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魚
の
鰹カ
ツ
オや
鮪マ
グ
ロは

泳
ぎ

前
進
す
る
こ
と
で

呼
吸
を
し
て
い
る
と
い
う

つ
ま
り

泳
ぐ
こ
と
を
や
め
れ
ば

死
ぬ
と
い
う
こ
と

わ
れ
わ
れ

人
間
は
ど
う
で
あ
ろ
う

た
と
い

そ
の
歩
み
が

の
ろ
く

蛞ナ
メ
ク
ジ蝓
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と

前
へ

一
歩
前
へ

そ
の
意
識
は

持
ち
続
け
た
い



は
、
直
接
原
因
で
あ
る
「
因
」
と
間
接

原
因
で
あ
る
「
縁
」
と
に
よ
っ
て
成
立

も
し
、
ま
た
破
壊
も
す
る
と
い
う
、
仏

教
の
根
幹
を
な
す
因
縁
の
教
え
が
、
日

本
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
、
身
に
つ
い
て
い
る
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
で
し
ょ
う
、
テ
レ
ビ
報
道
で

見
る
、
被
災
者
の
方
々
の
多
く
は
、
辛

さ
を
見
せ
ぬ
よ
う
歯
を
食
い
し
ば
り
、

気
丈
に
耐
え
て
、
寡か
も
く黙
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
仏
教
学
者
の
ひ
ろ
さ
ち
や
氏

が
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
中
期
の
禅
僧
に
白は
く
い
ん隠

禅
師
が
い

ま
す
。
そ
の
白
隠
禅
師
の
弟
子
に
阿お
さ
つ察

と
い
う
名
の
女
性
が
い
ま
し
た
。
彼
女

は
在
家
の
身
な
が
ら
、
相
当
奥
深
く
禅

を
学
ん
だ
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
阿お
さ
つ察
婆
さ
ん
は
、

孫
娘
の
死
に
直
面
し
て
、
棺か
ん
お
け桶

の
前
で

四し
む
り
ょ
う
し
ん

無
量
心

　
東
日
本
を
お
そ
っ
た
あ
の
震
災
か
ら

一
月
半
ほ
ど
た
ち
ま
し
た
。
そ
の
痛
手

は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
被
災
者
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
世
界
中
の
人
々
の
心
に

も
深
い
傷
跡
を
残
す
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
近
隣
諸
国
で
は
、
日
本
人
以
上

に
、
放
射
能
汚
染
を
警
戒
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
そ
ん
な
中
、
復
興
と
い
う
に

は
ま
だ
ほ
ど
遠
い
段
階
で
あ
り
ま
し
ょ

う
が
、
多
く
の
方
々
に
よ
る
救
い
の
手

が
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
一ひ
と
す
じ筋

の
光
明
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
私
は
、
普
段
あ
ま
り
テ
レ
ビ
を
見
る

方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
忘
れ
得
ぬ
一

つ
の
映
像
が
あ
り
ま
す
。
震
災
翌
日

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
中
学
生
く
ら
い

の
女
の
子
が
、誰
は
ば
か
る
こ
と
な
く
、

遠
く
を
見
つ
め
、
流
れ
落
ち
る
涙
を
拭ふ

こ
う
と
も
せ
ず
、
何
度
も
、
何
度
も
、

た
だ
「
お
母
さ
ん
、
お
母
さ
ん
」
と
呼

び
続
け
て
い
る
姿
で
す
。

　
仏
教
で
は
「
会え
し
ゃ
じ
ょ
う
り

者
定
離
」「
愛あ
い
べ
つ
り
く

別
離
苦
」

と
い
っ
て
、
諸
行
は
無
常
で
あ
り
、
愛

す
る
も
の
と
の
別
れ
は
必
定
で
あ
り
、

そ
の
苦
し
さ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来

な
い
と
説
き
ま
す
が
、
こ
の
た
び
、
不

条
理
な
別
れ
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ど
れ

ほ
ど
の
人
た
ち
が
、
そ
の
悲
し
い
涙
を

流
さ
れ
た
の
か
と
思
う
と
、
胸
が
痛
く

な
り
ま
す
。

　
一
方
、
外
国
メ
デ
ィ
ア
は
、
こ
の
よ

う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
日
本
人
は

辛
抱
強
く
、
略
奪
と
い
っ
た
暴
動
が
起

き
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
礼
儀
正
し

く
秩
序
を
守
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
の

目
を
も
っ
て
見
、
か
つ
、
称
賛
し
て
い

る
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、

あ
の
有
名
な
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭

「
祇ぎ

園お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

精
舎
の
鐘
の
声 
、
諸
行
無
常
の

響
き
あ
り
…
」
で
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

無
常
観
、
さ
ら
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
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わ
ん
わ
ん
泣
い
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
に

も
激
し
い
悲
歎
ぶ
り
に
、
周
り
の
人
々

が
忠
告
し
ま
し
た
。

　「
阿お
さ
つ察
さ
ん
、
あ
ん
た
は
白
隠
禅
師

に
禅
を
習
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
に

泣
く
な
ん
て
、
禅
の
教
え
が
役
に
立
っ

て
い
な
い
で
は
な
い
か
。」

　「
や
か
ま
し
い
！
　
わ
た
し
の
涙
は

尋
常
の
涙
で
は
な
い
ん
だ
。
わ
た
し
は

真
珠
の
涙
を
流
し
て
い
る
の
だ
。」

　
そ
れ
が
阿お
さ
つ察

の
返
答
で
し
た
。

　
禅
と
い
う
も
の
は
、悲
し
い
と
き
に
、

悲
し
ま
ず
に
い
ら
れ
る
精
神
力
を
養
う

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
悲
し
い
と
き

に
し
っ
か
り
と
悲
し
み
、
そ
し
て
真
珠

の
涙
を
流
せ
る
。
そ
れ
を
教
え
て
い
る

の
が
禅
で
あ
り
、
仏
教
で
す
…
…
と
。

　
確
か
に
、
悲
し
い
と
き
は
、
先
に
紹

介
し
た
女
の
子
の
よ
う
に
、
思
い
切
り

泣
く
の
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
ど
も
、
悲
し
ん
で
お
ら
れ
る
人
に
対

し
て
、
つ
い
「
が
ん
ば
っ
て
」
と
、
安

易
に
励
ま
し
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
世
間
の
年
寄
り
た
ち
は
「
あ
ん
た

が
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
た
ん
で
は
、
お

浄
土
に
往い

け
る
者
も
往い

け
な
く
な
く
っ

て
し
ま
う
」
な
ど
と
た
し
な
め
た
り
し

が
ち
で
す
。
し
か
し
、
相
手
の
心
を
深

く
気き
づ
か遣

う
、
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ

り
ま
す
。

　
で
は
、
苦
し
ん
で
い
る
他
人
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
接
し
た
ら

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
で
は
、
次

の
「
四
無
量
心
」
で
説
か
れ
ま
す
。

〈
慈
〉
与よ
ら
く楽
、
他
人
を
幸
せ
に
し
て
あ

げ
た
い
と
思
う
心
。
苦
し
む
人
を
、
楽

に
し
て
あ
げ
る
こ
と
。

〈
悲
〉
抜ば
っ
く苦

、
他
人
の
苦
し
み
を
抜
い

て
あ
げ
た
い
と
思
う
心
。
悲
し
む
人
に

寄
り
添
い
、
共
に
泣
く
こ
と
。

〈
喜
〉
随ず
い
き喜
、
他
人
の
喜
び
を
共
に
す

る
心
。
苦
が
抜
か
れ
た
姿
を
見
て
、
妬ね
た

む
こ
と
な
く
、
共
に
喜
ぶ
こ
と
。

〈
捨
〉
浄じ
ょ
う
し
ゃ捨、
他
人
に
施
し
た
恩
も
、

他
人
か
ら
受
け
た
害
も
忘
れ
、
一
切
の

報
い
を
捨
て
去
る
心
。
苦
を
抜
い
て

や
っ
た
、楽
を
与
え
て
や
っ
た
と
い
う
、

ま
た
、
自
分
が
救
う
と
い
う
傲ご
う
ま
ん慢
さ
を

捨
棄
す
る
こ
と
。

　
以
上
、四
つ
の
菩ぼ
さ
つ
ぎ
ょ
う

薩
行
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
が
、
募
金
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
よ
っ
て
、
被
災
者
を
支
援
す

る
場
合
、
完
全
な
る
実
行
は
む
ず
か
し

い
で
す
が
、
こ
れ
ら
四
つ
の
心
と
照
ら

し
合
わ
せ
な
が
ら
さ
せ
て
い
た
だ
く
べ

き
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
中
に
は
、
何
か

し
て
あ
げ
た
い
が
、
今
の
自
分
に
は
い

ろ
い
ろ
な
事
情
で
出
来
な
い
と
い
う
人

も
、善ぜ
ん
ど
う導

大
師
が
『
五ご

げ悔
』
の
中
で
「
人

の
善よ

き
行
い
を
喜
び
て
共
に
励
ま
ん
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
、ま
ず
は
、

妬ね
た
み
を
な
く
し
、
随
喜
の
心
を
持
つ
だ

け
で
も
よ
い
。
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。
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災
で
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
供
養

を
、
参
詣
者
の
皆
様
と
一
緒
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
あ
わ
せ
て
、
義
捐
金
の
募

金
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方

か
ら
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、

月
参
り
の
折
に
い
た
だ
い
た
分
も
あ

り
、33,712

円
の
浄
財
が
集
ま
り
ま

し
た
。
当
山
と
し
て
は
、
施
餓
鬼
供
養

の
布
施
の
一
部
と
合
わ
せ
て
30
万
円
、

ご
本
山
に
届
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
被
災
者

に
お
届
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ご

協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
入
園

　
孫
の
道み
ち
あ
き祥
が
、
こ
の
四
月
か
ら
幼
稚

園
に
通
っ
て
い
ま
す
。
涙
が
出
て
き
た

の
は
一
日
だ
け
の
よ
う
で
一
安
心
。「
転

ん
で
も
泣
か
な
か
っ
た
！
」
と
、
子

供
な
り
に
我
慢
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

◆
つ
な
ぐ
手
に
思
い
残
し
て
園
児
バ
ス
　
沐
魚

は
、
そ
の
響
き
に
あ
る
と
考
え
て
い
い
だ

ろ
う
。
奥
深
い
そ
の
響
き
は
、
聞
く
人

に
菩ぼ
だ
い提
心
を
起
こ
さ
せ
、
仏
教
へ
の
愛

着
を
呼
び
起
こ
し
、
煩ぼ
ん
の
う悩
を
軽
く
し
て

く
れ
る
と
感
じ
さ
せ
た
。

　
こ
の
梵
鐘
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び

方
が
あ
る
が
、
以
下
、
主
な
も
の
を
紹

介
し
て
み
よ
う
。「
鯨げ
い
し
ょ
う鐘」「
洪お
お
か
ね鐘
」「
釣つ
り

鐘が
ね

」「
撞し
ゅ
し
ょ
う鐘」「

長ち
ょ
う
げ
い鯨」「

巨き
ょ
げ
い鯨

」「
華か
げ
い鯨

」

…
…
。
鯨
が
つ
く
の
は
、
そ
の
形
状
か
ら

の
連
想
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
は
、
梵
鐘
や
半
鐘
の
頭
に
は

必
ず
「
竜り
ゅ
う
ず頭

」
が
つ
い
て
い
る
点
に
注

意
し
た
い
。
実
は
、竜
は
仏
教
の
保
護
神
。

そ
の
た
め
に
、鐘
に
は
欠
か
せ
な
い
の
だ
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』
早
わ
か
り
事
典
）

▼
東
日
本
大
震
災
義
捐
金

　
先
般
の
春
彼
岸
施
餓
鬼
会
の
折
、
震

◎
半は
ん
し
ょ
う鐘

　
現
在
で
こ
そ
、ス
ワ
火
事
！
　
と
な
っ

て
も
「
半
鐘
」
が
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
鳴
る

光
景
は
時
代
劇
の
中
で
し
か
見
ら
れ
な

い
が
、
こ
の
半
鐘
の
起
源
は
時
を
知
ら

せ
る
た
め
の
も
の
。
イ
ン
ド
で
は
、
僧
侶

の
集
会
の
時
な
ど
に
は
木
製
の
「
揵か
ん
ち稚
」

を
鳴
ら
し
た
が
、
中
国
で
は
木
の
か
わ

り
に
「
銅ど
う
し
ょ
う鐘」
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、
寺
院
の

「
梵ぼ
ん
し
ょ
う鐘」

と
し
て
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

　
半
鐘
は
、
そ
の
鐘
を
小
型
に
し
た
も

の
と
考
え
て
い
い
。
も
っ
ぱ
ら
建
物
の
下

に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
用
途

は
火
災
の
合
図
の
た
め
だ
っ
た
と
か
。
そ

の
た
め
に
市
中
で
は
、
火
災
警
鐘
用
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

　
時
を
知
ら
せ
る
と
い
う
実
利
的
目
的

の
道
具
だ
っ
た
鐘
が
、
仏
教
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
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