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水援隊だより
菊池川河川水援隊 平   晋 一 郎

未 来 の 子どもへ 美しい 川 を 残し生 態 系 を 崩さないようにする 為 に 、
私 たちに 何 が 出 来 るか 考えてみませ んか ？

環境PRESS

昔
か
ら
菊
池
川
水
系
で
大
変
親
し

ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、今
で
は

珍
し
く
な
っ
た
シ
ビ
ン
チ
ヤ
と

い
う
魚
が
い
ま
す
。シ
ビ
ン
チ
ヤ
と
い
っ
て
も

タ
ナ
ゴ
類
を
み
ん
な
含
め
て
菊
池
川
水
系
で

は
シ
ビ
ン
チ
ヤ
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
す（
緑

川
水
系
で
は
シ
ビ
ン
タ
）。日
本
で
は
十
五
種

類
の
タ
ナ
ゴ
類
が
確
認
さ
れ
、そ
の
う
ち
八

割
が
熊
本
県
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
菊
池
川

水
系
に
生
息
し
て
い
る
の
は
ニ
ッ
ポ
ン
バ
ラ
タ

ナ
ゴ
、カ
ゼ
ト
ゲ
タ
ナ
ゴ
、ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
、カ
ネ

ヒ
ラ
等
と
思
い
ま
す
。

　

体
長
三
〜
八
セ
ン
チ
く
ら
い
で
体
高
が
高

く
、平
た
い
形
を
し
て
い
ま
す
。タ
ナ
ゴ
類
は

分
類
上
は
コ
イ
目
コ
イ
科
タ
ナ
ゴ
類
に
属
し

ま
す
が
、普
通
の
魚
と
違
っ
た
産
卵
習
性
を

持
っ
た
不
思
議
な
魚
で
す
。
繁
殖
期
に
な
る

と
雄
の
体
は
オ
イ
カ
ワ
や
カ
ワ
ム
ツ
の
雄
と

同
じ
よ
う
に
婚
姻
色
で
彩
ら
れ
、雌
は
産
卵

管
を
伸
ば
し
て
、こ
れ
を
生
き
た
二
枚
貝（
カ

ラ
ス
ガ
イ
、イ
シ
ガ
イ
な
ど
）の
出
水
管
に
差

込
、え
ら
の
中
に
卵
を
産
み
付
け
ま
す
。雄
は

入
水
管
口
近
く
で
放
精
す
る
の
で
受
精
は
貝

の
内
部
で
行
わ
れ
ま
す
。
四
〜
八
月
頃
産
卵

し
一
ヶ
月
で
孵
化
し
、二
年
数
ヶ
月
で
成
魚
に

な
り
ま
す
。

　

ニ
ッ
ポ
ン
バ
ラ
タ
ナ
ゴ
の
雄
の
婚
姻
色
は
特

に
美
し
く
、目
の
横
あ
た
り
か
ら
胸
鰭
の
下

ま
で
朱
色
に
代
わ
り
、背
に
は
暗
緑
色
で
帯

状
の
縦
縞
が
あ
り
ま
す
。水
槽
な
ど
で
飼
っ
て

い
る
と
熱
帯
魚
で
は
な
い
か
と
聞
か
れ
る
こ

と
も
あ
る
く
ら
い
で
す
。「
シ
ビ
ン
チ
ヤ
」
と

い
う
名
前
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

熊
本
県
で
は
横
っ
面
の
頬
の
こ
と
を「
ビ
ン

タ
」と
い
い
ま
す
。「
び
ん
た
が
朱
色
」つ
ま
り

「
し
ゅ
び
ん
た
」が
訛
っ
て「
シ
ビ
ン
チ
ヤ
」に

な
っ
た
ん
だ
と
元
玉
名
歴
史
博
物
館
長
の
故

田
辺
哲
夫
氏
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。

　

以
前
は
菊
池
川
本
流
で
も
支
流
で
も

ち
ょ
っ
と
し
た
澱
み
の
砂
泥
地
に
藻
が
生
え

て
い
れ
ば
た
い
て
い
そ
こ
に
は
シ
ビ
ン
チ
ヤ
が

居
た
の
で
、そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
ま
り
価
値

の
あ
る
魚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、最
近
は
河
川・
用
水
路
の
工
事
や
工
場・
生

活
排
水
、農
薬
、ゴ
ル
フ
場
の
開
発
等
に
よ
る

水
質
汚
染
の
た
め
、淡
水
の
二
枚
貝
が
減
少

し
、そ
れ
に
つ
れ
て
タ
ナ
ゴ
類
も
激
減
し
ま
し

た
。も
と
も
と
は
シ
ビ
ン
チ
ヤ
と
い
え
ば
ニ
ッ

ポ
ン
バ
ラ
タ
ナ
ゴ
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
が
、外
来
種
と
の
交
雑
が

容
易
な
た
め
、純
粋
な
ニ
ッ
ポ
ン
バ
ラ
タ
ナ
ゴ

は
極
端
に
減
っ
た
よ
う
で
す
。

　

飼
育
す
る
場
合
は
ア
カ
ム
シ
、ミ
ミ
ズ
、ミ

ジ
ン
コ
な
ど
を
や
り
ま
す
。
在
来
種
と
の
交

雑
予
防
の
た
め
ペ
ッ
ト
と
し
て
他
所
か
ら
持

ち
込
ん
だ
も
の
を
絶
対
川
に
逃
が
し
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
タ
ナ
ゴ
類
は
全
体
と
し
て
稀
少

類
に
指
定
し
て
あ
り
ま
す
が
、ニ
ッ
ポ
ン
バ
ラ

タ
ナ
ゴ
だ
け
は
特
に
環
境
省
の
レ
ッ
ド
デ
ー

タ
ー
ブ
ッ
ク
の
絶
滅
危
惧
種
と
し
て
選
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
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と
ぐるっ
肥
後
民
家
村

肥
後
民
家
村
に
は
、昔

な
が
ら
の
古
民
家
の

た
た
ず
ま
い
が
四
季

折
々
の
草
花
と
融
和
し
、訪
れ
る
観

光
客
の
人
た
ち
に「
癒
し
」
と「
感

動
」を
与
え
て
い
ま
す
。そ
し
て
、篠

笛
の
音
色
も
ま
た
そ
の
ひ
と
つ
。

　

ど
こ
か
ら
か
聞
こ
え
て
く
る
笛

の
音
。
そ
の
音
は
、旧
中
原
家
蔵

に
あ
る
篠
笛
工
房「
山
彦
」
か
ら

聞
こ
え
て
き
ま
す
。
そ
こ
の
主
の

高
原
さ
ん
は
、３
年
ほ
ど
前
に
、小

林
美
術
館
で
の
篠
笛
コ
ン
サ
ー
ト

を
き
っ
か
け
に
、肥
後
民
家
村
の

魅
力
に
ひ
か
れ
て
篠
笛
工
房
を

始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

高
原
さ
ん
は
、日
本
全
国
を
公

演
し
て
い
る
劇
団「
わ
ら
び
座
」と

い
う
民
族
芸
能
の
団
体
に
30
年
ほ

ど
所
属
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、

民
舞
等
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年

で
、２
回
目
の
開
催
と
な
っ
た「
新

春
コ
ン
サ
ー
ト 

篠
笛
と
民
舞
の
夕

べ
」で
は
、「
笛
吹
き
童
子
」「
月
の

砂
漠
」「
荒
城
の
月
」
な
ど
の
篠
笛

の
演
奏
に
加
え
て
、「
花
笠
音
頭
」

篠
笛
教
室

毎
週
土
曜
日
　
午
後
３
時
か
ら
４
時
30
分
ま
で（
初
級
）。

受
講
料（
１
回
毎
）　

大
人
2
，０
０
０
円
～　

小
中
学
生
１
，５
０
０
円
～

営
業
日
　
木
曜
日
か
ら
日
曜
日

営
業
時
間　

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
30
分
ま
で

問
い
合
わ
せ
先

　

０
９
０
・
７
０
６
１
・
３
２
１
３（
高
原
ま
で
）

「
百
姓
踊
り
」
な
ど
の

民
舞
な
ど
、ひ
と
り
で
何

役
も
兼
ね
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。「
来
て
い
た
だ

い
た
お
客
様
か
ら『
感

動
し
た
』
と
い
う
お
言

葉
を
い
た
だ
き
、う
れ

し
い
限
り
で
す
」
と
、確

か
な
手
ご
た
え
を
感
じ

取
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ

う
で
す
。

　

今
年
の
５
月
に
は
、高
原
さ
ん
が

発
起
人
と
な
り「
肥
後
篠
笛
愛
好

会
」が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
愛

好
会
は
、県
内
各
地
の
篠
笛
愛
好
家

の
方
た
ち
で
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
熊
本
県
は
、芸
能
や
和
太
鼓
、笛

の
愛
好
者
の
方
が
多
い
と
こ
ろ
で

す
。一
人
ひ
と
り
が
、そ
れ
ぞ
れ
に

努
力
し
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
が
、後

継
者
問
題
な
ど
で
年
々
そ
の
数
は
、

減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。一
人
ぼ
っ

ち
の
笛
吹
き
を
な
く
し
て
、み
ん
な

で
上
手
に
な
っ
て
い
こ
う
、仲
間
を

増
や
し
て
い
こ
う
、と
い
う
思
い
で

設
立
し
ま
し
た
」。

篠笛工房 「山彦」HIGO  MINKA  MURA

　
「
和
水
町
に
は
、13
の
地
区
に
神

楽
が
残
っ
て
い
ま
す
。
以
前
は
、ま

だ
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
が
、こ
れ
だ

け
の
神
楽
が
残
っ
て
い
る
地
域
は

あ
り
ま
せ
ん
」。神
楽
の
話
を
熱
心

に
話
さ
れ
る
高
原
さ
ん
。

　
「
笛
の
音
の
聞
こ
え
る
里
づ
く
り

が
で
き
た
ら
素
敵
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
私
の
夢
で
す
。日
本
人
が
日

本
の
文
化
を
大
切
に
す
る
里
づ
く

り
の
手
助
け
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
」と
、語
ら
れ
た
と
き
、ま
さ

に
神
楽
が『
笛
の
音
の
聞
こ
え
る
里

づ
く
り
』な
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

肥
後
民
家
村
を
拠
点
に
、夢
の
実

現
が
進
ん
で
い
ま
す
。

笛
職
人

高
原 

正
義 

さ
ん
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