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の
奥
に
あ
る
鋤
鼻
器
（
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
器
官
）

で
性フ

ェ

ロ

モ

ン

刺
激
運
搬
分
泌
物
を
受
け
取
り
や
す

く
、
よ
り
多
く
の
刺
激
を
取
り
入
れ
よ
う

と
す
る
生
理
現
象
な
の
で
す
。
猫
飼
い
や

下
僕
が
脱
い
だ
靴
下
の
匂
ひ
な
ど
に
反
応

を
お
示
し
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◯　

口
─
味
覚

　

成
熟
し
た
猫
様
の
歯
の
本
数
は
30
本
。

獲
物
に
と
ど
め
を
刺
す
際
に
は
強
く
か
む

力
が
必
要
な
た
め
、
顎
が
短
く
な
り
歯
も

少
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

肉
を
斬
り
裂
く
臼
歯
（
烈
肉
歯
）
が
強
大

な
一
方
で
、
前
歯
に
あ
た
る
切
歯
（
門
歯
）

歯
は
「
い
と
小
さ
く
」
な
っ
て
い
ま
す
。

　

猫
様
の
舌
が
ザ
ラ
ザ
ラ
と
し
て
い
る
の

は
、
糸し

状
じ
ょ
う

乳
に
ゅ
う

頭と
う

と
呼
ば
れ
る
細
か
な
突

起
が
密
集
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
突

起
は
味
覚
を
感
じ
る
器
官
で
は
な
く
、
食

べ
物
を
上
手
に
抄
い
上
げ
て
口
の
中
へ
運

ん
だ
り
、
身
体
の
毛
繕
い
を
し
た
り
す
る

際
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　

味
覚
は
ヒ
ト
ほ
ど
繊
細
で
は
な
く
、
甘

味
を
感
じ
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

代
わ
り
に
苦
味
や
酸
味
に
は
敏
感
で
、
こ

れ
ら
の
味
覚
は
主
に
舌
の
周
辺
部
に
存
在

す
る
味み

蕾ら
い

と
呼
ば
れ
る
細
胞
で
感
じ
取
り
、

脳
に
感
覚
と
し
て
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
猫

様
の
味
蕾
の
数
は
、
ヒ
ト
の
10
分
の
1
以

下
、犬
さ
ん
の
約
半
数
の
7
8
0
個
で
す
。

◯　

ひ
げ
─
触
覚

　

猫
様
の
重
要
な
感
覚
器
官
で
あ
る
ひ
げ

（
触
毛
）
に
は
神
経
が
集
中
し
て
お
り
、

空
気
の
流
れ
や
温
度
な
ど
も
敏
感
に
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
番
目
立
つ
の
は
鼻
下
の
ひ
げ
袋

（
ウ
ィ
ス
カ
ー
パ
ッ
ド
）
か
ら
生
え
て
い

る
も
の
で
す
が
、
目
の
上
や
顎
の
下
な
ど

か
ら
も
生
え
て
い
て
、
全
部
で
お
よ
そ
60

本
。
鼻
周
り
の
ひ
げ
は
片
側
12
本
ほ
ど
で

あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

ひ
げ
の
向
き
か
ら
あ
る
程
度
感
情
の
動

き
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
嬉
し

い
時
は
ピ
ン
と
立
て
、
退
屈
し
て
い
る
時

や
寛
い
で
い
る
時
、
眠
い
時
に
は
垂
れ
て

い
ま
す
。
警
戒
し
て
い
る
時
は
顔
ふ
す
さ

に
広
げ
、
恐
怖
を
感
じ
た
時
は
顔
に
ひ
た

と
付
け
ま
す
。

　

猫
様
の
ひ
げ
は
、
狭
い
隙
間
な
ど
を
通

る
時
に
は
感セ

ン

サ

ー

知
装
置
の
よ
う
な
役
割
も
果

た
し
ま
す
。
毛
根
の
ま
わ
り
に
は
あ
ま
た

の
知
覚
神
経
が
通
り
、「
い
と
い
と
敏
感
」、

ひ
げ
の
当
た
り
具
合
に
よ
っ
て
身
体
が
通

れ
る
か
ど
う
か
を
瞬
時
に
判
断
で
き
る
の

で
す
。

●　

楓
之
典
君
の
つ
ぶ
や
き

　

─　

ぷ
ぅ
の
瞳
は
1
萬
ボ
ル
ト

　
　

地
上
に
降
り
た
最
後
の
天
使
也　

─
　

渋
沢
栄
一
は
、
今
年
7
月
発
行
予
定
の

紙
幣
改
定
に
お
い
て
、
新
一
万
円
札
の
肖

像
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
日
本
を
代
表
す

る
経
済
人
と
し
て
、ま
た
初
代
紙
幣
頭
（
後

の
造
幣
局
長
）
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
何
度

も
肖
像
の
候
補
者
と
し
て
選
ば
れ
て
い
た

が
、
か
つ
て
は
偽
造
防
止
の
た
め
肖
像
に

は
髭
の
あ
る
人
物
を
使
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
髭
の
な
い
渋
沢
栄
一
が
採
用
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
偽
造
防
止

の
技
術
が
向
上
し
、
髭
の
無
い
女
性
も
肖

像
に
使
え
る
よ
う
に
な
り
、
今
回
、
渋
沢

が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

渋
沢
栄
一
は
幕
末
（
天
保
11
年
＝
1
8

4
0
年
）
か
ら
明
治
、
大
正
、
昭
和
（
6

年
＝
1
9
3
1
年
）
に
か
け
て
波
乱
万
丈

の
生
涯
を
駆
け
抜
け
る
よ
う
に
送
っ
た
英

傑
で
あ
る
。
江
戸
末
期
に
農
民
（
名
主
）

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
武
士
（
城
代
家

老
）
が
百
姓
か
ら
搾
り
取
る
遣
り
口
（
借

金
し
て
理
由
な
く
踏
み
倒
す
）
に
立
腹
し
、

従
弟
と
と
も
に
高
崎
城
を
乗
っ
取
っ
て
武

器
を
調
達
す
る
計
画
を
立
て
た
が
、
ひ
ょ

ん
な
こ
と
か
ら
一
橋
家
の
家
臣
に
取
り
立

て
ら
れ
、
慶
応
2
年
（
1
8
6
6
年
）
12

月
、
徳
川
慶
喜
の
将
軍
宣
下
に
伴
い
自
動

的
に
幕
臣
と
な
り
、
維
新
後
の
明
治
政
府

で
は
井
上
馨
の
下
で
大
蔵
官
僚
と
し
て
造

幣
、
戸
籍
、
出
納
な
ど
様
々
な
政
策
立
案

を
行
っ
た
。
退
官
後
は
実
業
界
に
転
じ
、

第
一
国
立
銀
行
（
現
み
ず
ほ
銀
行
）、
東

京
商
法
会
議
所
（
現
東
京
商
工
会
議
所
）、

東
京
証
券
取
引
所
な
ど
の
多
種
多
様
な
会

社
や
経
済
団
体
の
設
立
・
経
営
に
関
わ
っ

た
。
そ
の
う
ち
企
業
は
富
岡
製
絲
場
、
東

京
瓦
斯
や
日
本
郵
船
な
ど
約
5
0
0
社
に

も
及
び
、「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
と
称

さ
れ
る
。
同
時
に
福
祉
事
業
、
医
療
事
業
、

実
業
教
育
、
女
子
教
育
、
研
究
事
業
、
国

際
交
流
、
民
間
外
交
の
実
践
等
に
も
尽
力

し
、
男
爵
次
い
で
子
爵
に
叙
せ
ら
れ
た
。

ま
た
『
論
語
と
算
盤
』
を
著
し
、"
道
徳

経
済
合
一
の
思
想
"
を
唱
え
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
て
い
る
。

　
『
論
語
と
算
盤
』
に
は
彼
の
理
念
が
端

的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
富
を
な
す
根
源
は
何
か
と
言
え
ば
、

仁
義
道
徳
で
あ
る
。
正
し
い
道
理
の
富
で

な
け
れ
ば
、
そ
の
富
は
完
全
に
永
続
す
る

こ
と
が
で
き
ぬ
」。
そ
し
て
、
道
徳
と
離

れ
た
欺
瞞
、
不
道
徳
、
権
謀
術
数
的
な
商

渋
沢
栄
一
の
「
夢
七
訓
」

中
垣　

秀
夫　
陸
自
69
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才
は
、
真
の
商
才
で
は
な
い
と
断
言
し
て

い
る
。
ま
た
、
同
書
の
次
の
言
葉
に
は
、

栄
一
の
経
営
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。

　
「
金
銭
資
産
は
、
仕
事
の
滓
（
か
す
）

で
あ
る
。
滓
を
で
き
る
だ
け
多
く
貯
え
よ

う
と
す
る
も
の
は
い
た
ず
ら
に
現
世
に
糞

土
の
牆
を
築
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」。

（
注
：
糞ふ

ん
ど土

の
牆

し
ょ
う

＝
役
に
立
た
な
い
こ
と

の
た
と
え
）「
事
柄
に
対
し
如
何
に
せ
ば

道
理
に
か
な
う
か
を
ま
ず
考
え
、
し
か
し

て
そ
の
道
理
に
か
な
っ
た
や
り
方
を
す
れ

ば
国
家
社
会
の
利
益
と
な
る
か
を
考
え
、

更
に
か
く
す
れ
ば
自
己
の
た
め
に
も
な
る

か
と
考
え
る
。
そ
う
考
え
て
み
た
と
き
、

も
し
そ
れ
が
自
己
の
た
め
に
は
な
ら
ぬ

が
、
道
理
に
も
叶
い
、
国
家
社
会
を
も
利

益
す
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
余
は
断
然
自

己
を
捨
て
て
、
道
理
の
あ
る
と
こ
ろ
に
従

う
積
り
で
あ
る
」

　

特
筆
す
べ
き
は
、
慶
応
3
年
（
1
8
6

7
年
）
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会

に
将
軍
の
名
代
と
し
て
出
席
し
た
慶
喜
の

異
母
弟
・
徳
川
昭あ

き

武た
け

（
慶
喜
は
自
分
の
後

継
者
と
し
て
期
待
し
て
お
り
、
特
に
目
を

掛
け
て
可
愛
が
っ
て
い
た
）
の
随
員
と
し

て
フ
ラ
ン
ス
へ
と
渡
航
し
た
こ
と
で
あ

る
。
パ
リ
万
博
を
視
察
し
た
ほ
か
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
国
を
訪
問
す
る
昭
武
に
随
行
し

た
。
そ
の
際
に
通
訳
兼
案
内
役
と
し
て
同

行
し
て
い
た
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・

シ
ー
ボ
ル
ト
か
ら
語
学
や
諸
外
国
事
情
を

学
び
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
案
内
で
各
地
で
先

進
的
な
産
業
・
諸
制
度
を
見
聞
す
る
と
と

も
に
、
近
代
社
会
の
あ
り
よ
う
を
学
ん
だ
。

こ
の
体
験
を
通
じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
驚

く
と
と
も
に
、
ま
た
人
間
平
等
主
義
に
も

感
銘
を
受
け
た
。
こ
の
際
に
見
聞
し
た
体

験
が
、
そ
の
後
の
渋
沢
の
人
生
を
大
き
く

変
え
た
。
そ
の
結
果
、
前
述
し
た
明
治
維

新
の
日
本
の
殖
産
興
業
に
寄
与
す
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

更
に
、
明
治
37
年
（
1
9
0
4
年
）
の

日
露
戦
争
開
戦
に
際
し
て
は
、
陸
軍
参
謀

次
長
の
児
玉
源
太
郎
か
ら
財
界
と
し
て
の

支
援
を
依
頼
さ
れ
た
。
20
億
円
（
当
時
の

国
家
予
算
が
7
億
円
）
と
い
う
莫
大
な
戦

費
の
調
達
に
関
し
て
は
、
国
民
経
済
へ
の

影
響
か
ら
当
初
は
難
色
を
示
し
て
い
た

が
、
児
玉
の
話
か
ら
ロ
シ
ア
帝
国
の
極
東

政
策
の
意
図
を
素
早
く
的
確
に
理
解
し
、

開
戦
止
む
無
し
と
の
考
え
に
至
り
協
力
す

る
こ
と
を
決
意
し
た
。
直
ち
に
欧
米
を
回

り
、
日
本
国
債
の
発
行
と
募
集
を
図
っ
た

が
、
日
英
同
盟
の
影
響
と
ド
イ
ツ
で
参
謀

本
部
次
長
の
経
歴
を
有
す
る
メ
ッ
ケ
ル
の

「
児
玉
大
将
が
満
洲
総
軍
の
参
謀
総
長
な

ら
、
日
本
が
勝
つ
だ
ろ
う
」
と
の
評
価
か

ら
短
期
間
で
の
戦
費
の
調
達
が
可
能
と

な
っ
た
。
日
露
戦
争
勝
利
の
陰
の
功
労
者

と
言
え
る
。
ま
た
開
戦
を
目
前
に
渋
沢
を

訪
ね
た
児
玉
陸
軍
参
謀
次
長
（
参
謀
総
長

は
宮
様
で
あ
り
、
参
謀
本
部
の
実
質
的
責

任
者
）
の
慧
眼
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
渋
沢
栄
一
は
「
人
間
は
夢

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、

「
夢
七
訓
」
の
名
言
を
提
唱
し
て
お
り
、

し
か
も
こ
れ
が
余
程
気
に
入
っ
た
と
見

え
、
自
ら
色
紙
に
揮
毫
し
て
署
名
し
残
し

て
い
る
。
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、　

現
在
の
我
々
が
読
ん
で
も
通
じ
る
も
の
が

あ
る
。




