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水
郷
の
魚
た
ち  

― 

ス
ゴ
モ
ロ
コ

潮
来
市
の
誇
れ
る
自
然
第
87
回

　

北
浦
湖
岸
で
の
投
網
体
験
教
室
（
写
真

1
）
や
調
査
で
は
、
小
型
コ
イ
科
魚
類
の
ス

ゴ
モ
ロ
コ
（
写
真
2
）
が
よ
く
採
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
魚
の
特
徴
は
体

が
細
長
く
、
口
が
や
や
下
向
き
で
、
１
対
の

口
ひ
げ
が
あ
る
こ
と
、
体
色
が
銀
白
色
で
、

生
時
、
体
側
に
黒
斑
が
つ
ら
な
る
こ
と
な
ど

で
す
。
以
前
か
ら
北
浦
に
流
入
す
る
巴
川
の

下
流
域
で
は
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
な
ぜ
か
こ
こ
数
年
、
北
浦
本
湖
や
巴
川

以
外
の
流
入
河
川
で
も
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う

で
す
。

　
ス
ゴ
モ
ロ
コ
は
も
と
も
と
琵
琶
湖
固
有
の

淡
水
魚
で
す
。
琵
琶
湖
で
は
魚
食
性
外
来
魚

に
よ
る
捕
食
や
環
境
改
変
な
ど
の
影
響
で
減

少
傾
向
に
あ
り
、
環
境
省
版
レ
ッ
ド
リ
ス
ト

で
絶
滅
危
惧
種
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

方
で
、
琵
琶
湖
産
ア
ユ
の
放
流
用
種
苗
に
混

じ
っ
て
放
流
さ
れ
、
各
地
で
国
内
由
来
の
外

来
種
（
＝
国
内
外
来
種
）
と
し
て
定
着
し
て

い
ま
す
。
霞
ヶ
浦
で
は
１
９
９
０
年
に
は
じ

め
て
確
認
さ
れ
、
近
年
は
桜
川
な
ど
一
部
の

大
き
な
流
入
河
川
の
下
流
域
で
優
占
す
る
ほ

ど
多
く
な
り
、
そ
の
動
向
が
注
視
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
本
種
の
生
態
に
つ
い
て
は
、
琵
琶
湖
で
は

満
1
年
で
全
長
５‒

８
ｃ
ｍ
、
満
2
年
で
９

‒

11
ｃ
ｍ
に
な
る
こ
と
、
５‒

７
月
に
産
卵

す
る
こ
と
、
雑
食
性
で
小
動
物
や
動
物
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
、
植
物
質
な
ど
を
食
べ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
程
度
で
す
。
冬
に
な
る
と

霞
ヶ
浦
で
は
沖
の
深
場
で
よ
く
採
れ
ま
す

が
、
こ
れ
は
越
冬
時
に
深
場
へ
移
動
す
る
琵

琶
湖
で
の
習
性
と
も
合
致
し
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
琵
琶
湖
で
減
っ
た
の
に
、
な
ぜ

北
浦
や
周
辺
水
域
で
増
え
つ
つ
あ
る
の
か
は

不
明
で
、
当
研
究
室
の
学
生
た
ち
（
卒
業
生

を
含
む
）
が
侵
入
先
の
霞
ヶ
浦
・
北
浦
で
の

生
態・生
活
史
を
調
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
茨
城
大
学
地
球・地
域
環
境
共
創
機
構

　
　
水
圏
環
境
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
加
納
光
樹・加
藤
皐
太

（写真2）北浦で採れたスゴモロコ
　　　　　（加藤撮影）

（写真1）	北浦湖岸での投網体験
教室

方
言
・
訛
り
も
貴
重
な
文
化
財

潮
来
市
の
誇
れ
る
文
化
第
147
回

　
方
言
や
訛
り
に
分
類
さ
れ
る
の
か
は
判
断
に
迷
い
ま
す
が
、
地
名
の
発
音
は

漢
字
表
記
が
あ
る
の
で
、
地
元
の
方
の
発
音
と
の
乖
離
が
良
く
解
り
ま
す
。
例

え
ば
旧
牛
堀
地
区
に
「
上
戸
」
が
あ
り
ま
す
。
地
元
の
方
の
発
音
で
は
「
わ

ど
」
と
聞
こ
え
ま
す
が
、
公
的
に
は
「
う
わ
ど
」
と
発
音
さ
せ
て
い
る
よ
う
で

す
。
さ
ら
に
「
堀
之
内
」
の
発
音
が
「
ほ
ん
の
～
じ
」、「
川
尾
」
は
「
か
お

～
」
で
す
が
、
わ
ず
か
に
訛
り
が
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
漢
字
の
通
り
に

発
音
す
る
と
地
元
で
は
逆
に
通
じ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
の
表
現
は
文
化

と
い
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
写
真
は
大
生
古
墳
群
の
中
の
石
碑

（「
古
墳
子
子
前
塚
」
と
書
い
て
あ
る
）
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
古
墳
は
多
く

の
文
献
で
は
「
子
子
舞
塚
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
因
み
に
読
み
方
は
「
ま

ご
ま
え
づ
か
」
ま
た
は
「
ま
ご
ま
い
づ
か
」
と
な
る
よ
う
で
す
が
、
地
元
の
方

は
「
ま
ご
め
～
づ
か
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
、
こ
の
混
同
も

あ
っ
て
二
つ
の
表
記
が
見
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
訛
り
が
表
記

に
影
響
し
た
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
許
せ
る
と
す
れ
ば
、
方
言
や
訛
り
は
、
文

字
化
は
難
し
い
で
す
が
充
分
に
尊
重
し
、
残
し
て
お
く
べ
き
無
形
の
文
化
財
か

と
思
い
ま
す
。

　
潮
来
市
も
移
住
者
が
多
く
な
り
、
ま
た
若
い
方
が
い
わ
ゆ
る
標
準
語
を
使
う

よ
う
に
な
り
、
こ
の
文
化
が
消
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
文
字
や
録
音

で
残
し
て
も
、
日
頃
使
い
続
け
な
け
れ
ば
微
妙
な
訛
り
や
絶
妙
な
使
い
方
が
伝

わ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
、
誇
り
と
自
信
を
持
っ
て
、
潮
来
地
方
の
方
言
や
訛
り

を
積
極
的
に
使
っ
て
伝
え
続
け
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
も
は
や
死
語
に
な
っ
て
い
る
「
さ
る
こ
」（
五・六
月
頃
の
早
朝
に
稲
葉
先
端

に
着
く
水
玉
）、「
え
っ
つ
い
」（
太

陽
が
眩
し
く
輝
く
状
況
の
表

現
）
な
ど
は
復
活
し
て
も
ま
だ

使
え
る
言
葉
か
と
思
い
ま
す
。

今
な
ら
ま
だ
間
に
合
い
ま
す
。

古
老
か
ら
学
び
、
そ
し
て
伝
え

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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