
     

　
し
か
し
、
滋
賀
県
が
２
０
０
０
年
に
発
行
し
た
滋

賀
県
版
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
（
以
下
、
Ｒ
Ｄ
Ｂ
）
で

は
、
琵
琶
湖
水
系
固
有
種
61
種
の
内
、31
種
（
51
％
）

が
絶
滅
危
惧
種
、
絶
滅
危
機
増
大
種
、
希
少
種
に
指

定
さ
れ
た（
２
）。
２
０
０
５
年
の
改
訂
版
Ｒ
Ｄ
Ｂ
で
は
、

こ
れ
ら
上
位
３
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
指
定
さ
れ
た
固
有
種

数
は
全
固
有
種
の
62
％
（
38
種
）
に
増
え
、
特
に
魚

類
で
は
固
有
15
種
の
73
％
（
11
種
）
に
の
ぼ
っ
た（
３
）。

琵
琶
湖
に
す
む
在
来
魚
約
60
種
の
半
数
（
31
種
）、
ま

た
在
来
の
沈
水
植
物
43
種
の
25
％
（
17
種
）
が
滋
賀

県
Ｒ
Ｄ
Ｂ
の
絶
滅
種
お
よ
び
上
位
３
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

指
定
さ
れ
て
お
り
、
琵
琶
湖
の
生
物
多
様
性
は
危
機 

植
物
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
水
草
（
沈
水
植

物
）
の
約
半
数
、
純
淡
水
魚
の
３
分
の
２
、
淡
水
貝
類

の
ほ
ぼ
４
割
の
種
が
生
息
し
て
い
る
。
琵
琶
湖
の
生

物
の
中
で
最
も
種
数
が
多
い
の
は
水
生
昆
虫
の
仲
間

（
約
２
５
０
種
）
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
る

カ
ゲ
ロ
ウ
類
、
ト
ビ
ケ
ラ
類
、
ユ
ス
リ
カ
類
に
つ
い

て
は
、
日
本
に
産
す
る
種
の
約
１
割
が
生
息
し
て
い

る
。
琵
琶
湖
は
、
日
本
の
淡
水
環
境
の
中
で
在
来
の

生
物
相
が
極
め
て
豊
か
な
水
域
と
い
え
る
。 

　
ま
た
、
琵
琶
湖
か
ら
は
こ
れ
ま
で
に
61
種
の
固
有

種
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
半
数
（
29
種
）
が
貝

類
、
15
種
が
魚
類
で
、
両
者
で
固
有
種
の
４
分
の
３

を
占
め
る
。
一
方
、
水
生
昆
虫
類
の
固
有
種
は
僅
か

３
種
、
沈
水
植
物
（
水
草
）
も
２
種
に
す
ぎ
な
い
。
在

来
種
で
も
固
有
種
で
も
、
琵
琶
湖
は
貝
類
と
魚
類
が

卓
越
す
る
湖
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 
　
地
球
上
に
は
、
面
積
１
０
０
ha
以
上
の
湖
が
８

４
５
万
も
あ
る
が（
１
）、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
過
去
１

万
年
以
内
に
生
じ
、今
後
１
万
年
以
内
に
消
失
し

て
い
く
湖
で
あ
る
。
し
か
し
、例
外
的
に
長
寿
命（
お

お
む
ね
10
万
年
以
上
）の
湖
が
ご
く
僅
か
存
在
す

る
。
そ
れ
ら
の
湖
は
古
代
湖
と
呼
ば
れ
、
地
球
上

で
、そ
こ
に
し
か
分
布
し
な
い
多
く
の
固
有
種
が

生
息
し
て
い
る
。
琵
琶
湖
は
、日
本
最
大
の
湖 

（
面

積
６
７
０
・
２
５
km2
）で
あ
る
と
と
も
に
、古
琵
琶

湖
か
ら
数
え
て
４
０
０
万
年
、現
在
の
湖
が
成
立

し
て
か
ら
で
も
40
数
万
年
の
歴
史
を
有
す
る
古
代

湖
で
も
あ
る
。 

　
琵
琶
湖
か
ら
は
こ
れ
ま
で
１
０
０
０
種
以
上
の
動 

古
代
湖
と
し
て
の
琵
琶
湖

琵
琶
湖
の
生
物
多
様
性
を

脅
か
す
要
因

西
野
　

麻
知
子 W

ritten by M
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【図１】滋賀県RDB（2005）にみられる在来魚貝類の生存に対する脅威 
　　　同一種について複数の要因が重複している〔出所（4）から作図〕 
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か
た  

こ 

的
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う（
４
）。 

　
２
０
０
５
年
版
滋
賀
県
Ｒ
Ｄ
Ｂ
に
よ
る
と
、
最
も
多

く
の
在
来
魚
に
と
っ
て
脅
威
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
外

来
魚
の
オ
オ
ク
チ
バ
ス
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
だ
っ
た
（
図
１
、

上
）。
次
い
で
多
か
っ
た
の
が
河
川
改
修
や
湖
岸
改
変
、

ほ
場
整
備
な
ど
の
人
為
的
地
形
改
変
や
湖
の
水
位
操

作
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
人
間
の
開
発
行
為
に
も
と
づ

く
脅
威
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ほ
と

ん
ど
の
魚
種
で
複
数
の
要
因
が
脅
威
と
さ
れ
て
お
り
、

特
に
外
来
魚
と
開
発
行
為
の
両
方
が
脅
威
と
な
っ
て

い
た
魚
種
が
多
か
っ
た
。
イ
シ
ガ
イ
類
（
二
枚
貝
）
に

産
卵
す
る
タ
ナ
ゴ
類
で
は
、
二
枚
貝
の
減
少
も
大
き
な

要
因
だ
っ
た
。
一
方
、
貝
類
で
は
、
水
位
操
作
が
脅
威

と
考
え
ら
れ
て
い
る
種
が
最
も
多
く
、
次
い
で
湖
岸
改

変
や
農
薬
等
の
有
害
物
質
に
よ
る
水
質
汚
染
、
さ
ら
に

河
川
改
修
、
ほ
場
整
備
、
乱
獲
の
順
だ
っ
た
（
図
１
、
下
）。

減
少
要
因
が
不
明
の
種
も
多
か
っ
た
が
、
外
来
魚
の
影

響
は
皆
無
だ
っ
た
。 

　
環
境
省
が
２
０
０
７
年
に
発
表
し
た
第
３
次
生
物

多
様
性
国
家
戦
略
で
は
、
日
本
の
生
物
多
様
性
の
３

つ
の
危
機
と
し
て
、
①
開
発
や
乱
獲
に
よ
る
種
の
減
少
・

絶
滅
、
生
息
・
生
育
地
の
減
少 

②
自
然
に
対
す
る
人
間

の
働
き
か
け
が
縮
小
撤
退
す
る
こ
と
に
よ
る
里
地
里

山
な
ど
の
環
境
の
質
の
劣
化 

③
外
来
種
に
よ
る
生
態

系
の
か
く
乱
、
さ
ら
に
新
た
な
危
機
と
し
て
地
球
温
暖

化
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
滋
賀
県
Ｒ
Ｄ
Ｂ
で
み
る
か
ぎ

り
、
第
１
と
第
３
の
要
因
が
魚
貝
類
の
生
存
を
脅
か
し

て
い
る
こ
と
は
み
え
て
も
、
第
２
の
要
因
、
す
な
わ
ち

伝
統
的
な
人
間
活
動
が
縮
小
し
た
こ
と
に
よ
る
生
物

多
様
性
の
消
失
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。 

    

　
第
３
次
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
で
は
、
海
洋
の
沿
岸

域
に
つ
い
て
、
里
地
里
山
と
同
様
に
人
の
暮
ら
し
と
強

い
繋
が
り
の
あ
る
地
域
を
「
里
海
」
と
呼
び
、「
自
然
と

調
和
し
つ
つ
人
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
高
い
生
産

性
と
生
物
多
様
性
の
保
全
が
図
ら
れ
て
い
る
海
」
の
保

全
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
の
湖
や
河
川
で

も
最
近
、「
里
湖
」「
里
川
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
平
塚
ら（
５
）
は
、
か
つ
て
日

本
の
湖
沼
に
は
広
大
な
沈
水
植
物
帯
が
み
ら
れ
、
そ
こ

で
暮
ら
す
人
々
は
沈
水
植
物
（
水
草
）
を
肥
料
と
し
て

刈
り
取
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
湖
外
に
栄
養
塩
を
持
ち

出
す
こ
と
に
繋
が
り
、
湖
の
水
質
浄
化
の
役
割
を
果
た

し
て
い
た
と
し
て
、
日
本
各
地
の
湖
沼
に
存
在
し
て
い

た
こ
の
よ
う
な
文
化
を
、
人
々
の
生
活
の
あ
り
方
全
体

を
含
め
て
「
里
湖
」
文
化
と
呼
ん
だ
。
佐
野（
６
）
も
ま
た
、

水
辺
に
お
け
る
人
々
の
生
活
や
利
用
の
歴
史
か
ら
、
八

郎
潟
や
琵
琶
湖
周
辺
内
湖
の
よ
う
な
潟
湖
で
は
「
里
山
」

に
比
肩
し
う
る
よ
う
な
２
次
的
自
然
が
存
在
し
た
と

考
え
、「
里
湖
」
文
化
の
存
在
を
支
持
し
て
い
る
。 

　
し
か
し
向
井（
７
）
は
、
前
述
の
「
里
海
」
概
念
に
対
し
、

日
本
の
沿
岸
で
養
殖
事
業
な
ど
人
手
を
加
え
る
こ
と
で

高
い
生
産
性
を
挙
げ
た
例
は
多
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

生
物
多
様
性
が
保
全
さ
れ
た
例
は
あ
る
の
か
、
と
疑
問

を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
と
海
と
の
関
わ
り
は
採
貝

や
採
藻
な
ど
海
岸
へ
の
「
入
り
会
い
」
と
い
う
形
で
存

在
は
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
海
の
生
物
多
様
性
の
保

全
が
図
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
何
ら
検
証
は
な
さ

れ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。「
里
湖
」
文
化
に
つ
い

て
も
、
水
質
浄
化
の
役
割
は
果
た
し
て
い
た
と
し
て
も
、

生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
機
能
ま
で
有
し
て
い
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
実
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

    

　
海
や
大
湖
沼
の
よ
う
な
大
き
な
水
体
の
海
岸
線
や
湖

岸
線
が
湾
入
し
て
い
た
り
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
形
状

だ
っ
た
り
す
る
と
、
沿
岸
流
に
よ
っ
て
砂
洲
や
砂
嘴
が

形
成
さ
れ
、
湾
入
部
が
海
や
湖
か
ら
隔
て
ら
れ
、
沿
岸
湖

を
つ
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
は
、
砂
丘
の

発
達
す
る
日
本
海
沿
岸
に
多
く
存
在
し
、
潟
湖
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
大
湖
沼
で
あ
る
琵
琶
湖
の
周
り
に
も
小
規
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【図2】明治時代後期（1892年～1909年）におけ
る琵琶湖辺の小水域分布状況（矢印は西
の湖）〔出所（4）〕 

瀬田川洗堰

ふ 

ず 

な
い  

こ 

模
な
潟
湖
、
す
な
わ
ち
「
内
湖
」
が
、
明
治
時
代
に
は
１

０
０
以
上
も
分
布
し
て
い
た
（
図
２
）。
各
内
湖
の
水
面

面
積
は
１
ha
未
満
か
ら
10 
 km2
を
超
え
る
も
の
ま
で
様
々

で
、
総
面
積
は
35 
 km2
以
上
に
の
ぼ
っ
た
。
当
時
、
琵
琶

湖
と
そ
の
周
辺
で
水
深
２
ｍ
よ
り
浅
い
水
域
は
約
75 
 km2

と
推
定
さ
れ
、
浅
水
域
の
ほ
ぼ
半
分
が
内
湖
だ
っ
た（
４
）。 

　
内
湖
と
琵
琶
湖
の
間
は
１
〜
数
本
の
水
路
で
繋
が
っ

て
お
り
、
水
生
生
物
は
そ
の
間
を
自
由
に
移
動
で
き
る

が
、
両
者
に
は
い
く
つ
か
の
違
い
が
み
ら
れ
る（
８
）。

ま
ず
琵
琶
湖
の
最
大
水
深
は
１
０
３
・
６
ｍ
だ
が
、
内

湖
は
水
深
３
ｍ
以
下
と
極
め
て
浅
い
。
琵
琶
湖
の
湖
岸

景
観
は
様
々
だ
が
、
内
湖
で
は
主
に
ヨ
シ
帯
で
あ
る
。

ま
た
風
波
の
強
い
琵
琶
湖
に
対
し
、
内
湖
は
穏
や
か
な

水
域
で
生
物
に
と
っ
て
過
ご
し
や
す
い
場
で
も
あ
る
。 

　
１
９
６
０
年
頃
ま
で
の
内
湖
に
は
水
草
が
豊
富
に

生
育
し
、
魚
類
に
と
っ
て
の
餌
生
物
も
多
か
っ
た（
９
）。

そ
の
た
め
ヨ
シ
帯
を
産
卵
、
成
育
場
や
餌
場
と
し
て
利

用
す
る
魚
種
、
特
に
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
、
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
、

ホ
ン
モ
ロ
コ
な
ど
多
く
の
コ
イ
科
魚
類
が
琵
琶
湖
と

内
湖
の
間
を
行
き
来
し
て
い
た
。
６
〜
７
月

に
は
産
卵
の
た
め
コ
イ
、
フ
ナ
類
が
大
量
に

押
し
寄
せ
、
内
湖
の
湖
岸
に
は
多
く
の
　（
定

置
網
の
１
種
）
が
立
て
ら
れ
た
。
春
か
ら
夏
に

か
け
て
は
、
水
草
や
湖
底
の
泥
は
田
畑
の
貴

重
な
肥
料
と
し
て
刈
り
取
ら
れ
た
。
水
草
は

肥
料
効
果
が
著
し
く
高
く
、
湖
に
面
す
る
水

田
で
は
他
の
肥
料
が
な
く
て
も
十
分
で
あ
っ

た
と
い
う
。
採
藻
（
水
草
刈
り
）
は
全
漁
獲
高

の
４
〜
５
％
を
占
め
る
重
要
な
漁
獲
物
だ
っ

た
が
、
魚
類
の
産
卵
保
護
の
た
め
６
〜
７
月

に
は
採
藻
を
禁
止
す
る
取
り
決
め
も
あ
っ
た（
10
）。 

　
冬
に
な
る
と
水
辺
の
ヨ
シ
を
刈
り
取
り
、
屋
根
葺
き

材
や
ヨ
シ
簀
づ
く
り
に
用
い
、
枯
れ
た
ヨ
シ
は
燃
料
と

し
て
も
利
用
し
た（
６
）。
ヨ
シ
刈
り
は
ヨ
シ
の
育
成
に

欠
か
せ
な
い
作
業
で
、
ヨ
シ
を
刈
っ
た
後
に
火
を
入
れ

る
こ
と
で
雑
草
の
種
子
等
を
焼
き
払
い
、
ヨ
シ
の
成

長
を
促
す
。
内
湖
で
は
、
沿
岸
流
や
周
り
の
川
な
ど

か
ら
土
砂
が
供
給
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
放
置
し

て
お
く
と
ヨ
シ
帯
か
ら
ヤ
ナ
ギ
林
へ
の
遷
移
が
進
む
。

し
か
し
ヨ
シ
を
刈
り
取
る
こ
と
で
遷
移
が
止
ま
り
、

ヨ
シ
帯
が
維
持
さ
れ
る
。
ま
た
内
湖
の
よ
う
な
浅
い

水
域
は
、
土
砂
や
堆
積
物
が
た
ま
っ
て
富
栄
養
化
し

や
す
い
。
ヨ
シ
や
水
草
を
刈
り
取
り
、
湖
底
泥
を
取

り
上
げ
る
こ
と
は
、
湖
の
富
栄
養
化
を
く
い
止
め
る

作
用
も
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
内
湖
は
、
人
が
手
を
加

え
る
こ
と
で
自
然
に
起
こ
る
遷
移
を
止
め
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
昭
和
初
期
ま
で
は
、
内
湖
は
様
々
な

形
で
利
用
さ
れ
、
人
々
が
関
与
す
る
こ
と
で
全
体
と

し
て
１
つ
の
循
環
系
を
作
り
上
げ
て
い
た（
６
）。 

    

　
１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
に
琵
琶
湖
の
流
出
口
で
あ

る
瀬
田
川
に
洗
堰
が
建
設
さ
れ
、
水
位
が
人
為
的
に
操

作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
初
期
に
は
、
治
水
や

利
水
目
的
で
春
先
や
６
〜
７
月
頃
に
琵
琶
湖
水
位
が

下
げ
ら
れ
、
連
動
し
て
内
湖
水
位
も
下
が
っ
た
。
浅
い

内
湖
の
水
位
が
さ
ら
に
低
下
し
た
こ
と
で
、
琵
琶
湖
と

の
間
の
水
路
が
干
上
が
っ
て
魚
が
侵
入
で
き
な
く
な

り
、
内
湖
で
魚
が
採
れ
な
く
な
っ
た（
６
）。
内
湖
と
人
々

の
繋
が
り
は
次
第
に
失
わ
れ
、
循
環
系
も
機
能
し
な
く

な
り
、
水
質
も
悪
化
し
て
い
っ
た
。
人
々
の
関
心
が
薄

れ
る
な
か
、
戦
後
の
食
糧
難
の
時
代
に
内
湖
は
次
々
と

干
拓
さ
れ
、
田
畑
へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ
た
。
現
在
、

残
存
す
る
内
湖
の
数
は
23
、
総
面
積
は
４
 km2
余
り
に
す

ぎ
ず
、
残
存
内
湖
の
多
く
が
都
市
公
園
化
さ
れ
る
な
ど

で
地
形
も
大
き
く
改
変
さ
れ
た
。 

　
そ
の
中
で
奇
跡
的
に
ほ
ぼ
無
傷
な
状
態
で
残
っ
て
い

る
の
が
、
琵
琶
湖
最
大
の
残
存
内
湖
、
西
の
湖
で
あ
る

（
写
真
）。
私
た
ち
が
西
の
湖
の
生
物
多
様
性
に
つ
い
て

調
べ
る
な
か
で
、
興
味
深
い
事
実
が
わ
か
っ
て
き
た
。
ま

ず
現
在
と
昭
和
20
年
の
航
空
写
真
、
さ
ら
に
江
戸
時
代

に
伊
能
忠
敬
が
測
量
し
た
「
伊
能
図
」
を
比
べ
た
と
こ

ろ
、
西
の
湖
の
砂
嘴
や
湖
岸
線
の
形
状
は
、
一
部
を
除
い

て
２
０
０
年
前
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た（
４
）。

　
残
存
内
湖
で
水
辺
の
希
少
植
物
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

西
の
湖
と
そ
の
周
辺
に
最
も
多
く
の
種
が
生
育
す
る
こ

と
も
わ
か
っ
た（
８
）。
西
の
湖
で
こ
れ
ら
希
少
植
物
の

生
育
場
所
を
詳
細
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
種
が
江

え
り 

西
の
湖
の
生
物
多
様
性
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【図3】 
西の湖と周辺水域におけるコイ科およ
び外来魚仔稚魚の分布．丸の大きさは
個体数を表す。　　印は重要文化的
景観の選定範囲〔出所（4）〕 

【写真】西の湖の航空写真（2006年）。　　　印は希少植物が多く分布する地域 

オオクチバス・ブルーギル

その他

コイ科

個体数

戸
時
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
地
形
改
変
の
な
か
っ
た
ヨ
シ
帯

に
分
布
し
て
い
た
（
写
真: 

　
で
囲
ん
だ
地
域
）。
こ
れ

ら
の
植
物
が
２
０
０
年
前
か
ら
同
じ
場
所
に
生
育
し
て

い
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
生
育
場
と
し
て
の
陸
上

地
形
が
保
た
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
ヨ
シ
刈
り
や
火

入
れ
な
ど
の
持
続
的
な
人
為
か
く
乱
が
何
ら
か
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

西
の
湖
で
は
江
戸
時
代
か
ら
ヨ
シ
の
生
業
が
営
ま
れ
、

多
く
の
ヨ
シ
帯
が
業
者
の
私
有
地
と
し
て
保
有
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
こ
と
が
開
発
を
免
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ヨ

シ
を
持
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
水
辺
の
希
少
植
物

を
も
守
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
で
は
魚
類
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？ 
西
の
湖
に
は
オ

オ
ク
チ
バ
ス
と
ブ
ル
ー
ギ
ル
が
多
く
生
息
す
る
が
、
な

ぜ
か
在
来
魚
の
種
数
が
多
い（
８
）。
そ
の
理
由
を
探
る

た
め
仔
稚
魚
の
分
布
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
外
来
魚
仔
稚

魚
は
西
の
湖
に
、
コ
イ
科
魚
類
の
仔
稚
魚
は
周
辺
水
域

と
そ
れ
ぞ
れ
に
分
布
域
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

（
図
３
）。
外
来
魚
仔
稚
魚
が
多
か
っ
た
地
点
は
、
陸
側

に
豊
か
な
ヨ
シ
帯
が
広
が
る
が
、
水
際
の
ヨ
シ
が
株
立

ち
し
て
切
り
立
っ
て
お
り
、
水
深
60
〜
90   

の
湖
底
に

ヨ
シ
の
破
片
な
ど
が
多
く
堆
積
す
る
よ
う
な
地
形
が

多
か
っ
た
。
一
方
、
コ
イ
科
仔
稚
魚
が
多
か
っ
た
地
点

は
水
際
の
傾
斜
が
緩
や
か
な
ヨ
シ
帯
な
ど
で
、
湖
底
が

泥
質
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
外
来
魚
と
在
来
魚
と
で

は
好
適
な
繁
殖
環
境
が
異
な
り
、
西
の
湖
で
は
外
来
魚

の
繁
殖
に
適
し
た
環
境
が

多
い
が
、
周
辺
水
域
に
は

コ
イ
科
の
繁
殖
に
適
し
た

場
所
が
多
く
残
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
西

の
湖
の
切
り
立
っ
た
ヨ
シ

帯
は
本
来
の
形
状
で
は
な

く
、
隣
接
す
る
大
中
の
湖

を
干
拓
す
る
際
、
堤
防
の

骨
材
と
し
て
西
の
湖
湖
底

の
土
砂
を
大
量
に
採
取
し

た
結
果
、
水
際
の
ヨ
シ
帯

の
断
面
構
造
が
変
化
し
た

と
推
測
さ
れ
て
い
る（
４
）。

つ
ま
り
水
際
の
地
形
が
人

為
的
に
変
え
ら
れ
た
こ
と

で
、
外
来
魚
が
繁
殖
し
や

す
い
環
境
構
造
に
変
わ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
実
は
コ
イ
科
仔
稚
魚
が
集
中
し
て
い
た
周
辺
水
域

は
、
２
０
０
６
年
に
文
化
庁
の
重
要
文
化
的
景
観
第
１

号
に
選
定
さ
れ
た
「
近
江
八
幡
の
水
郷
」
と
ほ
ぼ
重
な

る
（
図
３
）。
伝
統
的
な
生
活
と
結
び
つ
い
た
景
観
が
、

す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
在
来
魚
の
繁
殖
に
好
適
な

地
形
を
保
持
し
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の

事
実
は
伝
統
的
な
ヨ
シ
産
業
や
文
化
的
景
観
が
守
ら

れ
て
き
た
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
水
辺
の
希
少
植
物
や

在
来
魚
の
生
息
環
境
保
全
に
繋
が
っ
て
い
た
可
能
性

を
示
唆
し
て
い
る
。 
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