が
四
つ
尾
、
三
つ
尾
、
フ
ナ
尾
の
も
の
が
あ
り
、
体
色
は
赤
の

も
の
、
赤
と
白
の
斑
の
も
の
（
更
紗
と
い
う
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

を
区
別
す
る
こ
と
も
な
い
。
た
だ
し
、
出
目
金
だ
け
は
体
色
に
よ
り
系
と

し
て
下
位
分
類
さ
れ
て
い
る
。

王
の
あ
げ
た
中
国
の
金
魚
は
二
八
〇
品
種
、
松
井
の
あ
げ
た
日
本
の
金

魚
は
二
六
品
種
で
あ
り
、
そ
の
品
種
数
の
違
い
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
中
国

の
品
種
分
類
は
系
を
構
成
し
て
い
た
が
、
日
本
の
そ
れ
は
系
を
構
成
し
て

い
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
分
類
さ
れ
た
品
種
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
中
国
の
場
合
、
草

族
、
文
族
、
蛋
族
の
中
で
は
、
文
族
が
一
七
九
品
種
、
全
体
の
六
四
％
を

占
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
龍
眼
文
族
の
龍
眼
型
（
体
形
が
丸
く
背
鰭

の
あ
る
、
出
目
の
も
の
）
に
も
っ
と
も
多
く
の
品
種
が
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
七
四
品
種
、
全
体
の
二
六
％
を
占
め
て
い
る
。
王
（
一
九
九
四
：

六
、
三
一
)
に
よ
れ
ば
、
龍
晴
（
日
本
の
出
目
金
）
の
品
種
は
も
っ
と
も

多
く
、
凸
眼

（
龍
晴
）
は
一
五
四
七

年
か
ら
一
六
四
三

年
の
間
（
盆
養
時

代
）
に
新
品
種
と

し
て
出
現
し

、
そ
の
後
に
出
た
墨
龍

晴
と
い
う
品
種

が

も
っ
と
も
歓
迎

を
受

け
て
き
た

。

日
本
で
は
、
出
目
金
は
明
治
時
代
以
降
に
輸
入
さ
れ
た
。
鈴
木
（
一
九

九
七
：
ニ
一
○
）
は
、
出
目
金
が
江
戸
時
代
に
現
れ
ず
見
向
き
も
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
江
戸
の
人
々
に
は
、
金
魚
の
奇
形
め
い
た
姿

の
変
種
を
求
め
る
気
持
が
、
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
江
戸
時
代
に

は
、
金
魚
は
も
っ
ぱ
ら
、
優
美
な
『
こ
が
ね
う
お
』
と
し
て
の
み
、
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
別
の
と
こ
ろ

で
、
鈴
木
（
一
九
八
九
：
五
七
）
は
、
日
本
で
は
、
「
品
種
ご
と
の
定
形

を
固
定
保
存
し
つ
つ
、
普
遍
的
な
美
し
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
情
熱
が
注

が
れ
た
」
の
に
対
し
て
、
中
国
で
は
、
「
特
殊
な
形
質
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ

ィ
を
主
張
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
日

本
で
は
、
金
魚
の
「
品
種
ご
と
の
定
形
を
固
定
保
存
」
に
重
点
が
置
か
れ
、

そ
こ
に
美
し
さ
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
中
国
で
は
、
金
魚
の
「
奇
形
め
い

た
姿
の
変
種
」
・
「
特
殊
な
形
質
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
」
の
創
出
に
重
点

が
置
か

れ
、
そ
こ
に
美
し

さ
が
求
め
ら
れ
て
き

た
。
鈴
木
に
よ

っ
て
な
さ

れ
た
対
比

を
い
い
か
え

れ
ば
、
日
本
で
は
、
定
形
化

さ
れ
た
品
種

の
中
に

美
を
深
化

さ
せ

、
中
国
で
は

、
変
形

さ
せ
て

ヴ
ァ

ラ
エ
テ
ィ

が
増

や
さ
れ

た
品
種

の
中

に
美
を
拡
大
さ
せ

る
と

ま
と
め

る
こ
と

が
で
き
る
。
こ

の
志

向

は
飼
育
技

術
に
も
反
映
す

る
も

の
と

予
想
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
定
形

の

内

へ
の
深
化
を
志
向

す
る
技
術
と
定
形

の
外
へ
の
拡
大
を

志
向

す
る
技
術

で

あ
る
。
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三
　
金
魚
飼
育
の
地
点
研
究
-
定
形
へ
深
化
す
る
技
術

周
達
生
（
一
九
九
五
：
一
一
五
～
一
二
三
）
は
、
民
族
動
物
学
的
な
視

点
か
ら
中
国
の
金
魚
飼
育
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容
を
ま
と
め

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
北
京
の
金
魚
売
り
は
河
北
省
廊
坊
地
区
内
の
文

安
県
か
ら
来
る
者
が
多
く
、
彼
ら
は
北
京
の
天
橋
付
近
の
金
魚
飼
育
の
専

門
業
者
か
ら
金
魚
を
求
め
て
、
そ
れ
を
売
っ
て
い
た
。
専
業
の
養
魚
場
は
、

清
朝
に
な
っ
て
金
魚
養
殖
の
技
術
が
進
歩
し
て
現
れ
た
。
金
魚
売
り
が
売

っ
て
い
た
の
は
、
日
本
と
同
様
、
淘
汰
さ
れ
る
べ
き
金
魚
だ
っ
た
。
日
本

で
は
、
庶
民
は
伝
統
的
に
麩
を
金
魚
の
餌
と
し
た
が
、
北
京
の
金
魚
を
愛

好
す
る
庶
民
は
ミ
ジ
ン
コ
を
餌
と
し
た
。
金
魚
飼
育
の
ベ
テ
ラ
ン
[
専
門

業
者
の
こ
と
か
-
引
用
者
注
]
は
、
枝
角
類
の
ミ
ジ
ン
コ
を
「
紅
虫
」
と

俗
称
し
、
橈
脚
類
の
ケ
ン
ミ
ジ
ン
コ
の
仲
間
は
「
炸
弾
」
と
俗
称
し
て
区

別
す

る

。
一

般

の
愛
好

家

は

「
紅

虫
」

も

「
炸

弾
」

も
区

別
せ

ず

に

、

「
魚
虫
」
と

総
称
し
て

い
る

。

金
魚
飼
育

の
技
術
は
、
愛
好
家
、
専
門
業
者

、
販
売

者
の
間
に
お

い
て

、

そ
れ

ぞ
れ
異

な
っ
て
い

る
と
考
え

ら
れ
る
。
周
も

、
餌
の
ミ
ジ
ン
コ

の
分

類
に
お

い
て

、
飼
育
の

ベ
テ
ラ

ン
と

一
般
の
愛
好

家
で
は
異
な

る
こ
と

を

指
摘
し
て

い
る
が
、
そ

れ
で
も

、
金
魚
を
愛
好
す

る
人
、
専
門
業
者

、
販

売
者
と

い
っ
た
異

な
っ
た
立
場

か
ら
の
把
握
は
十

分
に
は
な
さ

れ
て

い
な

い
。石

田
貞
雄
（
一
九
九
七
：
七
）
は
、
江
戸
時
代
の
金
魚
飼
育
を
、
①
観

賞
す
る
た
め
に
金
魚
屋
な
ど
か
ら
買
い
求
め
、
大
型
の
水
槽
か
園
池
な
ど

で
飼
育
す
る
も
の
、
②
特
殊
な
金
魚
を
趣
味
で
飼
い
、
自
家
で
採
卵
・
孵

化
・
育
成
を
行
な
い
、
優
秀
な
も
の
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
、
③
主
と
し

て
農
業
の
副
業
と
し
て
数
種
類
の
金
魚
を
、
水
田
、
専
用
池
な
ど
で
大
量

生
産
し
、
販
売
す
る
も
の
に
分
類
し
た
。
こ
の
分
類
は
現
代
の
金
魚
飼
育

に
も
対
応
す
る
。
石
田
の
分
類
を
も
と
に
、
現
代
の
金
魚
飼
育
は
次
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
金
魚
を
買
い
求
め
、
一
般
家
庭
で
観
賞
用
に
飼

育
す
る
も
の
（
一
般
飼
育
）
、
②
熱
心
な
愛
好
家
と
し
て
、
自
家
で
採

卵
・
孵
化
・
育
成
し
て
、
少
数
精
鋭
の
優
秀
な
金
魚
を
飼
育
す
る
も
の

（
特
殊
飼
育
）
、
③
数
種
類
の
金
魚
を
大
量
飼
育
し
て
販
売
・
出
荷
す
る
も

の
（
生
産
飼
育
）
。
金
魚
の
飼
育
技
術
は
、
①
一
般
飼
育
・
②
特
殊
飼

育
・
③
生
産
飼
育
に
大
別
し
て
と
ら
え
、
全
体
的
な
関
係
性
が
と
ら
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
販
売
業
者
と
の
関
係
を
も
含
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
中
で
、
③
の
生
産
飼
育
に
属
す
る
人
々
（
生
産
者
）
に
注
目
す
る
。

中
国
で
も
、
生
産
者
側
の
飼
育
技
術
は
調
査
研
究
な
さ
れ
て
い
な
い
（
伍

一
九
八
三
、
王
　
一
九
九
四
）
。
本
稿
で
は
、
愛
知
県
海
部
郡
弥
富
町
の

地
点
調
査
（
一
九
九
八
年
～
二
〇
〇
一
年
）
か
ら
、
②
に
お
け
る
飼
育
技

術
を
提
示
す
る
。
日
本
で
は
、
東
京
都
江
戸
川
周
辺
、
愛
知
県
海
部
郡
弥

富
町
、
奈
良
県
大
和
郡
山
市
が
代
表
的
な
金
魚
生
産
地
で
あ
っ
た
が
、
現

在
、
江
戸
川
周
辺
は
産
地
と
し
て
衰
退
し
て
い
る
。
愛
知
県
弥
富
町
の
金

魚
飼
育
の
始
ま
り
は
、
文
久
・
元
治
の
頃
（
一
八
六
一
～
一
八
六
四
)
、

奈
良
県
大
和
郡
山
の
金
魚
行
商
人
か
ら
前
ヶ
須
村
[
現
在
の
弥
富
町
大
字

前

ヶ
須
新

田
】

の

財
産
家
へ

伝
え

ら

れ
た
こ
と

に
よ

る
と

さ
れ
て

い
る
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（
海
部
郡
弥
富
農
業
補
習
学
校
調
査
部
　
一
九
三
二
:
三
～
八
）
。

（
一
）
飼
育
さ
れ
て
い
る
品
種
と
分
類

弥
富
町
は
日
本
の
金
魚
の
す
べ
て
の
品
種
が
そ
ろ
え
ら
れ
る
生
産
地
と

さ
れ
て
い
る
（
弥
富
金
魚
漁
業
協
同
組
合
作
成
の
二
〇
〇
〇
年
度
版
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
「
弥
富
の
金
魚
」
に
よ
る
）
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
主
に
生
産

さ
れ
る
品
種
を
生
産
量
（
尾
数
）
か
ら
見
る
と
、
和
金
（
六
四
・
〇
％
）
、

琉
金
(
一
〇
・
一
％
）
、
出
目
金
(
五
・
一
％
）
、
コ
メ
ッ
ト
（
三
・
二
％
）
、

和
蘭
獅
子
頭
（
二
・
六
％
）
、
丹
頂
（
二
・
四
％
）
の
六
品
種
で
あ
る
(
一

九
九
六
年
弥
富
町
金
魚
漁
業
協
同
組
合
資
料
に
よ
る
、
カ
ッ
コ
内
は

総
生
産
量
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
）
。
生
産
者
一
人
あ
た
り
の
飼
育
品
種

を
調
査
し
て
み
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
時
点
に
お
い
て
、
弥
富
町
天
王

割
の
車
新
田
地
区
で
金
魚
の
飼
育
を
行
っ
て
い
る
一
四
人
の
う
ち
、
一
三

人
が
琉
金
、
出
目
金
、
丹
頂
（
タ
ン
チ
ョ
ウ
）
、
和
蘭
獅
子
頭
、
東
錦
の

五
品
種
を
飼
育
し
て

お
り

、
一
人
が
丹
頂

の
一
品

種
だ
け
を
飼
育
し
て

い

た
。
生
産
者
一
人
あ
た
り
五
品

種
の
飼
育

が
中
心
で

あ
る
と

い
え

る
。

金
魚
は
、
体
形
に
よ
り
ナ
ガ
モ
ン
（
フ
ナ
ガ
タ
・
ヒ
ラ
モ
ン
と
も
い
う
）

と
マ
ル
モ
ン
に
分
類
さ
れ
る
。
ナ
ガ
モ
ン
は
フ
ナ
に
体
形
が
似
て
い
る
金

魚
で
あ
る
。
ナ
ガ
モ
ン
に
は
和
金
、
コ
メ
ッ
ト
な
ど
が
入
り
、
マ
ル
モ
ン

に
は
琉
金
、
出
目
金
、
和
蘭
獅
子
頭
、
東
錦
な
ど
が
入
る
。
一
般
的
に
分

類
さ
れ
た
品
種

を
体
色

や
形

状
に

よ
り
細
分
化

す

る
民

俗
分
類

は
な

い
。

し
か
し
、
同

一
の
品
種

の
中

に
お
い
て
、
成
長
段

階
に
よ
り
、
稚
魚
を
ミ

ズ
コ
、
孵
化
後
一
年
以
内
の
成
魚
を
シ
ン
コ
と
か
ト
ウ
サ
イ
、
二
年
目
の

も
の
を
ア
ケ
ノ
ニ
サ
イ
と
か
ニ
サ
イ
、
三
年
目
の
も
の
を
サ
ン
サ
イ
と
分

類
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
一
の
品
種
を
大
き
さ
に
よ
り
、
一
年
目
の
シ

ン
コ
の
中
で
も
、
標
準
形
よ
り
も
大
き
い
も
の
を
ト
ビ
、
標
準
形
よ
り
も

小
さ
い
も
の
を
シ
タ
コ
と
区
別
し
、
三
年
目
の
も
の
で
標
準
形
よ
り
も
小

さ
い
も
の
を
コ
サ
ン
サ
イ
と
区
別
し
て
い
る
。

（
二
）
産
卵
・
孵
化

金
魚
の
養
魚
池
は
一
反
（
三
〇
〇
坪
）
を
四
分
割
し
て
仕
切
っ
て
作
ら

れ
て
い
る
。
交
配
用
の
親
魚
の
養
魚
池
は
一
反
を
六
分
割
し
て
仕
切
っ
て

作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
約
一
坪
の
大
き
さ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

作
ら
れ
た
水
槽
が
あ
る
。
養
魚
池
を
イ
ケ
と
い
い
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の

水
槽
を
タ
タ
キ
と
い
う
。
弥
富
町
天
王
割
の
生
産
者
Ｙ
М
氏
の
場
合
、
二

〇
〇
〇
年
に
は
、
三
六
面
の
イ
ケ
と
一
六
面
の
タ
タ
キ
を
使
っ
て
、
金
魚

を
飼
育
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ケ
や
タ
タ
キ
に
は
、
同
じ
品
種
で
、

同
じ
年
齢
、
同
じ
大
き
さ
の
金
魚
が
入
れ
ら
れ
る
。
一
つ
の
イ
ケ
や
タ
タ

キ
に
異
な
る
品
種
の
金
魚
が
混
在
す
る
こ
と
は
な
い
。

三
月
頃
に
稚
魚
を
入
れ
る
イ
ケ
の
準
備
を
行
う
。
イ
ケ
か
ら
金
魚
を
す

べ
て
出
し
て
か
ら
、
イ
ケ
の
水
を
入
れ
替
え
る
。
新
し
い
水
を
入
れ
る
前

に
、
イ
ケ
の
底
に
は
、
消
石
灰
を
し
い
て
、
イ
ケ
の
土
壌
を
酸
性
か
ら
ア

ル
カ
リ
性
に
直
す
。
水
は
木
曽
川
か
ら
ひ
い
て
い
る
。

二
月
頃
か
ら
交
配
さ
せ
る
親
魚
の
最
終
的
な
選
別
作
業
を
行
う
。
必
ず
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同
一
品
種
間
で
交
配
が
行
わ
れ
る
。
異
な
る
品
種
間
の
交
雑
は
行
わ
れ
な

い
。
四
月
上
旬
か
ら
五
月
中
旬
に
親
魚
が
産
卵
を
は
じ
め
る
。
産
卵
す
る

こ
と
を
ヘ
ル
と
い
う
。
卵
を
産
み
つ
け
さ
せ
る
藻
の
こ
と
を
タ
モ
と
い
う
。

か
つ
て
は
、
柳
の
根
に
産
卵
さ
せ
て
い
た
。
現
在
、
ヒ
カ
ゲ
ノ
カ
ツ
ラ

（
和
名
ヒ
カ
ゲ
ノ
カ
ズ
ラ
　
L
y
c
o
p
o
d
i
u
m
 
c
l
a
v
a
t
u
m
)
を
乾
燥
さ
せ
た

も

の
や
人
工

の
網
に
卵

を
産
み
つ
か
せ
て

い
る
。
卵

が
産
み
付
け

ら
れ
夕

モ
を

タ
タ
キ
に
移
し
て
孵
化

さ
せ
る
。

親
魚
は
三
回
く
ら

い
に
分
け
て
産
卵
を

す
る
。
最
初

の
産
卵

で
孵
化
し

た
稚
魚
を
イ
チ

バ
ン
コ
、

二
番
目
の
産
卵
の
も
の
を

ニ
バ
ン
コ
と
い
う
。
孵
化

後
、
タ
タ
キ
か
ら
イ
ケ
に

戻
す
と
き
、
産
卵
時
期
の

異
な
る
稚
魚
を
、
同
一
品

種
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
イ

ケ
に
入

れ
る
こ

と
は
な

い
。

（
三
）
選

別

イ
ヶ
に
戻
し
て
か
ら
四

〇
日
か
ら
四
五
日
後
に
選

別
作
業
に
入
る
。
選
別
と

は

、
基

準
に
合
致
し
な

い
不
定
形

な
金
魚
を
淘
汰
す
る
こ
と
で
あ

る
。

優

良

な
金

魚
を
作
り
出
す

た
め
に
、
選
別
は
重
要

な
作
業
で
あ

る
。
五
月

か

ら

九
月
ま
で
の
生
育
期

間
に
、
三
回
の
選
別
作
業

が
行

わ
れ
る
。

選
別
は
イ
ケ
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
。
選
別
作
業
の
前
に
は
、
イ
ケ

の
中
に
簀
を
ジ
グ
ザ
グ
状
に
立
て
て
金
魚
を
一
ヵ
所
に
追
い
込
ん
で
い

き
、
す
べ
て
の
金
魚
を
す
く
い
出
す
。
こ
れ
を
ス
ヨ
セ
と
い
う
（
写
真
１
)
。

ス
ヨ
セ

を
し
た
後

に
イ
ケ

に
残
っ
た
金

魚
の
こ
と

を
ス
ノ
コ

リ
と

い

い
、

ス
ノ
コ
リ

の
な
い
よ
う
に
注
意

が
払

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
す
く

い
出
し
た

金
魚
を
作
業
場
（
タ
テ
バ

と
い
う
）
　
へ
移
動
す
る
。

直
径
約
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
白
色
ほ
う
ろ
う
の

洗
面
器
に
金
魚
を
入
れ
、

定
形
の
基
準
に
従
っ
て
淘

汰
す
る
。
そ
の
基
準
に
合

致
し
な
い
金
魚
を
ク
ズ
と

い
う
。
琉
金
の
場
合
、
３

回
の
選
別
で
八
千
匹
か
ら

一
万
匹
が
残
る
こ
と
を
目

安
に
し
て
い
る
。
（
写
真
２
・
３

）

選
別
し
て
残

っ
た
金

魚

を
、
さ
ら
に
、
大
き

さ
に

写真1　 養魚 池から金魚 をすくい出 す作 業（スセヨ）

写真2　 選別作業
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よ
り
分
類
す
る
。
ト
オ
シ

と
い
う
道
具
に
金
魚
を
入

れ
る
と
大
き
い
も
の
は
ト

オ
シ
の
中
に
残
る
。
こ
う

し
て
大
小
を

選
別
し

て

別
々
の
イ
ケ
に
戻
す
。
し

か
し
、
同
じ
イ
ケ
の
中
で

も
成
長
過
程
で
金
魚
の
大

き
さ
が
異
な
っ
て
く
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
状
態
を

ゾ
ロ
と
か
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
い

う
。
ゾ
ロ
の
状
態
で
は
、

大
き
い
も
の
は
そ
の
ま
ま

大
き
く
な
り
、
小
さ
い
も

の
は
小
さ
い
ま
ま
に
な

る
。
餌
を
与
え

な

い
日

が
続
い
た
り
す
る
と
、
大
き

い
金
魚
が
小

さ
い
も

の
を
食

べ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
と

い
う
。

ゾ
ロ
の
状
態
の
金
魚
は
大
小

を
選
別
し
て
、
別

々
の
イ

ケ
に
分
け
る
。

金
魚
は
、
体
形

、
体
色

、
目
、
尾
や
背
鰭

の
形

に
よ
っ
て
選
別

さ
れ
る
。

マ
ル
モ
ン

（
体
形

が
丸

い
金
魚
）
の
場
合
、
体
形

が
平

た
く
細
長

い
も
の

や
片
目

の
も

の
は
品
種

に
関
係
な
く

ク
ズ
と
し

て
取

り
出
さ

れ
る
。
さ
ら

に

、
品
種
別

に
異

な
る
基
準

が
存
在
す

る
。
琉
金
の
基
準
は
尾

の
形

で
あ

る
。
尾

が
二

つ
に
割
れ
て
い
る
の

が
よ

い
と

さ
れ
る
。
次

の
よ
う

な
も
の

は
ク
ズ
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
。
尾
が
フ
ナ
の
尾
の
よ
う
に
一
本
尾
に
な

っ
て
い
る
（
フ
ナ
オ
）
、
尾
が
開
い
て
お
ら
ず
閉
じ
た
尾
が
中
央
で
飛
び

上
が
っ
て
い
る
（
ツ
マ
ミ
)
、
尾
が
傾
い
て
お
り
左
右
の
開
き
が
異
な
っ

て
い
る
(
ハ
ネ
ツ
リ
と
か
ヒ
コ
ウ
キ
と
い
う
）
、
水
温
の
上
昇
に
よ
り
尾

が
焼
け
た
よ
う
に
切

れ
切
れ
に
な
っ
て

い
る
（
オ
ヤ
ケ
）
。

出
目
金
の
基
準
は
尾
の
形
と
目
で
あ
る
。
尾
が
ツ
マ
ミ
、
ハ
ネ
ツ
リ
、

オ
ヤ
ケ
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
取
り
出
す
。
出
目
金
で
は
フ
ナ
オ
は
よ
い

と
さ
れ
る
。
目
の
出
が
悪
い
も
の
、
片
目
の
も
の
（
ガ
ン
チ
）
、
両
目
が

と

れ
て

い
る
も

の
を
取
り
出
す

。

和
蘭
獅
子
頭
の
基
準
は
尾
と
背
鰭
の
形
で
あ
る
。
尾
が
山
の
よ
う
に
と

が
っ
て
い
る
も
の
（
ミ
ツ
オ
）
、
背
鰭
が
と
が
っ
て
い
る
も
の
（
セ
ト
ビ
）

や
途
中
で
切
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
出
す
。
成
長
し
て
く
る
と
、
サ
ラ
サ

の
オ
ア
カ
が
特
に
よ
い
と
さ
れ
る
。
サ
ラ
サ
の
オ
ア
カ
と
は
、
体
形
が
丸

く
体
色

が
白

で
、
白

い
腹

に
赤

い
更
紗
を
巻

い
て

い
る
よ
う
に
赤

い
模
様

が
入

っ
て
お
り
、
尾
の
色

が
赤
い
も
の
の
こ
と
で

あ
る
。
サ
ラ
サ

の
オ
ア

カ

の
数

は
少

な

い
。

丹
頂

の
基
準
は
チ
ョ

ビ
と

体
色
で
あ

る
。
チ

ョ
ビ
と
は
頭

の
上

の
赤

い

部
分

の
こ

と
を

い
う

。
頭

の
上
に
少
し
赤
色

が
出
て

い
る
も

の
が
よ
い
と

さ
れ
る
。
成
長
し
て
く

る
と
、
サ
ラ

タ
ン

が
よ
い
と

さ
れ
る
。
サ
ラ
タ
ン

と

は
更
紗
の
丹
頂

の
こ

と
で
、
腹

の
赤
白

の
模
様

が
更
紗
を

巻
い
て
い

る

よ
う

に
見
え

る
も

の
の
こ

と
で
あ

る
。
首

の
方
に
赤
色

が
流
れ
て

い
る
も

の
は
ナ
ガ
レ
と

い
っ
て
、
こ
れ
は

ク
ズ
で

あ
る
。
体
全
体

に
白
色
か
赤
色

が
出
て

い
る
よ
う

な
も
の
も
ク
ズ
で

あ
る
。
丹
頂
の
七

、
八
割
は
ク
ズ

に

写真3　 出目金の選別
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な

る
。

七
月
末
を
す
ぎ
る
と
、
金
魚
は
成
魚
と
し
て
の
形
が
で
き
て
く
る
。
こ

の
時
期
の
選
別
（
三
回
目
）
は
、
淘
汰
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
金
魚
の
等

級
分
け
と
い
う
意
味
合
い
も
出
て
く
る
。
①
定
形
の
基
準
に
合
致
し
た
金

魚
の
う
ち
、
上
位
の
も
の
は
タ
ネ
（
交
配
用
の
親
魚
）
の
候
補
と
な
る
。

親
魚
に
す
る
金
魚
は
産
卵
期
（
翌
年
の
三
月
頃
）
ま
で
に
五
回
ぐ
ら
い
の

選
別
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
は
、
一
年
目
の
親
魚
は
四
〇
〇
匹
か
ら
五
〇

○
匹
に
な
る
。
交
配
後
も
親
魚
の
選
別
は
行
わ
れ
、
三
年
目
に
は
一
〇
〇

匹
く
ら
い
ま
で
に
な
る
（
親
魚
の
選
別
で
は
ず
さ
れ
た
金
魚
は
市
場
用
と

な
る
）
。
三
年
目
の
二
〇
匁
く
ら
い
の
親
魚
が
よ
く
卵
を
産
む
の
で
よ
い

と
さ
れ
て
い
る
。
四
年
目
の
親
魚
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
②
基
準
に
合
致

し
、
親
魚
と
な
ら
な
い
金
魚
は
市
場
に
出
さ
れ
る
。
早
い
も
の
は
一
〇
月

頃
か
ら
出
荷
さ
れ
る
が
、
満
一
歳
に
な
る
翌
年
の
三
月
頃
が
出
荷
の
最
盛

期
と
な
る
。
③
基
準
に
合
致
し
な
か
っ
た
定
形
外
の
金
魚
（
ク
ズ
）
の
う

ち
、
上
位
の
も
の
は
金
魚
す
く
い
用
と
し
て
出
荷
さ
れ
る
。
④
定
形
外
の

下
位
は
淘
汰
さ
れ
る
。
七
月
末
を
す
ぎ
る
と
金
魚
は
赤
く
な
っ
て
く
る
が
、

中
に
は
白
く
な
る
も
の
（
シ
ロ
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
定
形
外
で
あ
る
。
ま

た
、
定
形
よ
り
も
大
き
い
金
魚
（
ト
ビ
）
や
定
形
よ
り
も
小
さ
い
金
魚

（
シ
タ
コ
）
も
定
形
外
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ロ
や
ト
ビ
の
ア
カ
（
大
型

の
赤
色
の
金
魚
）
は
金
魚
す
く
い
用
に
な
る
。
ト
ビ
の
ク
ロ
（
大
型
の
黒

色
の
金
魚
）
や
シ
タ
コ
、
片
目
が
取
れ
た
出
目
金
は
捨
て
ら
れ
る
。
五
月

か
ら
七
月
の
選
別
（
一
、
二
回
目
）
は
人
為
的
な
淘
汰
で
あ
る
が
、
八
月

か
ら
九
月

の
選
別
（
三
回
目

）
は
人
為
的
な
淘

汰
で
あ
る
と
と
も

に
、
金

魚

の
等
級
分
け

で
も
あ

る
。
つ
ま
り

、
上
位

か
ら
純
形

（
交
配
用
）
、
定

形

（
市

場
用

）
、
不
定
形

（
金
魚
す
く

い
用
）
、
不
良

（
淘
汰
）
の
四
段
階

に
分
け
ら
れ

る
。

（
四

）
生
　

育

金
魚
の
成
育
過
程
に
お
け
る
技
術
や
知
識
は
、
イ
ケ
の
水
の
管
理
と
餌

の
与
え
方
に
ま
と
ま
っ
て
み
ら
れ
る
。
イ
ケ
の
水
の
管
理
に
は
、
酸
素
不

足
や
病
気
・
外
敵
の
侵
入
を
防
御
す
る
と
い
う
ほ
か
に
、
生
育
の
た
め
に

「
水
を
作
る
」
こ
と
が
あ
る
。
イ
ケ
の
水
に
、
米
ぬ
か
、
鶏
糞
な
ど
を
入

れ
て
ミ
ジ
ン
コ
や
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
発
生
さ
せ
る
。
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
発

生
さ
せ
て
水
を
緑
色
に
さ
せ
る
こ
と
を
「
水
を
作
る
」
と
い
う
。
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
の
発
生
が
悪
く
水
の
色
が
薄
い
と
、
金
魚
の
体
色
が
黒
ず
ん
で
く

る
。ミ

ジ
ン
コ
は
金
魚
の
餌
で
あ
る
。
ミ
ジ
ン
コ
を
ツ
ム
シ
と
い
う
。
イ
ケ

に
ミ
ジ
ン
コ
が
い
な
い
と
餌
が
金
魚
へ
均
等
に
行
き
届
か
な
く
な
る
の

で
、
金
魚
の
大
き
さ
が
不
揃
い
に
な
る
。
金
魚
の
餌
に
は
、
ミ
ジ
ン
コ
の

ほ
か
に
、
フ
リ
エ
と
タ
キ
エ
が
あ
る
。
フ
リ
エ
と
は
、
粉
末
の
餌
の
こ
と

で
、
ペ
レ
ッ
ト
（
人
工
飼
料
）
と
米
ぬ
か
を
混
ぜ
た
も
の
を
水
面
に
撒
い

て
与
え
る
。
固
形
状
の
餌
を
焚
い
て
作
る
こ
と
を
エ
サ
タ
キ
と
い
い
、
そ

の
餌
を
タ
キ
エ
と
い
う
。
バ
ケ
ツ
一
杯
の
ペ
レ
ッ
ト
、
一
俵
と
四
分
の
一

の
麦
の
粉
、
一
俵
の
米
ぬ
か
を
釜
に
入
れ
、
釜
の
半
分
く
ら
い
ま
で
水
を

入
れ
て
、
約
一
時
間
半
焚
い
て
餌
を
作
る
。
か
つ
て
、
カ
イ
ロ
の
サ
ナ
ギ
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と
魚
粉
を
焚
い
て
い
た
。
五
月
か
ら
六
月
頃
に
は
フ
リ
エ
を
、
七
月
頃
か

ら
タ
キ
エ
を
与
え
る
。
一
日
お
き
に
餌
を
焚
き
、
焚
い
た
日
の
翌
日
に
、

そ
の
餌
を
与
え
る
。
タ
キ
エ
を
食
べ
さ
せ
す
ぎ
る
と
、
金
魚
の
目
の
ま
わ

り
が
ふ
く
ら
ん
で
飛
び
出
し
て
く
る
。
そ
れ
で
も
、
金
魚
は
食
べ
続
け
、

死
ん
で
し
ま
う
。

（
五
）
市
　

場

金
魚
の
市
場
と
し
て
、
弥
富
町
に
は
、
日
本
金
魚
卸
売
市
場
、
弥
富
卸

売
市
場
、
東
海
観
賞
魚
卸
売
市
場
が
あ
る
。
一
九
六
七
年
に
市
場
が
で
き

る
前
に
は
、
生
産
者
は
仲
買
人
に
直
接
売
っ
て
い
た
。
競
り
売
り
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
市
場
で
週
一
回
行
わ
れ
る
。
弥
富
卸
売
市
場
は
月
曜
日
、
東
海

観
賞
魚
卸
売
市
場
は
水
曜
日
、
日
本
金
魚
卸
売
市
場
は
金
曜
日
と
決
め
ら

れ
て
い
る
。
地
元
の
仲
買
人
の
ほ
か
に
、
東
京
、
大
阪
か
ら
も
仲
買
人
が

来
る
。
生
産
者
は
金
魚
を
カ
ン
コ
（
底
が
簀
に
な
っ
た
木
の
箱
）
に
入
れ

て
市
場
に
出
し
、
仲
買
人
は
カ
ン
コ
一
箱
単
位
で
買
う
。

市
場
の
養
魚
池
の
中
央
に
小
屋
が
あ
り
、
そ
こ
で
競
り
が
行
わ
れ
る
。

小
屋
で
は
仲
買
人
た
ち
の
間
を
カ
ン
コ
が
一
列
に
な
っ
て
流
れ
て
く
る
。

カ
ン
コ
に
は
同
じ
品
種
で
、
同
じ
形
状
、
体
形
、
体
色
、
大
き
さ
の
金
魚

が
ま
と
め
ら
れ
て
、
五
〇
匹
か
ら
四
五
〇
匹
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
セ
リ
人
が
「
ラ
ン
チ
ュ
ウ
一
五
〇
」
（
蘭
鋳
が
一
五
〇
匹
入
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
）
、
「
サ
ク
ラ
ニ
シ
キ
五
〇
」
、
「
デ
メ
四
五
〇
」
、
「
二

サ
イ
コ
メ
ッ
ト
ニ
〇
〇
」
（
二
年
目
の
コ
メ
ッ
ト
の
こ
と
）
、
「
シ
ン
ラ
ン

二
〇
〇
」
（
蘭
鋳
の
シ
ン
コ
の
こ
と
）
、
「
ニ
サ
イ
マ
メ
ラ
ン
一
○
○
」
（
二

年
目
の
小
型

の
蘭

鋳
の
こ

と
）
な
ど
と
呼

び
上
げ

る
。
市
場

で
は
、
金
魚

は
品
種
名
を
も
と

に
、
成
長
段
階
と
大
き

さ
が
組
み
合

わ
さ
れ
て
分
類
さ

れ
て
い
る
。

セ
リ
人
の
呼
び
上
げ
に
対
し
て
、
仲
買
人
が
一
匹
あ
た
り
の
値
段
を

「
セ
ン
マ
ル
」
、
「
テ
ン
マ
ル
」
、
「
リ
チ
ョ
ウ
」
な
ど
と
呼
び
上
げ
る
。
そ

れ
を
受
け
て
、
セ
リ
大
が
、
そ
の
値
段
を
繰
り
返
す
。
○
は
マ
ル
、
一
は

セ
ン
、
二
は
リ
、
三
は
カ
ワ
、
四
は
ツ
キ
、
五
は
チ
ョ
ウ
、
六
は
テ
ン
、

七
は
力
、
八
は
ツ
、
九
は

ガ
ン
で
あ
る
。
後
は
そ
れ

ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
と
な

る
。
た
と
え
ば
、
セ
ン
マ

ル
は
一
〇
か
一
〇
〇
、
テ

ン
マ
ル
は
六
〇
か
六
〇

〇
、
リ
チ
ョ
ウ
は
二
・
五

（
二
円
五
〇
銭
）
か
二
五
か

二
五

〇
な
ど
で
あ
る
。

単
位
は
品
種
に
応
じ
て
自

ず
と
決
ま
っ
て
く
る
よ
う

で
あ
る
。
値
が
決
定
す
る

と
、
競
り
落
と
し
た
仲
買

人
は
カ
ン
コ
に
自
分
の
番

号
が
書
か
れ
た
木
札
を
投

写真4　 日本金魚卸売市場
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げ
入
れ
る
。
と
き
ど
き
セ

リ
人
が
「
セ
ン
マ
ル
、
バ

ッ
カ
」
、
「
テ
ン
マ
ル
、
バ

ッ
カ
」
な
ど
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
バ
ッ
カ
と
は
、

複
数
の
仲
買
人
か
ら
同
じ

値
段
の
声
が
上
が
る
こ
と

で
あ
る
。
仲
買
人
か
ら
値

段
の
声
が
上
が
ら
な
い

と
、
金
魚
の
入
っ
た
カ
ン

コ
は
仲
買
人
の
前
を
通
り

過
ぎ
て
い
く
。
こ
の
状
態

を
ナ
ガ
ス
と
い
う
（
写
真
４

・
５
）
。

（
六
）
定
形
へ
深
化
す
る
技
術

金
魚
飼
育
の
地
点
研
究
か
ら
、
飼
育
技
術
の
特
徴
を
ま
と
め
れ
ば
、
一

定
の
品
種
の
中
で
、
定
形
の
基
準
（
形
状
、
体
形
、
体
色
、
大
き
さ
）
に

合
致
し
た
金
魚
を
生
育
さ
せ
る
技
術
で
あ
る
。
第
二
章
で
、
日
本
の
品
種

分
類
と
命
名
法
か
ら
、
定
形
化
さ
れ
た
品
種
の
中
に
美
を
深
化
さ
せ
る
志

向
性
を
抽
出
し
た
。
飼
育
技
術
か
ら
も
定
形
の
中
で
深
化
さ
せ
る
志
向
を

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
形
・
深
化
の
技
術
を
ふ
ま
え
て
以
上
を
ま

と
め
て
み
よ
う
。

①
　
飼
育
の
品
種
に
お
い
て
、
生
産
者
一
人
あ
た
り
五
品
種
が
維
持
さ

れ
て
い
た
。
既
存
の
品
種
を
細
分
す
る
民
俗
分
類
は
な
い
が
、
同
一

品
種
内
に
お
い
て
成
長
段
階
と
大
き
さ
に
よ
る
分
類
が
存
在
し
た
。

②
　
産
卵
・
孵
化
に
お
い
て
、
交
配
は
同
一
品
種
間
だ
け
で
行
わ
れ
る
。

異
な
る
品
種
間
の
交
雑
は
行
わ
れ
な
い
。
品
種
の
純
粋
さ
が
維
持
さ

れ
る
よ
う
に
性
の
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
一
品
種
内
で
も
、
産

卵
時
期
の
異
な
る
稚
魚
は
混
在
し
な
い
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
る
。

③
　
選
別
作
業
は
こ
の
飼
育
技
術
の
特
徴
を
も
っ
と
も
よ
く
表
し
て
い

る
。
品
種
ご
と
に
定
形
の
基
準
が
存
在
し
、
そ
の
基
準
に
従
っ
て
選

別
が
行
わ
れ
る
。
定
形
の
基
準
に
合
致
し
な
い
変
形
の
金
魚
は
淘
汰

さ
れ
る
。
中
国
で
好
ま
れ
る
よ
う
な
変
形
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な

い
。
選
別
を
と
お
し
て
、
基
準
に
も
っ
と
も
よ
く
合
致
す
る
純
形

（
交
配
用
）
、
基
準
に
合
致
す
る
定
形
（
市
場
用
）
、
基
準
に
合
致
し

な
い
不
定
形
（
金
魚
す
く
い
用
）
、
そ
れ
以
下
の
不
良
（
淘
汰
）
に

等
級
付
け
も
な
さ
れ
る
。

④
　
異
な
る
品
種
が
同
じ
養
魚
池
に
混
在
す
る
こ
と
は
な
い
だ
け
で
な

く
、
成
長
段
階
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
も
混
在
し
な
い
よ
う
に
管
理
さ

れ
て
い
る
。
養
魚
池
の
水
の
状
態
や
餌
の
や
り
方
に
よ
っ
て
金
魚
が

定
形
に
合
致
し
な
い
形
（
変
形
）
に
生
育
し
な
い
よ
う
に
も
管
理
さ

れ
て
い
る
。

⑤
　
市
場
で
は
、
規
定
の
品
種
を
単
位
と
し
て
、
成
長
段
階
や
大
き
さ

写真5　 金魚の競り
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に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
集
荷
さ
れ
て
い
る
。

周
（
一
九
九
五
：
一
二
三
）
は
、
金
魚
す
く
い
を
中
国
で
は
見
た
こ
と

が
な
く
、
そ
れ
は
日
本
独
自
の
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
金
魚
す
く
い
用

の
金
魚
は
、
七
月
末
か
ら
九
月
の
選
別
に
よ
っ
て
大
量
に
出
さ
れ
る
ク
ズ

（
定
形
外
の
金
魚
）
で
あ
る
。
定
形
の
基
準
に
合
致
し
た
金
魚
を
飼
育
す

る
方
法
は
、
同
時
に
、
大
量
の
定
形
外
の
金
魚
を
生
み
出
す
こ
と
で
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
金
魚
す
く
い
は
日
本
の
定
形
・
深
化
の
飼
育
技
術
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。

写
真
6
は
浙
江
省
杭
州

に
お
け
る
岳
王
路
花
鳥
市

場
の
金
魚
で
あ
る
。
品
種

ご
と
に
金
魚
が
白
色
の
洗

面
器
に
入
れ
ら
れ
、
そ
れ

が
I
〇
〇
個
以
上
並
べ
ら

れ
て
い
る
。
中
国
で
は
、

こ
の
市
場
の
形
態
に
対
応

し
た
変
形
・
多
品
種
を
飼

育
す
る
生
産
者
の
技
術
が

存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
中

国
の
生
産
者
の
民
俗
技
術

は
こ
れ
ま
で
と
ら
え
ら
れ

て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、

本
稿
第
二
章
で
中
国
に
お

け
る
金
魚
の
品
種
分
類
で
指
摘
し
た
変
形
の
中
で
拡
大
す
る
志
向
性
に
対

応
し
た
飼
育
技
術
と
と
ら
え
得
る
と
予
想
さ
れ
る
。

四
　
自
然
観
の
比
較
-
内
包
化
と
外
延
化

金
魚
は
「
完
全
に
人
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
で
卵
か
ら
親
魚
ま
で
飼
育

さ
れ
て
い
る
魚
」
（
周
　
一
九
九
五
:
一
一
六
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
改

変
さ
れ
凝
縮
さ
れ
た
自
然
」
で
あ
る
（
鈴
木
　
一
九
九
七
:
二
三
四
）
。

金
魚
飼
育
は
〈
改
造
さ
れ
た
自
然

〉
を
対
象
と
す
る
技
術
で
あ
る
と
い
え

る
。
〈
改
造
さ
れ
た
自
然

〉
を
対
象
と
す
る
飼
育
技
術
に
お
い
て
、
日
本

で
は
定
形
の
中
で
深
化
す
る
志
向
が
あ
り
、
中
国
で
は
変
形
の
中
で
拡
大

す
る
志
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
は
定
形
に
内
包
化

す
る
技
術
で
あ
り
、
中
国
は
変
形
に
外
延
化
す
る
技
術
で
あ
る
。
中
国
に

お
け
る
変
形
に
外
延
化
す
る
技
術
と
は
、
金
魚
飼
育
だ
け
に
見
ら
れ
る
こ

と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
中
国
の
湖
羊
は
、
特
異
な
飼
育
形
態
に
よ
り

改
造
さ
れ
作
出
さ
れ
た
品
種
で
あ
り
、
一
般
的
な
ヒ
ツ
ジ
と
は
大
き
く
異

な
る
特
性
を
持
つ
。
湖
羊
飼
育
の
形
成
過
程
に
は
、
自
然
の
変
形
・
改
造

へ
の
意
欲
の
並
々
な
ら
ぬ
強
さ
が
と
ら
え
ら
れ
る
（
菅
　
一
九
九
八
）
。

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
は
湖
羊
の
よ
う
な
家
畜
改
良
の
技
術
や
執
着
は

見
ら
れ
ず
、
自
然
の
改
造
へ
の
志
向
は
異
な
っ
て
い
る
。

〈
改
造
さ
れ
た
自
然
〉
へ
の
志
向
の
差
は
、
中
国
と
日
本
に
お
け
る
自

然
観
の
差
を
表
し
て
い
る
。〈
改
造
さ
れ
た
自
然
〉
と
人
間
の
関
係
に
お

い
て
、
日
本
の
自
然
観
は
定
形
へ
の
内
包
化
で
あ
り
、
中
国
の
自
然
観
は

52



変
形
へ
の
外
延
化
で
あ
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
然
観
の

対
比
は
、
金
魚
飼
育
の
ほ
か
に
、
花
卉
・
草
木
や
盆
景
・
盆
栽
の
栽
培
か

ら
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
ひ
い
て
は
、
動
植
物
の
飼
育
栽
培

文
化
・
花
鳥
魚
虫
文
化
研
究
と
し
て
剔
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

本
稿
の
第
一
章
に
お
い
て
、
比
較
民
俗
学
は
民
俗
要
素
の
比
較
で
は
な

く
、
民
俗
要
素
の
束
の
構
造
的
、
体
系
的
な
把
握
を
と
お
し
て
抽
象
化
さ

れ
た
法
則
、
論
理
、
原
理
の
比
較
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
本
研
究
は
金
魚

を
め
ぐ
る
民
俗
要
素
の
比
較
で
は
な
い
。
都
市
社
会
で
生
み
出
さ
れ
た
動
植
物

の
飼
育
栽
培
文
化
・
花
鳥
魚
虫
文
化
に
普
遍
的
な
法
則
、
論
理
、
原

理
に
よ
る
比
較
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
目
標
の
も
と
に
、
金
魚
飼
育
の

研
究
を
と
お
し
て
自
然
観
に
よ
る
比
較
の
枠
組
み
を
提
示
し
、
自
然
観
に

お
い
て
中
国
と
日
本
が
異
質
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
。
金
魚
飼
育
の
技
術

研
究
は
動
植
物
の
飼
育
栽
培
文
化
・
花
鳥
魚
虫
文
化
研
究
で
あ
り
、
そ
こ

か
ら
剔
出
さ
れ
た
自
然
観
に
よ
り
比
較
民
俗
学
は
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

注

(
１
)
篠
原
徹
は
、
『
北
小
浦
民
俗
誌
』
に
述
べ
ら
れ
た
「
移
住
か
ら
定

着
・
　「
稲
作
へ
の
」
融
合
と
い
う
筋
道
は
…
…
…
「
佐
渡
一
巡
記
」

以
来
柳
田
が
暖
め
て
い
た
農
漁
不
可
分
な
日
本
海
岸
の
村
の
成
立
に

関
す
る
夢
想
」
か
ら
産
み
だ
さ
れ
た
創
作
と
と
ら
え
た
（
篠
原
　
一

九
九
〇
一
七
四
）
。

（
2
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
北
小
浦
民
俗
誌
』
を
い
わ
ゆ
る
重
出
立
証

法
（
民
俗
要
素
の
集
積
・
比
較
・
綜
合
）
の
方
法
論
的
整
備
の
た
め

に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
千
葉
の
矛
盾
が
あ
る
。
千
葉
(
一

九
七
六
：
一
一
九
～
一
二
三
）
は
、
地
域
に
お
け
る
文
化
要
素

を
構
造
的
に
把
握
し
、
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
、
地
域
社
会
を
変
換

す
る
こ
と
に
よ
り
民
俗
構
造
の
類
型
化
を
図
る
こ
と
を
示
し
た
が
、

そ
れ
は
、
国
内
比
較
の
帰
納
的
研
究
法
の
整
備
を
目
的
と
し
て
い
た
。

（
３
）
梅
棹
の
論
文
を
、
柳
田
国
男
は
「
こ
の
方
法
は
日
本
民
俗
学
の
い

ま
だ
か
つ
て
こ
こ
ろ
み
ざ
る
と
こ
ろ
」
と
賞
賛
し
た
（
梅
棹
　
一
九

九
二
：
二
九
六
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
宮
田
登
は
、
「
恐
ら
く
ア
プ
ロ

ー
チ
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
柳
田
の
名
作
『
北
小
浦
民
俗
誌
』
が
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
漁
村
・
海
村
の
原
理
を
求
め
て
い
た
こ
と

と
共
通
し
て
い
る
」
と
、
梅
棹
論
文
と
柳
田
の
『
北
小
浦
民
俗
誌
』

を
対
比
し
た
（
宮
田
　
一
九
九
二
)
。
筆
者
は
、
『
北
小
浦
民
俗
誌
』

を
移
住
者
が
陸
地
定
着
過
程
に
お
い
て
稲
作
農
民
へ
一
元
的
に
収
斂

さ
れ
る
と
い
う
法
則
を
提
起
し
た
書
と
と
ら
え
る
。
宮
田
の
指
摘
を

敷
衍
し
て
い
え
ば
、
梅
棹
の
「
ヤ
ク
島
の
生
態
」
と
柳
田
の
『
北
小

浦
民
俗
誌
』
に
は
、
一
漁
村
か
ら
漁
村
・
海
村
の
原
理
を
抽
出
し
よ

う
と
す
る
目
的
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
た
結
論
（
島
の
移

住
に
対
す
る
一
元
的
把
握
と
「
グ
ル
ー
プ
保
存
の
原
理
」
を
背
景
と

し
た
「
は
だ
か
の
血
縁
原
理
の
平
均
化
作
用
」
）
に
も
共
通
点
が
見

出
さ
れ
る
。

（
4
）
こ
の
よ
う
に
対
象
地
域
の
範
囲
を
設
定
し
た
後
、
「
わ
れ
わ
れ
は
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こ
う
し
た
事
例
を
多
数
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
締
め
く

く
ら
れ
て
お
り
、
宮
田
の
地
域
民
俗
学
は
、
国
内
各
地
域
に
お
け
る

地
域
民
俗
誌
の
集
積
と
綜
合
に
よ
っ
て
日
本
文
化
や
歴
史
を
再
構
成

す
る
た
め
の
前
提
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
余
地
（
あ
い
ま
い
さ
）
を

残
し
た
（
宮
田
　
一
九
七
八
：
一
四
八
）
。

（
５
）
菅
（
一
九
九
八
、
一
九
九
九
）
や
君
塚
（
一
九
九
五
）
で
は
、
日

本
と
中
国
の
比
較
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
中
尾
（
一
九
八
六
）
は
、

江

戸
時
代
の
花
卉
園
芸
文
化
の
発
展
を
中
国
の
そ
れ
と
比
較
し
て
と

ら
え
て
い
る
。

（
６
）
金
魚
産
地
の
愛
知
県
弥
富
町
の
弥
富
金
魚
漁
業
協
同
組
合
作
成
の

二
〇
〇
〇
年
度
版
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
新
品
種
が
加
え
ら
れ
、
三

四
品
種
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
松
井
が
あ
げ
た
品
種
の
中
に
は
す
で

に
絶
滅
し
た
も
の
も
あ
る
。

（
７
）
周
（
一
九
九
五
：
一
一
九
）
は
、
庶
民
に
お
け
る
伝
統
的
な
金
魚

の
餌
を
日
本
で
は
麩
と
し
て
、
北
京
の
ミ
ジ
ン
コ
と
対
比
し
た
。
し

か
し
、
筆
者
調
査
で
は
、
昭
和
三
〇
年
代
、
日
本
の
一
般
家
庭
で
も
、

ア
カ
ム
シ
（
ユ
ス
リ
カ
の
幼
虫
）
、
イ
ト
ミ
ミ
ズ
、
ミ
ジ
ン
コ
を
金

魚
の
餌
に
し
て
い
た
。
針
金
を
輪
に
し
た
も
の
を
使
っ
て
、
ド
ブ
川

で
ア
カ
ム
シ
や
イ
ト
ミ
ミ
ズ
を
取
っ
て
い
た
と
い
う
。
阿
部
（
一
九

五
五
：
一
三
五
）
に
よ
れ
ば
、
昔
[
昭
和
二
〇
年
代
か
]
、
神
田
川

は
イ
ト
メ
（
イ
ト
ミ
ミ
ズ
）
の
本
場
と
い
わ
れ
、
本
職
の
餌
屋
が
神

田
橋
の
下
に
小
屋
を
建
て
て
住
み
、
イ
ト
メ
取
り
を
し
て
金
魚
の
餌

と
し
て
売
っ
て
い
た
。

（
８
）
丹
頂
と
い
う
品
種
は
一
九
五
八
年
に
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
金
魚

で
あ
る
。
中
国
の
品
種
名
は
紅
頭
魚
で
あ
る
（
牧
野
　
一
九
七
〇
：
一
二
六

）
。

（
９
）
　
一
九
九
六
年
の
弥
富
町
に
お
け
る
金
魚
の
生
産
量
（
尾
数
）
を
み

る
と
、
上
位
三
位
ま

で
の
和
金
、
琉
金

、
出
目
金
で
全
体

の
七
九
・

二
％

を
占
め
て

い
る
。
四

番
目
に
生
産
量

の
多

い
金
魚
と
し

て
「
金

魚

す
く

い
用
」

と

い
う
括
り

で
あ
げ

ら
れ
て

い
る
。
「
金

魚
す
く

い

用
」

は
全
体
の
三

・
五
％

を
占
め
て

い
る
（
弥
富
町
金
魚
漁
業
協
同

組
合
資

料
に
よ
る
）
。

参
考
文
献
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）

阿
部
舜
吾
　
一
九
五
五
　
『
金
魚
の
常
識
』
慶
友
社

安
達
喜
之
一
九
九
七
「
金
魚
養
玩
草
」
（
寛
延
元
年
）
佐
藤
常
雄
他
（
編
）

『
日
本
農
書
全
集
』
五
九
：
四
一
七
～
四
四
五
　
農
山
漁
村
文
化
協

会

海
部
郡
弥
富
農
業
補
習
学
校
調
査
部
　
一
九
三
二
　

『
弥
富
金
魚
』
（
謄

写
版
印
刷
）

石
田
貞
雄
　
一
九
九
七
　
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
金
魚
飼
育
」
『
日
本
農

書
全
集
月
報
』
二
五
：
六
～
八
　
農
山
漁
村
文
化
協
会

伊
藤
康
宏
　
一
九
九
七
　
「
解
題
　
金
魚
養
玩
草
」
佐
藤
常
雄
他
（
編
）

『
日
本
農
書
全
集
』
五
九
：
四
四
七
～
四
六
三
　
農
山
漁
村
文
化
協

会
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君
塚
仁
彦
　
一
九
九
五
　
「
近
世
園
芸
文
化
の
発
展
-
そ
の
背
景
と
担
い

手
た
ち
」
佐
藤
常
雄
他
（
編
）
『
日
本
農
書
全
集
』
五
四
：
五
～
二

三
　
農
山
漁
村
文
化
協
会

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
編
）
　
　一
九
九
九
　
『
く
ら
し
の
植
物
苑
特
別

企
画
　
伝
統
の
朝
顔
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

李
素
梅
（
編
著
）
　
　
一
九
九
五
　
『
實
用
養
金
魚
大
全
』
中
国
農
業
出
版

社

牧
野
信
司
・
松
井
佳
一
　
一
九
七
〇
　
『
熱
帯
魚
・
金
魚
　
標
準
原
色
図

鑑
全
集
』
　一
七
　
保
育
社

松
井
佳
一
　
　一
九
三
五
　
『
科
学
と
趣
味
か
ら
見
た
金
魚
の
研
究
』
弘
道

閣

松
井
佳
一
　
　一
九
六
三
　
『
金
魚
　
カ
ラ
ー
フ
ッ
ク
ス
』
三
四
　
保
育
社

松
井
佳
一
　
一
九
八
七
　
『
金
魚
文
化
誌
-
書
誌
学
的
考
察
』
鳥
海
書
房

松
井
佳
一
（
編
著
）
　
　一
九
七
二
　

『
金
魚
大
鑑
』
緑
書
房

南
方
熊
楠
　
一
九
七
二
　
「
金
魚
」
『
南
方
熊
楠
全
集
』
四
:
一
〇
八
～

一
一
一
　
平
凡
社

宮
田
登
　
一
九
七
八
　
『
日
本
の
民
俗
学
』
講
談
社

宮
田
登
　
一
九
九
二
　
「
梅
棹
先
生
の
『
民
俗
学
博
物
館
』
構
想
」
『
梅

棹
忠
夫
著
作
集
月
報
』
　
一
六
：
七
～
八
　
中
央
公
論
社

中
尾
佐
助
　
一
九
八
六
　
『
花
と
木
の
文
化
史
』
岩
波
書
店

直
江
廣
治
　
一
九
八
七
　
『
民
間
信
仰
の
比
較
研
究
-
比
較
民
俗
学
へ
の

道
』
吉
川
弘
文
館

小
倉
学
　
一
九
五
九
　
「
能
登
千
路
の
金
魚
振
売
商
と
地
蔵
尊
」
『
日
本

民
俗
学
会
報
』
七
:
三
三
～
三
五

桜
井
徳
太
郎
　

一

九
八
七
　

『
東
ア

ジ
ア

の
民

俗
宗

教
　

桜
井

徳
太
郎
著

作
集
』
七
　

吉
川
弘
文
館

佐
野
賢
治
　
一
九
九
〇
　
「
橋
の
象
徴
性
-
比
較
民
俗
学
的
一
素
描
」
竹

田
旦
（
編
）
『
民
俗
学
の
進
展
と
課
題
』
　
:
四
一
三
～
四
三
九
　
国

書
刊
行
会

佐
野
賢
治
　

一
九

九
六
　

「
比
較
の
視
野
－

国
際
化

の
中
の
民
俗
学
」
佐

野
賢
治

他
（
編
）
『
現
代

民
俗
学
入

門
』
　一
ニ

ー
上

一
七
　

吉
川
弘

文
館

佐
野
賢
治
　
一
九
九
八
　
「
比
較
研
究
-
郷
土
研
究
か
ら
日
本
文
化
論
へ
」

福
田
ア
ジ
オ
・
小
松
和
彦
（
編
）
『
民
俗
学
の
方
法
　
講
座
日
本
の

民
俗
学
』
　
一
：
一
一
五
～
一
三
一
　
雄
山
閣
出
版

佐
野
賢
治
　
二
〇
〇
〇
　
「
比
較
民
俗
学
」
福
田
ア
ジ
オ
他
（
編
）
『
日

本
民
俗
大
辞
典
』
下
：
四
一
四
　
吉
川
弘
文
館

関
敬
吾
他
　
一
九
八
七
　
「
座
談
会
　
民
俗
学
の
方
法
を
問
う
」
後
藤
総

一
郎
（
編
）
『
柳
田
国
男
研
究
資
料
集
成
』
　
一
七
：
七
九
～
一
四
四

日

本
図

書
セ
ン
タ

ー

下
野
敏
見
　

一
九
九
四
　

『
日
本
列
島

の
比
較
民
俗
学
』
吉
川
弘
文
館

篠
原
徹
　
一
九
九
〇
　
「
世
に
遠
い
一
つ
の
小
浦
-
『
北
小
浦
民
俗
誌
』

の
解
剖
学
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
七
:
四
七
～

八
七

菅
豊
　
一
九
九
八
　
「
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
ヒ
ツ
ジ
た
ち
-
中
国
江
南
農
耕

社
会

の
ヒ
ツ

ジ
飼
育
か
ら
見

た
商
品

経
済

の
発

展
」
『
東

洋
文
化
研
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究
所
紀
要
』
　
一
三
五
:
九
五
～
一
三
九

菅
豊
　
一
九
九
九
　
「
闘
コ
オ
ロ
ギ
か
ら
み
た
中
国
漢
人
都
市
民
の
自
然

観
」
『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
七
（
四
）
　
:
二
五
～
九
二

鈴
木
克
美
　
一
九
八
九
　
「
魚
観
賞
の
文
化
史
-
観
る
楽
し
み
の
発
見
」

矢
野
憲
一
　
（
監
修
）
『
魚
の
日
本
史
　
シ
リ
ー
ズ
自
然
と
人
間
の
日

本
史
』
　
一
:
 
五
六
～
六
一
　
新
人
物
往
来
社

鈴
木
克
美
　
一
九
九
七
　
『
金
魚
と
日
本
人
-
江
戸
の
金
魚
ブ
ー
ム
を
探

る
』
　
　三

一
書
房

鈴
木
満
男
　
一
九
七
四
　
『
マ
レ
ビ
ト
の
構
造
-
東
ア
ジ
ア
比
較
民
俗
学

研
究
』
三

一
書
房

周
達
生
　
一
九
九
五
　
『
民
族
動
物
学
-
ア
ジ
ア
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
』

東
京
大
学
出
版

会

竹
田
旦
　
一
九
九
五
　
『
祖
先
崇
拝
の
比
較
民
俗
学
-
日
韓
両
国
に
お
け

る
祖
先
祭
祀
と
社
会
』
吉
川
　

弘
文
館

千
葉
徳
爾
　
一
九
七
六
　
「
地
域
研
究
と
民
俗
学
-
い
わ
ゆ
る
「
柳
田
民

俗
学
」
を
超
え
る
た
め
に
」
和
歌
森
太
郎
（
編
）
『
民
俗
学
の
方
法

日
本
民
俗
学
講
座
』
五
:
八
六
～
一
五
〇
　
朝
倉
書
店

梅
棹
忠
夫
　
一
九
五
一
　
　
「
ヤ
ク
島
の
生
態
」
『
思
想
』
三
二
（
七
）
　
：

三
五
～
四
八
　

岩
波

書
店

梅
棹
忠
夫
　
一
九
九
二
　
「
追
記
二
　
柳
田
国
男
氏
と
の
出
あ
い
」
『
梅
棹

忠
夫
著
作
集
』
　
一
九
：
二
九
六
　
中
央
公
論
社

王
春
元
　

一
九
九
四
　

『
中
国
金
魚
』
　

金
盾
出
版
社

王
占
海
等

（
編
著
）
　
　一
九
九
三
　

『
金

魚
的
飼
養
與
観
賞
』
　

上
海
科

学
技
術
出
版
社

伍
惠
生
・
傳
毅
遠
（
編
著
）
　
　
一
九
八
三
　
『
中
国
金
魚
-
鑑
賞
與
養
殖

大
全
』
　
天
津
科
学
技
術
出
版
社

許
祺
源
（
編
著
）
　
　一
九
九
九
　
『
金
魚
飼
養
百
聞
百
答
』
江
蘇
科
学
技

術
出
版
社

許
祺
源
・
蔡
仁
逵
（
編
著
）
　
　
一
九
九
六
　
『
東
方
聖
魚
-
中
国
金
魚
』

中
国
農
業
出
版
社

許
祺
源

’
許
中
雅
（
編
著
）
　
二
〇
〇
〇
　
『
中
国
名
貴
金
魚
』
上
海
科

学
技
術
出
版
社

薛
守
紀
（
編
著
）
　
　
一
九
九
八
　
『
花
卉
與
観
賞
魚
』
科
学
普
及
出
版
社

柳
田
国
男
　
一
九
六
八
　
「
魚
の
移
住
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
三
：
三

二
四
～
三
二
六
　
筑
摩
書
房

柳
田
国
男
　
一
九
七
〇
　
「
北
小
浦
民
俗
誌
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
二

五
：
三
六
五
～
四
五
四
　
筑
摩
書
房

柳
田
国
男
　
一
九
九
〇
　
「
民
間
伝
承
論
」
『
柳
田
国
男
全
集
』
二
八
：

二
四
七
～
五
〇
六
　
筑
摩
書
房

趙
承
萍
等
（
編
著
）
　
　一
九
九
一
　
　『
金
魚
』
金
盾
出
版
社

張
紹
華
等
（
編
著
）
　
　一
九
九
三
　
『
金
魚
錦
鯉
熱
帯
魚
』
金
盾
出
版
社
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