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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？  

昭 

山十町坂本の清流から 
捕獲したドンコ 

和
60
年
頃
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
淡
水
魚
の
研
究

を
し
て
い
る
先
生
と
一
緒

に
十
町
川
と
そ
の
支
流
の

浦
部
川
の
オ
ヤ
ニ
ラ
ミ
の
生
息
状
況
を

隈
な
く
調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ハ
エ
や
フ
ナ
な
ど
は
沢
山
い
ま
し
た
が

ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
（
ア
リ
ア
ケ
ギ
バ
チ
）
も

ま
っ
た
く
居
そ
う
な
気
配
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
ド
ン
コ
を
や
っ
と
１
匹
捕

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
ド
ン
コ
も

い
よ
い
よ
こ
の
川
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
か
な
と
心
配
し
た
も
の
で
す
。

し
か
し
最
近
は
少
し
増
え
て
き
た
よ
う
で
、

５
セ
ン
チ
前
後
の
小
物
な
ど
は
投
網
な

ど
に
よ
く
か
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

　
ド
ン
コ
は
ス
ズ
キ
目
ハ
ゼ
科
の
ド
ン

コ
属
で
、
ハ
ゼ
科
に
し
て
は
珍
し
く
純

淡
水
性
の
魚
で
す
。
カ
ジ
カ
は
似
て
い

ま
す
が
別
の
種
類
で
す
。
栃
木
県
、
新

潟
県
以
西
の
本
州
、
四
国
、
九
州
な
ど

が
主
な
分
布
域
で
、
朝
鮮
、
中
国
、
台
湾
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
東
イ
ン
ド
諸
島
に
も
生

息
し
て
い
ま
す
。 

　
菊
池
川
流
域
で
は
大
き
い
も
の
で
15

〜
16
セ
ン
チ
位
ま
で
し
か
見
ま
せ
ん
が
、

他
の
地
域
で
は
25
セ
ン
チ
に
達
す
る
も

の
も
居
る
よ
う
で
す
。
淡
水
の
ハ
ゼ
類

と
し
て
は
カ
ワ
ア
ナ
ゴ
（
ナ
ガ
フ
チ
ド
ン

コ
）
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
大
型
種
で
寿
命

も
長
く
、
10
年
以
上
も
飼
育
し
た
例
が

あ
り
ま
す
。 

　
食
性
は
非
常
に
貪
欲
で
魚
類
を
は
じ

め
水
中
の
昆
虫
、
甲
殻
類
な
ど
動
く
も

の
を
何
で
も
捕
食
し
ま
す
。
私
は
ウ
ナ

ギ
の
穴
釣
り
を
し
て
い
る
時
、
大
き
な

ド
ン
コ
か
ら
指
先
を
噛
ま
れ
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。 

　
流
れ
の
緩
や
か
な
河
川
の
砂
礫
底
や
池
、

沼
、
用
水
路
に
生
息
し
、
昼
間
は
岩
石
、

流
木
、
水
草
な
ど
の
陰
に
潜
み
、
雨
に

よ
る
増
水
時
や
夜
に
捕
食
活
動
を
し
ま
す
。

普
段
は
水
底
で
じ
っ
と
し
て
い
る
か
ら

動
作
も
ゆ
っ
く
り
し
て
い
ま
す
が
、
小

魚
な
ど
が
近
づ
い
た
時
の
捕
食
や
逃
げ

る
時
な
ど
す
ば
や
い
動
作
を
し
ま
す
。

縄
張
り
意
識
が
強
い
の
で
小
さ
い
水
槽

に
は
１
匹
し
か
飼
え
ま
せ
ん
。
縄
張
り

の
た
め
の
縄
張
り
争
い
か
、
食
う
た
め

の
争
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
ガ

ラ
ス
の
水
槽
に
２
匹
飼
っ
て
い
た
ら
、

小
さ
い
方
の
ド
ン
コ
が
大
き
い
方
の
ド

ン
コ
の
頭
を
く
わ
え
て
い
た
の
を
見
た

時
は
少
々
驚
き
ま
し
た
。
ド
ン
コ
を
捕

ま
え
て
持
っ
て
帰
る
途
中
で
も
一
緒
に

入
れ
た
小
魚
を
く
わ
え
て
い
る
こ
と
が

あ
る
と
い
う
か
ら
、
自
分
の
運
命
を
顧

み
る
こ
と
も
な
く
、
大
し
た
度
胸
の
持

ち
主
で
あ
る
な
と
敬
服
す
る
次
第
で
す
。 

　
繁
殖
期
は
４
〜
７
月
で
雄
が
石
の
下

な
ど
を
掘
っ
て
巣
を
作
り
雌
を
誘
っ
て

産
卵
さ
せ
ま
す
。
雌
は
巣
の
天
井
に
米

粒
大
の
卵
を
産
み
つ
け
ま
す
。
雄
は
約

１
ヶ
月
間
孵
化
す
る
ま
で
水
を
送
っ
て

酸
素
を
供
給
し
ま
す
。
こ
の
時
期
に
雄

は
グ
ー
グ
ー
と
う
め
き
声
を
出
す
こ
と

が
あ
り
ま
す
。 

　
私
達
水
援
隊
で
昨
年
秋
、
十
町
川
か

ら
貴
重
な
オ
ヤ
ニ
ラ
ミ
と
ド
ン
コ
を
採

集
し
ま
し
た
。
数
ヶ
月
間
三
加
和
総
合

支
所
で
飼
育
さ
れ
ま
し
た
が
、
先
ご
ろ

と
う
と
う
死
に
ま
し
た
。
餌
は
十
分
与

え
て
あ
っ
た
の
で
す
が
、
肉
食
魚
ど
う

し
狭
い
水
槽
で
は
お
互
い
ス
ト
レ
ス
を

蓄
積
し
、
長
続
き
し
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　
地
方
名
は
ド
ロ
ボ
ウ
（
琵
琶
湖
）
、
ゴ

ウ
ソ
（
高
知
）
、
ド
ン
コ
ロ
（
宮
崎
）
、
コ

ジ
キ
マ
ラ
（
滋
賀
県
）
、
ド
ロ
ボ
ウ
メ
、

ド
カ
ン
（
近
畿
地
方
）
、
ウ
シ
ヌ
ス
ト
（
和

歌
山
県
、
岡
山
県
）
、
ク
ロ
ド
ン
ボ
（
筑

後
川
流
域
）
、
ガ
マ
ド
ン
ボ
（
長
崎
県
）
、

ア
ナ
ゴ
モ
、
ゴ
モ
（
鹿
児
島
）
、
ド
グ
ラ
、

ド
ン
カ
ッ
チ
ョ
（
熊
本
）
な
ど
、
ド
ン
コ

君
に
し
て
み
れ
ば
あ
ま
り
有
難
く
な
い

よ
う
な
名
前
ば
か
り
で
す
が
、
そ
れ
だ

け
人
気
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 
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歴
史
調
査
の
楽
し
み
方 

ひ
　
　
　
　
　 

び
ら                  

じ
ょ
う              

あ
と 

城 

熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館 

館
長 

大 

田 

幸 

博 

（
元
・
菊
水
町
史
編
纂
委
員
会
副
委
員
長
） 

へ
ぼ
う
ら 

か
ら
　
　 

て 

い  

こ
う 

じ
ょ
う 

か
く 

む  

し
ゃ 

た 

え
ぐ 

か
ぎ
が
た 

ま
す
が
た 

山
の
調
査
が
終
わ
り
、
10
月

か
ら
、
本
体
部
分
の
測
量
調

査
を
再
開
し
ま
し
た
。 

　
林
道
蜻
浦
線
の
終
点
近
く
に
、
城
名
と

城
歴
を
記
し
た
年
代
も
の
の
木
製
標
木
が

あ
り
ま
す
。
合
併
前
の
菊
水
町
教
委
が
建

て
た
も
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
城
跡
の
中

心
部
へ
向
か
う
脇
道
が
延
び
て
い
ま
す
。 

　
実
は
、
以
前
か
ら
、
林
道
終
点
の
北
側

小
山
が
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
雑
木
に

覆
わ
れ
た
薄
暗
い
所
で
、
地
形
の
把
握
は

全
く
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
何
と
な
く

遺
構
の
臭
い
が
し
ま
し
た
。
東
下
を
前
出

の
脇
道
が
通
り
、
西
下
に
は
、
小
山
を
半

周
す
る
弧
状
の
小
道
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
小
道
は
、
小
山
の
北
下
で
、
脇
道
に
合

流
し
ま
す
が
、
こ
の
事
が
、
大
き
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。 

　
こ
の
小
山
の
場
所
を
考
え
て
み
ま
す
。

日
平
城
跡
は
、
北
向
き
の
山
城
で
、
山
頂

（
標
高
３
４
２
・
２
ｍ
）
周
辺
に
縄
張
り

が
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

反
対
側
の
南
側
尾
根
が
、
搦
め
手
（
裏
門
）

と
な
り
ま
す
。
こ
の
尾
根
筋
に
は
、
脇
道

が
通
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
小
山
は
、
そ
の

南
限
に
あ
た
る
事
が
分
か
り
ま
す
。
搦
め

手
と
し
て
は
、
絶
好
の
地
形
で
す
。
小
山

上
面
の
標
高
は
３
１
２
・
２
ｍ
で
、
南
側

尾
根
の
中
央
部
よ
り
も
、
10
ｍ
高
い
事
が

分
か
り
ま
す
。 

　
雑
木
を
伐
採
す
る
と
、
小
山
に
は
、
大

き
く
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
事
が
分
り
ま

し
た
。
三
角
形
を
し
て
お
り
、
北
側
に
先

端
部
、
南
側
に
底
辺
部
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
上
面
域
は
、
西
側
寄
り
で
帯
状
に

高
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
東
側

は
、
緩
斜
面
で
し
た
。
問
題
は
、
こ
こ
で

す
。
雑
木
の
伐
採
が
終
わ
る
と
、
東
側
斜

面
を
南
東
側
か
ら
北
西
側
に
か
け
て
、
鋭

角
三
角
形
状
に
、
掘
り
下
げ
て
あ
る
事
が

分
か
り
ま
し
た
。
長
さ
52
ｍ
、
幅
は
、
南

東
側
で
括
れ
、
北
西
側
で
ラ
ッ
パ
状
に
開

い
て
、
最
大
16
ｍ
あ
り

ま
し
た
。 

　
こ
の
遺
構
を
、
城
郭

用
語
で
「
武
者
溜
ま
り
」

と
呼
び
ま
す
。
敵
勢
は
、

北
側
の
急
山
腹
を
避
け

て
、
南
側
の
尾
根
筋
か

ら
侵
攻
し
て
く
る
筈
で

す
。
こ
の
時
に
、
搦
め

手
の
南
限
に
造
っ
た
「
武

者
溜
ま
り
」
に
敵
勢
を

追
い
込
み
、
一
気
に
叩

く
訳
で
す
。
こ
の
遺
構

が
、
雑
木
山
か
ら
現
れ

た
時
は
、
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、

大
工
事
で
す
。 

　
こ
こ
で
、
先
の
小
山
を
半
周
す
る
西
下

の
小
道
の
説
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
小
道
が
弧
状
を
描
い
て
い
た
の
は
、

小
山
の
東
斜
面
を
大
き
く
抉
っ
て
、
武
者

溜
ま
り
を
造
っ
た
か
ら
で
し
た
。
小
道
は

そ
の
北
端
部
分
で
は
、
武
者
溜
ま
り
の
肩

部
の
役
目
も
果
た
し
て
い
た
の
で
す
。
底

部
と
の
高
低
差
は
、
4.3
ｍ
あ
り
ま
し
た
。 

　
そ
う
し
て
、
こ
の
小
道
が
、
城
時
代
の

登
城
道
で
あ
っ
た
事
も
判
明
し
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
現
在
の
標
木
か
ら
の
直
線
脇

道
は
、
後
世
の
も
の
と
い
う
事
に
な
り
ま

す
。 

　
測
量
図
を
見
ま
す
と
、
小
道
は
、
鉤
型

に
折
れ
曲
が
っ
て
、
城
へ
の
入
口
と
し
て

は
、
最
良
の
線
形
と
な
り
ま
す
。
桝
型
の

形
を
し
て
い
る
の
で
す
。
今
後
は
、
小
道

に
繋
が
る
山
道
の
調
査
が
必
要
に
な
り
ま

し
た
。
現
時
点
で
は
、
こ
の
小
山
の
武
者

溜
ま
り
が
、
日
平
城
跡
の
南
限
縄
張
り
に

な
り
ま
す
。 

　
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
防
禦
施
設
を
造

り
な
が
ら
も
現
実
は
厳
し
く
、
日
平
城
は
、

島
津
勢
に
攻
め
ら
れ
て
、
一
日
で
落
城
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
場
を
見
渡
す
と
、

少
し
む
な
し
い
感
じ
が
し
ま
し
た
。 

 

武者溜まり 

周辺地形図（1/2500） 
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