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水
郷
の
魚
た
ち 

― 

北
浦
の
流
入
河
川
の
魚
類

潮
来
市
の
誇
れ
る
自
然

第
80
回

　
霞
ヶ
浦
・
北
浦
・
外
浪
逆
浦
の
３
湖
に
接

す
る
潮
来
で
は
、
古
く
か
ら
湖
の
恵
み
を
活

か
し
た
暮
ら
し
が
営
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
今

日
で
も
水
道
・
農
業
・
工
業
用
水
、
水
産
業
、

釣
り
な
ど
の
水
辺
レ
ジ
ャ
ー
は
、
湖
な
し
に

は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
と
も
密
接
に

か
か
わ
る
水
や
栄
養
分
、
土
砂
な
ど
は
、
湖

に
流
入
す
る
河
川
か
ら
供
給
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
河
川
は
魚
た
ち
の
生
息
場
所
で
も
あ

り
ま
す
。

　
当
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
所
属
の
学
生
（
今

は
社
会
人
）
が
、
北
浦
に
流
入
す
る

23
本
の
す
べ
て
の
河
川
で
魚
類
調
査
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
合
計
33
種
も
の
魚
類

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
な
か
に

は
、
湖
と
の
間
を
行
き
来
す
る
ワ
カ
サ

ギ
や
ハ
ゼ
類
（
地
方
名
ゴ
ロ
）
な
ど

の
水
産
有
用
種
の
ほ
か
、
絶
滅
危
惧
種

7
種
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
河
川
間

で
比
べ
る
と
、
大
き
な
河
川
の
方
が
小

さ
な
河
川
よ
り
も
種
類
数
は
多
か
っ
た

で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
河
川
を

特
徴
づ
け
る
別
々
の
絶
滅
危
惧
種
が
い

て
、
し
か
も
生
息
状
況
は
危
機
的
で
し

た
。
そ
の
た
め
、
ど
ち
ら
の
河
川
の
環

境
も
積
極
的
に
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
環
境
を
守
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？
統
計
解
析

に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、

ワ
カ
サ
ギ
や
ハ
ゼ
類
な
ど
10
種
の
遡
上

が
堰せ
き
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
実
態

で
し
た
。
複
数
の
絶
滅
危
惧
種
に
と
っ

て
は
、
湧
き
水
や
岸
近
く
の
植
生
が
大

切
な
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
河
川
の
貴
重

な
魚
た
ち
を
私
た
ち
の
将
来
世
代
に
残
す
に

は
、
湖
と
の
つ
な
が
り
や
河
川
内
の
環
境
を

再
生
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
流
入
河

川
の
再
生
が
進
め
ば
、
一
部
で
失
わ
れ
た
湖

の
恵
み
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

茨
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加
納　
光
樹 北浦の流入河川で生息が確認された魚類

大
生
神
社
の
樹じ

ゅ

叢そ
う

を
考
え
よ
う

潮
来
市
の
誇
れ
る
文
化

第
140
回

　

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、「
大
生
神
社
の
森

の
樹
種
を
維
持
し
守
り
た
い
」
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
古
い
神
社
の
特
徴
と
し
て
、
周
辺
の
社
に

は
多
様
な
植
物
が
古
く
か
ら
細
々
と
生
き
続

け
て
い
る
も
の
で
す
。
大
生
神
社
は
鹿
島
神

宮
の
元
の
宮
と
の
言
い
伝
え
が
あ
る
く
ら
い

古
い
歴
史
を
持
っ
て
お
り
、
意
識
し
な
く
て

も
植
生
は
永
く
保
存
さ
れ
続
け
て
き
て
い
た

よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
セ
ン
リ
ョ
ウ
の
天
然

株
ら
し
き
も
の
が
観
察
さ
れ
た
り
、
俗
称
一

両(

種
名 

ア
リ
ド
オ
シ)

、
十
両
（
ヤ
ブ
コ
ウ

ジ
）、
百
両
（
カ
ラ
タ
チ
バ
ナ
）、
そ
し
て
マ

ン
リ
ョ
ウ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
、
一
両

か
ら
万
両
ま
で
揃
っ
て
い
ま
す
。
但
し
樹
叢

の
奥
深
く
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
出
会
え
ま

せ
ん
し
、
民
有
地
が
複
雑
に
入
り
込
ん
で
い

ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　
特
に
ア
リ
ド
オ
シ
は
、
正
月
の
寄
せ
植
え

盆
栽
と
し
て
セ
ン
リ
ョ
ウ
、
マ
ン
リ
ョ
ウ

を
加
え
て
「
千
両
、
万
両
有
り
ど
お
し
」
の

語
呂
合
わ
せ
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
盗
掘
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て

年
々
株
数
を
減
ら
し
て
い
ま
す
。

　
特
筆
す
べ
き
は
、
写
真
に
あ
る
カ
ゴ
ノ
キ

で
す
。
樹
皮
の
一
部
が
剥
が
れ
落
ち
る
た

め
、
そ
れ
を
小
鹿
の
斑
点
模
様
と
見
立
て
て

「
鹿
子
の
木
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

南
方
系
の
木
で
茨
城
県
に
は
こ
こ
以
外
で

は
筑
波
山
に
天
然
株
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
カ
ゴ
ノ
キ
は
雌
雄
異
株
で
す
が
、
大
生

神
社
に
は
一
株
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な

古
木
に
な
っ
て
も
結
実
す
る
こ
と
が
出
来
ず

孤
独
に
立
っ
て
い
ま
す
。
も
し
こ
の
木
が
枯

れ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
地
域
で
の
絶
滅
を
意

味
し
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
は
古
代
か
ら
伝
わ
る
貴
重
な
樹

叢
を
積
極
的
に
維
持
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
代
に
き
て
い
ま
す
。
気
候
変
動
や
人

間
に
よ
る
持
ち
込
み
、
乱
獲
、
盗
掘
な
ど
に

よ
り
、
外
来
種
の
侵
入
と
在
来
種
の
減
少

が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
手
遅
れ
に
な
ら
な
い
う
ち
に
手
を
打
た

な
け
れ
ば
、
こ
の
貴
重
な
文
化
財
と
も
言
え

る
植
物
資
源
は
保
存
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　
潮
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