
誌
多
い
ウ
ナ
ギ
が

詭
滅
危
惧
種
に

環
境
省
は
今
年
２
月
１
日
、
絶
減
の

お
そ
れ
の
あ
る
野
生
生
物
の
種
の
リ
ス

ト

（以
下

・
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
）
に
ニ
ホ

ン
ウ
ナ
ギ
を
追
加
し
た
。
漁
獲
高
が
減

少
し
続
け
て
い
る
の
が
そ
の
理
由
で
、

絶
滅
危
惧
種
Ｉ
Ｂ
類

（近
い
将
来
絶
減

す
る
危
険
性
が
高

い
種
）
に
指
定
。
Ｉ

Ｂ
類
に
は
ほ
か
に
イ
ト
ウ
や
ア
カ
メ
が

含
ま
れ
る
。

ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
に
つ
い
て
は
以
前
か

ら
激
減
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
レ
ッ
ド

リ
ス
ト
は
お
お
む
ね
５
年
ご
と
に
見
直

さ
れ
る
が
、
河
川
に
ソ
上
す
る
個
体
が

産
卵
に
寄
与
し
て
い
る
か
な
ど
、
生
態

に
関
し
て
不
明
な
部
分
が
多

い
と
し
て

こ
れ
ま
で
指
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と

い
う
。

今
回
指
定
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、

産
卵
場
で
あ
る
マ
リ
ア
ナ
諸
島
沖
で
捕

獲
さ
れ
た
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
ー３
個
体
す
べ

て
に
お
い
て
、
河
川
に
生
息
し
て
い
た

証
拠
と
な
る
汽
水
履
歴
が
確
認
さ
れ
、

河
川
に
ソ
上
す
る
個
体
が
産
卵
に
大
き

く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

か
ら
だ
と
い
う
。

判
断
基
準
を
精
査
す
る
過
程
で
河
川

の
ソ
上
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
は
つ
ま

り
、
環
境
省
そ
し
て
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
を

選
定
す
る
学
識
経
験
者
ら
が
、
河
川
の

荒
廃
が
い
か
に
深
刻
で
あ
る
か
を
認
識

し
て
い
る
証
と
も
い
え
る
。

一
方
で
、
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
は
な
ん

ら
法
的
拘
束
力
は
な
く
、
開
発
に
歯
止

め
を
か
け
ら
れ
な
い
無
力
さ
も
同
時
に

痛
感
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
た
め

レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
な
ん
の
意
味
が
あ
る

の
か
、
そ
ん
な
議
論
も
あ
る
わ
け
だ

が
、
日
本
の
環
境
が
い
か
な
る
状
態
に

あ
る
の
か
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
指
標
に
な

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ

（成
魚
）
の
漁
獲
高

は
、
１
９
６
１
年
の
３
３
８
７
ト
ン
を

ピ
ー
ク
に
減
少
し
続
け
て
い
る
。
２
０

１
０
年
に
は
２
８
６
ト
ン
と
約
１２
分
の

１
に
ま
で
激
減
し
て
い
る
。
そ
の
原
因

に
つ
い
て
専
門
家
ら
は
、
河
川
環
境
の

悪
化
の
ほ
か
に
乱
獲
と
気
候
変
動
を
挙

げ
て
い
る
。
む
し
ろ
後
者
ふ
た
つ
を
主

因
だ
と
す
る
説
が
い
ま
だ
主
流
の
よ
う

な
の
だ
が
、
今
年
１
月
、
興
味
深

い
報

告
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
利
根
川
水
系

に
お
け
る
ウ
ナ
ギ
の
漁
獲
高
が
ダ
ム
の

累
積
数
と
相
関
関
係
に
あ
る
と
い
う
も

の
。
ダ
ム
が
１
基
完
成
す
る
た
び
に
ウ

ナ
ギ
が
減
少
す
る
と
い
う
驚
愕
の
内
容

だ
っ
た
。

菌

讐

減
ら
し
て
い
る
の
は
護
だ
Ｆ

ｌ
月
１９
日
、
都
内
で
と
あ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
利
根
川

流
域
市
民
委
員
会
、
ラ
ム
サ
ー
ル
・ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
日
本
、
水
源
開
発
問
題
全
国

連
絡
会
の
３
団
体
に
よ
る
主
催
の
利
根

川
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『ウ
ナ
ギ
が
問
う
！

生
物
多
様
性
か
ら
考
え
る
利
根
川
水
系

河
川
整
備
計
画
』
で
あ
る
。

報
告
内
容
と
し
て
は
河
川
整
備
計
画

の
策
定
を
め
ぐ
る
経
過
と
問
題
点
を
は

じ
め
と
し
て
、
利
根
川
水
系
全
体
を
ラ

ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
に
登
録
す
る
た
め

の
課
題
と
可
能
性
、
さ
ら
に
下
流
部
に

お
け
る
常
陸
川
水
門
開
放
の
可
能
性
と

手
法
お
よ
び
効
果
な
ど
、
い
ず
れ
も
利

根
川
の
現
状
と
今
後
を
知
る
う
え
で
重

要
な
内
容
だ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
な
か
で
も
特
に
興
味
深
く
感
じ

た
の
が
、
先
に
述
べ
た
ウ
ナ
ギ
の
漁
獲

高
と
ダ
ム
と
の
相
関
で
あ
る
。
発
表
者

は
霞
ヶ
浦
漁
業
研
究
会
の
浜
田
篤
信
さ

ん
。
同
氏
は
元
茨
城
県
内
水
面
水
産
試

験
場
長
で
も
あ
り
、
魚
類
の
専
門
家
で

も
あ
る
。

ま
ず
は
利
根
川
お
よ
び
霞
ヶ
浦
に
お

け
る
ウ
ナ
ギ
の
漁
獲
高
だ
が
、
浜
田
さ

ん
に
よ
れ
ば

「漁
獲
高
の
増
減
は
河
川

工
事
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
」
と
言 ▲かば焼きが食べられなくなる……。そんな事態を防ぐ手立て

は、脱ダムだった。つまりは、私たち人間しだいなのである
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薇事野F写簿縄 :憑
日本に古来から生息するウナギはニホンウナギ (学名И亀凛ル

")と
オオウナギ (学

名 :五 ntti■a marmα2材)の 2種類L主に食用とされるのはニホンウナギであり、その種が

今年2月 、絶滅危惧種に指定された。
ニホンウナギの産卵場所が確認されたのはつい最工 節 年のこと。日本から約2CX30km

も離れたマリアナ諸島西側沖の水深2C10m付近とされる。ふ化した仔魚は、成魚とは体型が

異なる葉のような形をしており、このためレプトケファルス (葉形幼生)と呼ばれる。まだ

遊泳力のないレプトケファルスは海流によって移動。北赤道海流に乗って西へ向かったのち、

黒潮により日本近海へと運ばれる過程でシラスウナギヘと成長する。沿岸までたどり着いた

シラスウナギは河川へとソ

上。小魚などをエサに、成熟

するまでのおよそ 10年 を河

川で生活することになる (た

だし一生を海で生活する個体

もいる)。

我々の食卓に上るのは

99°/。 以上が養殖ウナギであ

るが、人工ふ化技術が実用化

されていないことから、養殖

とはいえ天然のシラスウナギ

に依存しているのが現状。つ

まり河口付近で捕獲したシラ

スウナギを人為的に育てたも

のが、養殖ウナギとして流通

しているにすぎない。このた

めシラスウナギそのものが減

少すると、養殖ウナギも同様

に姿を消すことになる。

ウナギの変饉

う
。
そ
れ
は
過
去
の
デ
ー
タ
を
見
て
も

明
ら
か
と
な
る
。

霞
ヶ
浦
の
ウ
ナ
ギ
漁
獲
高
は
明
治
末

期
の
１
９
１
０
年
前
後
か
ら
デ
ー
タ
が

あ
り
、
当
初
は
漁
獲
高
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て

浜
田
さ
ん
は
利
根
川
高
水
工
事
を
挙
げ

て
い
る
。
１
９
０
０
年
ご
ろ
か
ら
工
事

が
始
ま
り
、
竣
工
す
る
の
が
１
９
１
０

年
。
塩
分
濃
度
が
上
昇
し
た
こ
と
に
よ

リ
ウ
ナ
ギ
が
ソ
上
し
や
す
く
な
り
、
漁

獲
高
が
増
加
し
た
も
の
と
推
測
。

そ
の
後
１
９
４
０
年
に
利
根
川
増
幅

工
事
、
１
９
５
５
年
に
常
陸
利
根
川
改

修
工
事
に
よ
り
塩
分
濃
度
が
さ
ら
に
上

昇
。
ウ
ナ
ギ
の
ソ
上
を
助
長
し
、
漁
獲

量
は
１
９
６
１
年
に
４
６
４
ト
ン
の

ビ
ー
ク
に
達
す
る
が
、
１
９
６
３
年
に

常
陸
川
水
門
が
完
成
す
る
と
減
少
が
始

ま
る
。
特
に
常
陸
川
水
門
の
完
全
操
作

（
完
全

閉
鎖

）
が
開
始

さ
れ

る

１
９
７
５
年
以
降
の
減
少
は
顕
著
で
、

こ
の
年
か
ら
激
減
が
始
ま
っ
た
と
い
っ

て
い
い
。

利
根
川
も
同
様
の
経
過
を
た
ど
る
。

霞
ヶ
浦
と
同
じ
く
常
陸
利
根
川
改
修
エ

事
が
完
了
す
る
こ
と
で
い
っ
た
ん
は
漁

獲
高
が
上
昇
し

（塩
分
濃
度
が
上
昇
し

た
た
め
）、
１
９
６
７
年
に
は
６
９
８

ト
ン
と
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
以
後
、
利

根
川
河
口
堰
竣
工
も
あ
い
ま
っ
て
年
率

７
・５
％
の
割
合
で
減
少
し
続
け
る
こ

と
に
な
る
。

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
浜
田
さ
ん

は

「霞
ヶ
浦
を
含
む
利
根
川
水
系
の
ウ

ナ
ギ
漁
獲
高
は
、
完
全
に
河
川
工
事
と

関
係
し
て
い
る
」
と
話
す
。
ほ
か
の
理

由
が
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
漁
獲
高

デ
ー
タ
と
工
事
の
歴
史
が

一
致
し
て
い

る
か
ら
だ
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
ウ
ナ
ギ
漁
獲

高
と
ダ
ム
累
計
数

（ダ
ム
の
数
）
で
あ

る
。
利
根
川
に
お
け
る
ウ
ナ
ギ
の
減
少

と
ダ
ム
の
累
計
数
に
は
負
の
相
関
が
あ

る
と
い
う
こ
と
。
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
る

た
び
に
ウ
ナ
ギ
は
減
少
し
続
け
て
き
た

と
い
う
の
だ
。

利
根
川
に
お
い
て
ダ
ム
建
設
が
始
ま

る
の
は
１
９
５
６
年
か
ら
と
な
る
が
、

当
初
は
ま
だ
ウ
ナ
ギ
漁
獲
量
に
大
き
な

変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ダ
ム
累
計

数
が
３６
基
目
ま
で
は
年
間
２
０
０
０
～

３
０
０
０
ト
ン
の
高
水
準
を
維
持
し
て

ぃ
た
が
、

３７
基
目
の
利
根
川
河
口
堰
が

竣
工
す
る
と

（１
９
７
０
年
）、
そ
の

後

は

６４

基

目

を

数

え

る

ま

で

（１
９
７
０
年
か
ら
２
０
０
４
年
）、

ウ
ナ
ギ
漁
獲
量
は
減
少
し

続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

２
０
０
４
年
ま
で
の
漁
獲

量
減
少
率
は
ダ
ム
ー
基
に

対
し
５
・３
％
。
ダ
ム
累

計
数
と
見
事
に

一
致
す
る

減
少
傾
向
は
不
気
味
で
す

ら
あ
る

（次
ペ
ー
ジ
図
１
の
○
印
参

照
）。

「特
に
ウ
ナ
ギ
が
少
な
く
な
っ
て
か
ら

の
ダ
ム
ー
基
の
重
み
、
こ
れ
は
相
当
な

も
の
で
す
。
絶
滅
に
つ
な
が
り
か
ね
な

い
」今

後
利
根
川
水
系
に
さ
ら
な
る
ダ
ム

が
完
成
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
利
根
川

の
ウ
ナ
ギ
は
絶
減
す
る
可
能
性
が
飛
躍

的
に
高
ま
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
２
０
０
５
年
以
降
、
両
者

の
関
係
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
１
９
７
０
～
２
０
０
４

年
に
見
ら
れ
た
相
関
関
係
か
ら
外
れ
、

漁
獲
量
は
よ
り

一
層
激
減
し
て
い
る
の

だ

（図
１
の
＋
印
参
照
）。

こ
の
件

に
対

し
浜

田
さ

ん

は

「２
０
０
５
年
以
降
は
ダ
ム
以
外
の
要

因
が
漁
獲
量
減
少
に
か
か
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
」
と
言
う
が
、

あ
る
い
は
２
０
０
５
年
の
時
点
で
は
す

で
に
、
致
命
的
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
た
び
重
な
る
ダ
ム
開
発
に
よ
っ
て

と
ど
め
を
刺
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

２
０
０
５
年
と
い
え
ば
神
流
川
本
谷

上
流
に
上
野
ダ
ム
が
竣
工
し
、
さ
ら
に

昨
年
は
鬼
怒
川
支
流
に
も
湯
西
川
ダ
ム

が
竣
工
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
後
は
間

題
の
八
ッ
場
ダ
ム

（吾
妻
川
）
が
控
え

て
い
る
。
も
は
や
ウ
ナ
ギ
の
絶
減
は
確

実
と
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

利
根
川
の
状
況
が

日
本
の
ウ
ナ
ギ
の
未
来
を
左
右

全
国
の
ウ
ナ
ギ
は
ど
う
か
。
デ
ー
タ

に
よ
れ
ば
、
こ
ち
ら
も
ま
た
河
川
開
発

と
の
関
係
を
無
視
で
き
な
い
。

▲ 1967年 に竣工 (完成)し た矢木

沢ダム。利側 ‖最上流部に位置する。

関東地方では最大級のダムといえる

く群馬県みなかみ町に位置する藤原

ダム。利根川本流に建設された大規

模ダムとしては歴史が古く (1959

年竣工)、 支流の玉原ダムを上池と

して揚水発電を行なっている。主に

原発の夜間電力など、余った電力に

より上池 (玉原ダム)に ポンプアッ

プし、下池 (藤原ダム)に戻す際に

落差を利用して発電するのが揚水発

電。よって原発との結びつきが強い

ダムということができる
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>1月 19日、 矛Jオ長′l!

シンポジウム「ウナギ

が問う!生物多様性か
イ
ら考える利根川水系河

川整備計画」が都内で

開催され、注目を集め

た。特に利根川のダム

建設が全国のウナギ漁

獲量激減の原因との報

告は、参加者にとって

衝撃的な内容だったと

いえる

0      10     20     30     40     50     60     70

ダム累計数 (基 )

図 1/利順J‖におけるダム累計数と漁獲量

利根川水系のダム累積数とウナギ漁獲量との間には負の相関

関係が認められ、ダムによるウナギ漁獲量減少率は14.8%/
基となる

図2/全国のウナギ漁獲量と利根川河川開発
利根lll水系においてなんらかの開発が行なわれると、およそ5

年後に全国のウナギ漁獲量が減少することが分かった。その理

由は産卵ルートにある。利根
'||は

地理的に産卵に有利な場所に

あることから、これまでは利根川の親魚が高確率で産,p場にた

どり着くことにより、全国各地にシラスウナギが到達できたと

いえる。仮に利根川のウナギが絶減することになれば、全国で

ウナギが漁獲されないことを意味する

「全
国
の
ウ
ナ
ギ
漁
獲
量
も
１
９
７
０

年
く
ら
い
か
ら

一
定
比
率
で
下
が
っ
て

い
ま
す
。
特
に
注
目
す
べ
き
は

『水
資

源
開
発
水
系
』
に
指
定
さ
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
下
が
り
始
め
る
こ
と
で
す
」

水
資
源
開
発
水
系
と
は
、
国
土
交
通

省

（旧
建
設
省
）
が
水
資
源
開
発
基
本

計
画
に
基
づ
き
指
定
し
た
水
系
の
こ
と

で
、
利
根
川
以
外
で
は
荒
川
、
豊
川
、

木
曽
川
、
淀
川
、
吉
野
川
、
筑
後
川
が

あ
る
。
こ
れ
ら
が
同
水
系
に
指
定
さ
れ

て
以
降
、
つ
ま
り
水
資
源
開
発
事
業
が

始
ま
っ
て
か
ら
ウ
ナ
ギ
の
漁
獲
量
が
減

少
し
始
め
る
と
い
う
わ
け
。
こ
こ
で
も

ま
た
河
川
開
発
が
主
因
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

さ
ら
に
、
利
根
川
水
系
の
ウ
ナ
ギ
漁

獲
量
と
全
国
の
漁
獲
量
、
こ
こ
に
も
相

関
が
あ
る
と
浜
田
さ
ん
は
指
摘
す
る
。

「全
国
の
漁
獲
量
は
利
根
川
の
漁
獲
量

に
比
例
す
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

し
か
も
時
代
が
進
む
ほ
ど
、
ウ
ナ
ギ
が

少
な
く
な
っ
て
く
る
ほ
ど
に
減
少
勾
配

が
き
つ
く
な
る
。
こ
れ
は
つ
ま
リ
ウ
ナ

ギ
が
少
な
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
全
国

全
国
の
漁
獲
量
（ト
ン
）

の
ウ
ナ
ギ
は
利
根
川
に
依
存
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」

解
釈
に
調
嬬
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ

る
た
め
補
完
す
る
が
、
全
国
の
ウ
ナ
ギ

が
減
少
し
た
か
ら
利
根
川
の
ウ
ナ
ギ
を

捕
獲
し
て
流
通
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で

は
な
い
。
浜
田
さ
ん
の
説
明
は
、
利
根

川
の
漁
獲
量
が
減
少
す
る
と
、
全
国
の

漁
獲
量
も
同
じ
よ
う
に
減
少
し
て
し
ま

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
常
陸
川
の
改
修
工
事
が

終
了
し
て
塩
分
濃
度
が
上
昇
す
る
と
、

利
根
川
お
よ
び
霞
ヶ
浦
の
漁
獲
量
が
増

え
た
こ
と
は
述
べ
た
。
こ
の
時
、
全
国

の
漁
獲
量
も
同
じ
よ
う
に
増
加
し
て
い

た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
常
陸
川
水
門
が
完
成
し
利

根
川
水
系
の
ウ
ナ
ギ
が
減
少
す
る
と
、

全
国
の
漁
獲
量
も
６
年
後
に
減
少
。
次

に
１
９
７
５
年
に
水
間
が
完
全
閉
鎖
さ

れ
利
根
川
水
系
の
ウ
ナ
ギ
が
激
減
す
る

と
、
全
国
の
ウ
ナ
ギ
も
お
よ
そ
５
年
後

に
は
急
勾
配
で
下
が
り
始
め
た
と
い

う
。
加
え
て
霞
ヶ
浦
の
水
資
源
管
理
が

完
全
に
始
ま
る
と
、
そ
の
５
年
後
に
さ

ら
に
減
少
。
利
根
川
お
よ

び
霞
ヶ
浦
で
な
ん
ら
か
の

開
発
が
行
な
わ
れ
る
と
、

利
根
川
水
系
の
漁
獲
量
は

そ
の
直
後
に
、
全
国
の
漁

獲
量
は
５
～
６
年
後
に
減

少
す
る
と
い
う
の
だ

（図

２
参
照
）。

こ
の
結
果
に
は
浜
田
さ
ん
本
人
も
驚

い
て
い
る
。

「利
根
川
水
系
の
ウ
ナ
ギ
が
全
国
の
ウ

ナ
ギ
資
源
に
寄
与
し
て
い
る
。
そ
う
考

え
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
世

界
中
の
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
資
源
を
利
根

川
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
本

当
に
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
得
る
ん
で

し
ょ
う
か
。
も
し
利
根
川
の
ウ
ナ
ギ
が

全
国
に
影
響
す
る
と
な
れ
ば
、
原
因
は

産
卵
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
」

ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
は
マ
リ
ア

ナ
諸
島
沖
の
マ
リ
ア
ナ
海
嶺
付
近
だ
と

い
わ
れ
る
。
ふ
化
後
の
仔
魚
は
北
赤
道

海
流
に
乗

っ
て
西
へ
向
か
っ
た
の
ち
、

黒
潮
に
よ
り
日
本
近
海

へ
と
運
ば
れ
て

シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
に
な
る
わ
け
だ
が
、
問

題
は
親
魚
が
産
卵
場
に
向
か
う
ま
で
の

ル
ー
ト
。
こ
れ
ま
で
の
仮
説
で
は
３
つ

の
ル
ー
ト
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。

ひ
と

つ
は
伊
豆
～
小
笠
原
ル
ー
ト

で
、
黒
潮
か
ら
分
流
す
る
小
笠
原
海
流

に
乗

っ
て
南
下
す
る
と
い
う
も
の
。
次

に
最
短
ル
ー
ト
と
し
て
、
利
根
川
に
限

ら
ず
各
地
域
か
ら
直
接
産
卵
場
所
へ
向

か
う
説
。
３
つ
目
が
黒
潮
ソ
上
ル
ー
ト

と
な
る
が
、
こ
れ
は
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
が

沿
岸
に
到
達
す
る
際
に
た
ど

っ
た
黒
潮

を
親
魚
が
さ
か
の
ぼ
る
と

い
う
も
の

だ
。こ

れ
ら
３
ル
ー
ト
の
な
か
で
、
浜
田

さ
ん
が
有
望
視
す
る
の
は
小
笠
原
ル
ー

ト
で
あ
る
。

「今
ま
で
の
話

（利
根
川
と
全
国
の
相

>改めて利根川流域をたどってみると、まさにダムだら

けの河り|!で あることが分かる。そして誰も力ヽ ウナギが

激減するのも無理はないと実感させられるはず
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関
）
を
考
え
る
と
、親
魚
は
小
笠
原
ル
ー

ト
で
南
下
す
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
ウ
ナ
ギ
の
産
地
は
利
根
川
以
外
に

も
筑
後
川
や
宍
道
湖
、
瀬
戸
内
海
な
ど

が
あ
る
。
で
も
こ
れ
ら
の
ウ
ナ
ギ
が
産

卵
場
所
ま
で
行
く
の
は

（
い
ず
れ
の

ル
ー
ト
で
も
）
実
に
大
変
で
す
。
で
も

（小
笠
原
ル
ー
ト
を
た
ど
る
な
ら
）
圧

倒
的
に
利
根
川
水
系
の
ウ
ナ
ギ
が
産
卵

に
は
有
利
に
な
る
ん
で
す
」

た
と
え
ば
最
短
ル
ー
ト
や
黒
潮
ソ
上

ル
ー
ト
で
産
卵
場
を
目
指
す
な
ら
、
全

国
の
漁
獲
量
が
利
根
川
の
そ
れ
に
左
右

さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
利
根
川
の
漁
獲

量
が
激
減
し
た
と
し
て
も
、
ほ
か
の
河

川

（河
口
）
か
ら
マ
リ
ア
ナ
諸
島
沖
を

目
指
せ
ば
よ
い
か
ら
だ
。
し
か
し
産
卵

場
ま
で
の
ル
ー
ト
が
小
笠
原
海
流
で
あ

る
な
ら
、
お
の
ず
と
利
根
川
の
親
魚
、

そ
の
重
要
性
が
増
す
。
利
根
川
河
口
か

ら
な
ら
小
笠
原
海
流
に
乗
り
や
す
く
、

産
卵
に
有
利
。
つ
ま
り
利
根
川
の
ウ
ナ

ギ
が
高
確
率
で
産
卵
場
に
た
ど
り
着
く

こ
と
で
、
全
国
の
漁
獲
高
を
支
え
て
き

た
と
い
え
る
わ
け
だ
。

一
方
で
、
ウ
ナ
ギ
の
な
か
に
は

一
生

を
海
で
生
活
す
る
個
体
も
い
る
こ
と
か

ら
、
産
卵
に
寄
与
し
て
い
る
の
は
海
の

ウ
ナ
ギ
で
は
な
い
か
、
と
す
る
説
も
あ

る
。
た
だ
し
こ
れ
も
利
根
川
と
全
国
と

の
相
関
が
報
告
さ
れ
た
今
、
可
能
性
は

低
い
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
利
根
川
の

ウ
ナ
ギ
が
全
国
の
漁
獲
量
、
そ
の
カ
ギ

を
握
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ

ｚ？
つ
。

な
ぜ
、
生
き
も
の
の
声
を

無
視
し
続
け
る
の
か
…
…

ウ
ナ
ギ
だ
け
で
は
な
い
。
利
根
川
水

系
で
は
シ
ジ
ミ
、
ア
ユ
、
マ
ハ
ゼ
も
同

じ
傾
向
で
激
減
し
て
お
り
、
原
因
は
河

川
湖
沼
の
開
発
以
外
に
考
え
ら
れ
な

い
。
浜
田
さ
ん
は
続
け
る
。

「シ
ジ
ミ
の
漁
獲
量
も
激
減
し
て
お

り
、
ウ
ナ
ギ
の
減
衰
曲
線
と
ほ
ぼ

一
致

し
ま
す
。
と
な
れ
ば
減
少
原
因
も
同
じ

だ
と
い
う
こ
と
。
河
川
工
事
し
か
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
事
業

（河
川
エ

事

・
ダ
ム
含
む
）
の
累
積
投
資
額
を
比

較
し
た
場
合
、
利
根
川
の
ウ
ナ
ギ
、
全

国
の
ウ
ナ
ギ
、
全
国
の
シ
ジ
ミ
は
同
じ

傾
向
で
被
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
原
因
は
河
川
湖
沼
の
開

発
に
あ
る
わ
け
で
す
。
ア
ユ
や
マ
ハ
ゼ

も
同
様
で
す
」

ダ
ム
や
河
川
改
修
に
よ
っ
て
利
根
川

の
魚
類
は
激
減
の
道
を
た
ど
っ
て
き

た
。
こ
れ
は
も
う
疑
う
余
地
は
な
い
だ

ろ
う
。
こ
こ
に
は
登
場
し
て
い
な
い

が
、
利
根
川
水
系
と
い
え
ば
戻
リ
ヤ
マ

メ
と
呼
ば
れ
る
遡
河
性
の
ヤ
マ
メ
、
さ

ら
に
サ
ク
ラ
マ
ス
の
存
在
も
気
に
な
る

と
こ
ろ
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
サ
ク
ラ
マ

ス
も
全
国
的
に
減
少
の

一
途
を
た
ど
っ

て
お
り
、
ダ
ム
建
設
と
の
関
係
は
深
い

は
ず
。
た
と
え
ば
近
年
の
サ
ク
ラ
マ
ス

漁
獲
量
は
、
明
治
期
と
比
較
し
て

１
０
０
分
の
１
以
下
に
ま
で
減
少
し
た

と
の
指
摘
も
あ
る
ほ
ど
だ
。

と
こ
ろ
が
サ
ク
ラ
マ
ス
や
ウ
ナ
ギ
に

限
ら
ず
、
な
ん
ら
か
の
魚
類
が
減
少
し

た
際
、
原
因
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
ら

れ
る
の
は
な
ぜ
か
乱
獲
で
あ
る
。
ウ
ナ

ギ
を
例
に
と
り
浜
田
さ
ん
は
次
の
よ
う

に
話
す
。

「こ
れ
ま
で
ウ
ナ
ギ
の
減
少
原
因
と
し

て
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ま
ず
乱
獲

で
す
。
次
に
温
暖
化
な
ど
の
気
象
変
動

な
ど
。
で
も
そ
う
で
は
な
い
。
主
因
は

河
川
開
発
事
業
に
あ
る
。
そ
れ
を
認
識

す
べ
き
で
す
。
ウ
ナ
ギ
の
減
少
原
因
は

特
に
ダ
ム
に
よ
る
産
卵
回
遊
阻
害
。
産

卵
に
行
け
な
い
わ
け
で
す
。
こ
こ
が

一

番
大
き
い
。
２
つ
目
は
河
口
堰
な
ど
水

門
に
よ
る
生
活
圏
の
分
断
。
３
番
目
が

シ
ラ
ス
の
生
残
率
が
低
下
し
て
い
る
こ

と
。
湖
岸
や
川
岸
の
自
然
が
消
失
し
、

棲
む
と
こ
ろ
が
な
く
て
ほ
か
の
魚
に
捕

食
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
は
ず
で
す
」

浜
田
篤
信
さ
ん
の
報
告
に
よ
り
、
利

根
川
水
系
そ
し
て
全
国
の
ウ
ナ
ギ
激
減

の
原
因
が
ダ
ム
建
設
に
あ
る
こ
と
、
河

川
工
事
に
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
て
き

た
。
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
存

じ
の
よ
う
に
今
現
在
利
根
川
水
系
で
は

新
た
な
ダ
ム
建
設
、
八
ッ
場
ダ
ム
建
設

が
進
行
中
だ
。
ま
だ
本
体
着

工
に
は

至
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
ダ
ム
が
完
成

す
る
と
、
も
は
や
ウ
ナ
ギ
の
絶
滅
は
避

け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
ま
ま
日
本
の
重
要
な
食
文
化
の

ひ
と
つ
で
あ
る
ウ
ナ
ギ
が
日
本
人
の
食

卓
か
ら
消
滅
し
た
場
合
、
そ
の
責
任
は

誰
に
あ
る
の
か
。
無
論
、
国
土
交
通
省

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

浜
田
さ
ん
は
最
後
に
国
交
省
が
進
め

る
河
川
整
備
計
画
に
対
し
て
も
注
文
を

つ
け
て
い
る
。

「生
物
多
様
性
の
劣
化
が
想
像
以
上
に

深
刻
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で

す
。
認
識
が
甘
す
ぎ
る
。
そ
し
て
当
然

の
こ
と
な
が
ら
影
響
評
価
を
き
ち
ん
と

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
一
応
は
開

発
を
行
な
う
時
の
法
律
と
し
て
ア
セ
ス

法

（環
境
影
響
評
価
法
）
が
あ
り
ま
す

が
、
ま
る
で
ザ
ル
法
で
す
。
ま
た
、
そ

れ
以
上
に
事
後
調
査
が
重
要
に
な
る
。

で
も
開
発
後
に
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う

評
価
を
し
な
い
。
（事
前
事
後
の
）
評

価
を
き
ち
ん
と
法
律
で
義
務
づ
け
、
評

価
し
た
う
え
で
実
施
す
べ
き
か
ど
う
か

を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
本
来
、
河
川
整
備
計
画

を
策
定
す
る
際
に
議
論
さ
れ
る
の
が
当

然
だ
と
思
い
ま
す
」

も
っ
と
も
な
ご
指
摘
で
あ
る
。
他

方
、
事
前
事
後
に
か
か
わ
ら
ず
影
響
評

価
の
実
態
を
知
ら
な
い
人
た
ち
か
ら
見

る
と

「そ
ん
な
こ
と
も
や
っ
て
い
な
い

の
か
！
」
と
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
い
や
、
今
や
官
僚
腐
敗
が
世
間

一

般
の
常
識
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
な
　
一

ら
、
「や
は
り
そ
の
程
度
か
」
と
の
感
　
一

想
を
持
た
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、
ま
　
一

さ
に
そ
の
程
度
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
一

国
交
省
に
対
し
て
は
外
部
か
ら
さ
ま
　
一

ざ
ま
な
指
摘
が
あ
る
も
、
聞
く
耳
を
持
　
一

た
ず
い
ま
だ
変
革
の
兆
し
は
見
ら
れ
な
　
一

い
。
と
な
れ
ば
今
後
の
課
題
は
国
交
省
　
一

内
に
自
浄
力
が
あ
る
か
ど
う
か
、
だ
ろ
　
一

う
。
実
直
な
官
僚
が
省
内
に
い
る
こ
と
　
一

を
願
い
た
い
も
の
だ
が
、
は
た
し
て
　
一
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