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環 境 に つ い て  

み な さ ん も う 一 度 真 剣 に 考 え て み ま せ ん か？  

エ 

ビ
で
エ
ビ
を
釣
る
と
い
う

話
し
を
前
々
回
の
広
報
誌

で
致
し
ま
し
た
。
今
度
は

釣
ら
れ
る
方
の
エ
ビ
（
ダ
グ
マ
）
に
つ
い

て
書
い
て
み
ま
す
。
エ
ビ
釣
り
と
い
え

ば
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
沢

山
あ
り
ま
す
。
終
戦
前
の
こ
と
で
す
が
、

私
た
ち
が
子
ど
も
の
頃
、
麦
の
穂
が
黄

色
く
な
り
始
め
る
と「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
エ

ビ
の
掛
か
る
ば
い
」と
誰
か
が
言
い
出
せ

ば「
そ
ん
な
ら
今
度
の
日
曜
日
に
釣
り
に

行
く
ぞ
」話
し
が
決
ま
る
の
は
早
い
。
そ

れ
か
ら
10
本
ほ
ど
の
サ
ン
チ
ク
の
細
い

竹
を
切
っ
て
き
て
釣
竿
を
作
り
ま
す
。

１
間
足
ら
ず
の
短
い
竿
に
テ
グ
ス
と
エ

ビ
釣
り
針
と
錘
を
付
け
て（
テ
グ
ス
が
手

に
入
ら
な
い
時
は
木
綿
糸
に
錘
は
小
石
）、

ミ
ミ
ズ
を
何
匹
か
タ
カ
ッ
ポ
に
入
れ
て
、

竿
を
３
本
程
か
つ
い
で
菊
池
川
へ
出
か

け
た
も
の
で
す
。
私
の
住
む
近
く
の
十

町
川
に
は
エ
ビ
は
居
な
い
の
で
川
沿
村（
今

の
和
水
町
菰
田
、
竈
門
、
江
栗
あ
た
り
）

ま
で
出
か
け
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
近
所
の「
悪
ガ
キ
」と
２･
３
人
竿

を
か
つ
い
で
歯
の
擦
り
減
っ
た
下
駄
を
カ

タ
カ
タ
踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
良
く
行
っ
た

の
は
江
栗
で
し
た
。
崖
の
藪
を
押
し
分

け
な
が
ら
川
面
に
降
り
て
岩
の
上
に
陣

取
り
短
い
竿
か
ら
糸
を
垂
ら
す
の
で
す
。

１
人
で
20
匹
も
釣
れ
ば
喜
ん
で
持
ち
帰
り
、

醤
油
で
炊
い
て
真
っ
赤
に
色
付
い
た
エ

ビ
を
食
べ
た
も
の
で
す
。
山
鹿
か
ら
下

流
で
は
何
処
へ
行
っ
て
も
簡
単
に
釣
れ

て
い
た
の
で
食
用
と
し
て
も
大
変
重
宝

が
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
い
つ
の
頃
か

ら
か
全
く
釣
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
や
は
り
水
質
の
汚
染
と
河
川
改

修
工
事
の
せ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が

大
変
寂
し
い
こ
と
で
す
。
最
近
は
稚
エ

ビ
を
放
流
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、

エ
ビ
釣
り
の
話
も
と
き
ど
き
聞
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

　
私
た
ち
は
菊
池
川
に
い
る
エ
ビ
を
一

般
に
カ
ワ
エ
ビ
、
ダ
グ
マ
な
ど
と
言
い

ま
す
が
、
正
式
に
は
節
足
動
物
門
、
エ

ビ
目
、
テ
ナ
ガ
エ
ビ
科
に
属
し
ま
す
。

し
か
し
テ
ナ
ガ
エ
ビ
科
に
何
種
類
か
あ

る
よ
う
で
、
菊
池
川
の
は
ミ
ナ
ミ
テ
ナ

ガ
エ
ビ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
子
ど
も
の
頃
釣
り
上
げ
た
エ
ビ

の
詳
し
い
観
察
記
録
が
な
い
の
で
分
か

り
ま
せ
ん
。
他
所
か
ら
持
っ
て
き
た
個

体
を
放
流
し
た
ら
在
来
種
と
外
来
種
と

の
区
別
が
分
か
り
難
く
な
り
ま
す
。 

　
ミ
ナ
ミ
テ
ナ
ガ
エ
ビ
は
体
長
10
セ
ン

チ
程
で
日
本
で
は
千
葉
県
以
南
、
沖
縄

か
ら
台
湾
ま
で
分
布
し
、
九
州
で
テ
ナ

ガ
エ
ビ
と
い
え
ば
こ
の
種
が
多
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
灰
褐
色
で
半
透
明
、
黒

い
縞
模
様
が
あ
り
ま
す
。
テ
ナ
ガ
エ
ビ

の
特
徴
は
鋏
脚
が
長
く
発
達
し
て
い
る

こ
と
で
、
雄
は
体
長
の
1.5
倍
以
上
も
あ

り
ま
す
。
長
く
伸
び
た
鋏
脚
は
第
２
脚

が
大
き
く
な
っ
た
も
の
で
、
大
き
く
な
っ

た
鋏
脚
の
間
に
も
う
１
対
の
小
さ
な
鋏
脚

が
あ
り
ま
す
。
水
底
を
移
動
す
る
と
き

は
こ
の
２
対
の
鋏
脚
を
前
に
出
し
て
後

ろ
の
３
体
の
脚
で
歩
行
し
ま
す
。
淡
水

域
の
藻
の
中
や
岩
陰
に
潜
ん
だ
り
し
て

い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
夜
行
性
で

す
が
、
昼
間
も
曇
っ
た
り
日
差
し
の
弱

い
時
は
活
動
し
ま
す
。
縄
張
り
意
識
が

強
く
、
肉
食
が
多
い
の
で
飼
育
す
る
場

合
は
小
魚
と
は
共
存
で
き
ま
せ
ん
。
餌

が
少
な
く
な
る
と
共
食
い
も
し
て
最
後

は
１
匹
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
５
〜

９
月
に
産
卵
し
小
さ
い
卵
を
１
０
０
０
〜

２
０
０
０
個
程
腹
に
か
か
え
孵
化
す
る
ま

で
保
護
し
ま
す
。
孵
化
し
た
幼
生
は
海
へ

下
り
、
稚
エ
ビ
は
又
川
を
遡
上
し
ま
す
。 

　
エ
ビ
類
は
一
般
に
非
常
に
美
味
で
す
。

伊
勢
エ
ビ
を
始
め
ク
ル
マ
エ
ビ
、
タ
イ

シ
ョ
ウ
エ
ビ
、
ア
マ
エ
ビ
、
ロ
ブ
ス
タ

ー
な
ど
大
変
美
味
し
い
も
の
ば
か
り
で
す
。

か
ん
じ
ん
の
カ
ワ
エ
ビ
は
塩
湯
が
き
で

も
美
味
し
い
し
、
砂
糖
醤
油
で
甘
辛
く

炊
い
て
も
懐
か
し
い
香
り
が
し
て
郷
愁

を
そ
そ
る
味
で
す
。 
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日平城跡　麓集落（北西側：日平地区　北東側：蜻浦地区） 

平
城
跡
の
麓
に
は
、
二
箇
所
に

集
落
が
存
在
し
ま
す
。
北
東
下

に
蜻
浦
地
区
、
北
西
下
に
日
平

地
区
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
日
平
城
の
城
下

町
に
該
当
す
る
も
の
で
、
麓
集
落
と
呼
ば

れ
ま
す
。
Ⅰ
郭（
岩
場
の
山
頂
：
標
高
３
４

２
・
２
ｍ
）と
は
、
蜻
浦
か
ら
２
８
４
・
７
ｍ
、

日
平（
瀬
戸
）か
ら
２
９
７
・
８
ｍ
の
高
低
差

が
あ
り
ま
す
。
蜻
浦
林
道
を
車
で
上
が
っ

て
も
６
分
近
く
か
か
り
ま
す
。
か
な
り
の

高
山
に
築
か
れ
た
山
城
な
の
で
す
。 

　
今
月
号
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
を
再
認
識

す
る
た
め
に
、
全
体
が
一
目
で
分
か
る
地

形
図
を
掲
載
し
ま
し
た
。 

　
麓
集
落
の
領
民
は
、
城
の
維
持
管
理
に

大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
城
内
の

草
刈
り
、
土
砂
崩
れ
の
復
旧
作
業
な
ど
に
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
山
北（
玉

東
町
）を
拠
点
と
し
た
小
森
田
氏
は
と
も
か

く
、
城
代
の
居
館
や
城
詰
め
武
士
の
住
ま

い
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の

解
明
に
も
繋
が
る
、
地
名
、
伝
承
、
石
造

物
等
の
調
査
も
今
後
、
必
要
で
す
。 

〔
縄
張
り
〕
地
形
図
の
中
の
①
〜
⑦
は
、

城
の
縄
張
り
を
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
区
割
り
し

た
も
の
で
す
。
①
・
④
・
⑤
は
、
山
の
主

軸
尾
根
で
す
。
大
方
の
山
城
で
は
、
こ
の

箇
所
に
、
郭（
平
場
）、
堀
切
、
小
段
な
ど

が
集
中
し
ま
す
。 

　
と
こ
ろ
が
、
日
平
城
の
縄
張
り
に
は
、

大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
②
・
③
・
⑥
・

⑦
の
派
生
尾
根
で
す
。
傾
斜
す
る
「
や
せ
馬

地
形
」
で
す
が
、
先
端
部
は
、
全
て
、
小
山

に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
程
度
の
差

は
あ
り
ま
す
が
、
地
形
の
変
化
点
に
は
、

堀
切
も
あ
り
ま
す
。
城
山
と
呼
ば
れ
る
②

が
典
型
的
な
も
の
で
す
。
四
箇
所
は
、
い

ず
れ
も
「
物
見
の
場
」
と
し
て
利
用
さ
れ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
②
が
北
東
方
向
、
③
が

東
方
向
、
⑥
が
北
西
方
向
、
⑦
が
南
方
向

を
監
視
で
き
ま
す
。
自
然
地
形
を
そ
っ
く

り
、
縄
張
り
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
人
の
手
も
加
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
見
事
な
ま
で
の
分
散
型
の
縄
張
り

で
す
。
ま
る
で
、
海
の
生
物
の
ヒ
ト
デ
の

様
で
す
。
山
自
体
が
、
築
城
前
に
、
山
城

の
様
相
を
な
し
て
い
た
事
が
分
か
り
ま
す
。 

　
調
査
は
、
現
在
進
行
中
の
⑥
・
⑦
を
終

え
て
か
ら
、
⑤
の
西
側
主
軸
尾
根
に
取
り

か
か
り
ま
す
。
日
平
城
跡
の
調
査
も
、
正

念
場
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、

調
査
中
の
圧
迫
感
は
、
ど
こ
か
ら
く
る
の

で
し
ょ
う
か
。
現
場
が
人
里
離
れ
た
高
山

で
、
静
寂
の
場
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
と
も
、
戦
い
の
場
に
な
っ
た
歴
史
の
重

み
か
ら
で
し
ょ
う
か
。 

 
ふ
も
と 

へ
ぼ 

う
ら 

た
か
や
ま 

こ 

も
り  

た 

じ
ょ
う
だ
い 

し
ろ 

づ 

な
わ 

ば 

く
る
わ 

ほ
り
き
り 

こ 

だ
ん 

は 

せ
い 

し
ろ
や
ま 
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