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鯉のぼり

日
本
で
は
子
ど
も
の
立
身
出
世
や
健

康
を
願
い
、
端
午
の
節
句
に
鯉
の
ぼ

り
を
掲
揚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

１
８
３
８
（
天
保
９
）
年
に
刊
行

さ
れ
た
斎
藤
月げ

っ
し
ん岑
著
『
東
都
歳
事

記
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
「
紙
に
て
鯉
の
形
を
つ
く
り
竹
の

先
に
つ
け
て
幟
と
共
に
立
つ
る
事
、

是
も
近
世
の
な
ら
は
し
也
。
出
世
の

魚
と
い
へ
る
諺
に
よ
り
男
児
を
祝
す

る
の
意
な
る
べ
し
。
た
だ
し
東
都
の

風
俗
な
り
と
い
へ
り
。（
紙
で
鯉
の

形
を
作
り
竹
の
先
に
つ
け
て
幟
と
と

も
に
立
て
る
こ
と
は
近
頃
の
習
わ
し
。

鯉
が
龍
に
出
世
し
た
と
い
う
伝
説
に

ち
な
ん
で
男
児
を
祝
う
意
味
だ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
れ
は
江
戸
だ
け
の
風
習
と

い
う
こ
と
）」

　

当
時
は
紙
製
で
、
幟
の
付
属
か
ら

独
立
し
た
こ
と
、
中
国
の
登
龍
門
が

ル
ー
ツ
で
あ
る
こ
と
、
江
戸
で
誕
生

し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

主
に
紙
製
だ
っ
た
鯉
の
ぼ
り
が
、

明
治
時
代
に
入
る
と
木
綿
製
が
登
場

す
る
。
戦
後
、
和
紙
の
産
地
が
衰
退

し
た
こ
と
も
あ
り
、
木
綿
製
や
化
学

繊
維
で
多
く
の
鯉
の
ぼ
り
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
は
ナ
イ
ロ

ン
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
製
が
主
流
。
紙

製
は
昭
和
中
期
ま
で
は
盛
ん
に
製
作

さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
ほ
と
ん

ど
見
る
こ
と
が
な
い
。

鯉
が
増
え
、
色
は
カ
ラ
フ
ル
に

　

江
戸
時
代
は
黒
い
鯉
（
真
鯉
）
の

一
匹
の
み
が
主
流
だ
っ
た
。
歌
川
広

重
『
名
所
江
戸
百
景 

水
道
橋
駿
河

台
』
に
は
黒
い
鯉
だ
け
が
描
か
れ
て

い
る
。
明
治
以
降
に
赤
色
の
緋ひ

鯉
も

多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
数
匹

の
鯉
を
一
緒
に
掲
揚
す
る
よ
う
に
な

る
。
黒
と
赤
に
加
え
、
昭
和
30
年
代

に
は
青
、
緑
、
橙

だ
い
だ
いな
ど
の
カ
ラ
フ
ル

な
鯉
の
ぼ
り
が
登
場
。
五
色
の
鯉
の

ぼ
り
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。
時
を
同
じ
く

し
て
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
迎
え

た
た
め
、「
東
京
五
輪
の
た
め
に
五

色
が
誕
生
し
た
」
と
い
う
俗
説
も
あ

っ
た
が
無
関
係
。
青
は
清
潔
、
緑
は

健
康
、
橙
は
闘
志
を
表
し
て
い
る
。

　

矢
車
と
吹
流
に
も
意
味
が
あ
る
。

　

矢
車
の
矢
は
古
来
、
邪
悪
な
も
の

を
射
る
と
い
う
こ
と
か
ら
魔
除
け
の

意
味
を
持
つ
。
江
戸
か
ら
昭
和
初
期

に
は
矢
車
の
上
に
竹
製
の
籠
玉
を
付

け
た
が
、
そ
れ
が
金
属
製
の
回
転
球

に
代
わ
っ
た
。

　

吹
流
は
明
治
以
降
、
鯉
の
ぼ
り
と

一
緒
に
掲
げ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

五
色
に
染
め
ら
れ
た
も
の
は
、
古
代

中
国
の
陰い

ん
よ
う陽
五ご

ぎ
ょ
う行
説
か
ら
き
て
い
る
。

二
本
線
（
二
引
）
が
染
め
ら
れ
て
い

る
も
の
は
「
子
孫
繁
栄
」
を
願
う
と

さ
れ
る
。

　
今
回
は
童
謡
「
こ
い
の
ぼ
り
」
で

「
屋
根
よ
り
高
い
♪
」
と
歌
わ
れ
る

“
鯉
の
ぼ
り
〟
が
テ
ー
マ
で
す
。
都

心
で
は
屋
根
よ
り
高
い
も
の
を
見
か

け
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

ベ
ラ
ン
ダ
や
軒
先
に
は
カ
ラ
フ
ル
な

鯉
の
ぼ
り
が
掲
揚
さ
れ
て
い
ま
す
。

何
匹
か
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
か

け
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
大
き
な
鯉

一
匹
だ
け
。
鯉
の
ぼ
り
に
託
さ
れ
た

願
い
や
歴
史
を
調
べ
ま
し
た
。

登
龍
門
に
ち
な
ん
だ
風
習

　

鯉
の
ぼ
り
は
端
午
の
節
句
に
掲
揚

さ
れ
る
鯉
の
形
を
模
し
た
吹ふ

き
ぬ
き貫
の
こ

と
。
古
代
中
国
の
故
事
で
あ
る
登
龍

門
「
鯉
が
龍
門
の
滝
を
登
り
、
龍
に

転
じ
る
」
に
ち
な
み
、
そ
の
図
を
幟

旗
に
描
き
、
さ
ら
に
江
戸
中
期
に
立

体
化
し
た
も
の
が
鯉
の
ぼ
り
で
あ
る
。
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林
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／
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ぼ
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０
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８
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史
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史
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台
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）


