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学
進
学
で
東
京
に
行
っ

て
一
番
驚
い
た
こ
と

は
、
滋
賀
県
が
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
近
畿
に
あ
る
と
い
う
こ
と

す
ら
知
ら
な
い
人
も
い
て
、
志

賀
高
原（
し
が
こ
う
げ
ん
）と
間

違
わ
れ
、
長
野
県
で
す
か
と
言

わ
れ
た
こ
と
も
。
京
都
の
隣
で

琵
琶
湖
が
あ
っ
て
…
と
説
明
し

な
が
ら
、
自
分
と
滋
賀
県
、
い

わ
ゆ
る
“
ふ
る
さ
と
”
と
は
何

な
の
か
を
考
え
た
も
の
で
す
。

　

長
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
「
標
的
の
村
」
は
、
沖
縄
県

東
村（
ひ
が
し
そ
ん
）高
江
に
予

定
さ
れ
た
オ
ス
プ
レ
イ
着
陸
帯

建
設
に
反
対
す
る
住
民
の
記
録

で
す
。
自
分
た
ち
の
“
ふ
る
さ

と
”
を
守
る
た
め
、
自
分
た
ち

の
文
化
や
暮
ら
し
を
守
る
た
め

に
闘
う
住
民
た
ち
を
観
て
い
る

と
、
の
ん
気
に
ふ
る
さ
と
な
ん

て
言
葉
を
使
っ
て
は
い
け
な
い

よ
う
な
気
さ
え
し
て
き
ま
す
。

　

反
対
運
動
の
座
り
込
み
を
し

た
住
民
を
「
通
行
妨
害
」
と
し

て
訴
え
た
国
。
国
策
に
反
対
す

る
個
人
を
国
が
訴
え
た
り
、
力

の
あ
る
団
体
が
声
を
上
げ
た
個

人
を
弾
圧
・
恫
喝
目
的
で
訴
え

る
、
こ
う
い
っ
た
裁
判
は
、
ア

メ
リ
カ
で
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｐ
裁
判
と

呼
ば
れ
多
く
の
州
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
東
村

の
裁
判
で
は
、
訴
え
ら
れ
た
住

民
の
中
に
現
場
に
行
っ
た
こ
と

も
な
い
７
歳
の
女
の
子
ま
で
含

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
国
の
容
赦

の
な
い
態
度
に
は
様
々
な
思
惑

が
透
け
て
見
え
て
き
ま
す
。

　

電
話
一
本
で
県
に
オ
ス
プ
レ

「
標
的
の
村
」

本土ではほとんど報道されなかった沖縄・高江の闘い
大

上 映
２
０
１
４
年
１
月
11
日（
土
）14

時
30
分
か
ら
大
津
市
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
で
上
映
会
。
主
催
／

虹
の
シ
ネ
マ
の
会
。
問
い
合
せ

☎
０
１
２
０（
８
６
１
）９
５
２

（
コ
ー
プ
し
が
西
地
区
事
務
局
）

イ
の
配
備
を
知
ら
せ
た
政
府
。

強
行
配
備
の
知
ら
せ
に
人
々

は
、
普
天
間
基
地
の
ゲ
ー
ト
前

に
車
を
並
べ
22
時
間
に
わ
た
っ

て
基
地
を
封
鎖
し
ま
し
た
。
本

土
で
は
ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
な

か
っ
た
こ
の
抵
抗
の
様
子
は
す

さ
ま
じ
い
も
の
で
す
。
強
制
排

除
に
乗
り
出
し
た
の
は
沖
縄
県

警
。
沖
縄
の
人
同
士
が
ぶ
つ
か

り
合
う
怒
声
や
涙
の
中
、
悲
し

み
の
歌
が
響
き
ま
す
。
一
体
誰

が
何
の
た
め
に
沖
縄
の
人
同
士

を
ぶ
つ
か
り
合
わ
せ
て
い
る
の

か
、
そ
の
こ
と
を
映
画
は
雄
弁

に
語
り
ま
す
。
今
観
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
本
当
に
大
切
な
映
画

で
す
。

　

監
督
の
三
上
智
恵
さ
ん
や
製

作
し
た
沖
縄
の
地
方
テ
レ
ビ
局

・
琉
球
朝
日
放
送
の
思
い
は

今
、
全
国
の
劇
場
へ
公
開
を
広

げ
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
先
日
大

津
で
の
上
映
も
大
成
功
に
終
わ

っ
た
「
約
束　

名
張
毒
ぶ
ど
う

酒
事
件　

死
刑
囚
の
生
涯
」
を

製
作
し
た
の
も
東
海
テ
レ
ビ
放

送
と
い
う
地
方
局
で
し
た
。
地

方
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
意
地
を

見
る
思
い
が
し
ま
し
た
。

　

オ
ス
プ
レ
イ
を
使
っ
た
訓
練

が
行
わ
れ
た
滋
賀
県
。
こ
の
映

画
を
観
て
改
め
て
ふ
る
さ
と
を

考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し

た
。
大
学
時
代
に
仲
の
良
か
っ

た
沖
縄
出
身
の
友
達
が
、
ご
く

当
た
り
前
に
自
分
た
ち
の
文
化

を
愛
し
て
い
る
と
話
し
て
い
た

の
を
思
い
出
し
な
が
ら
。

（
滋
賀
県
映
画
セ
ン
タ
ー
・
林

浩
一
郎
）

「標的の村」のチラシ

琵
琶
湖

検

証

◆◇◆… 第 11 回 …◆◇◆

奥田　昇

京都大学生態学研究センター
准教授

漁獲量減と高齢化で危機的状況に

固
有
魚
と
水
産
業

　

琵
琶
湖
の
ア
ユ
が
他
水

系
の
集
団
と
大
き
く
異
な

る
の
は
、
海
に
降
り
な
い

点
で
あ
る
。
幼
魚
期
を
湖

の
沖
合
で
過
ご
し
た
ア
ユ

は
、
２
つ
の
生
活
型
の
ど

ち
ら
か
に
移
行
す
る
。

　

１
つ
は
、
河
川
に
遡
上

し
て
な
わ
ば
り
を
張
り
、

川
苔
を
食
べ
る
通
常
の

型
。
も
う
片
方
は
、
沖
合

で
群
泳
し
な
が
ら
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
を
食
べ
る
型
。
後

者
は
、
体
が
小
さ
い
ま
ま

湖
内
で
成
熟
す
る
こ
と
か

ら
「
コ
ア
ユ
」
と
呼
ば

れ
、
河
川
に
生
息
す
る
通

常
の
「
オ
オ
ア
ユ
」
と
区

別
さ
れ
て
い
る（
写
真

３
、
４
）。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
両

者
は
姿
形
や
行
動
習
性
が

全
く
異
な
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
遺
伝
的
差
異
が
な

い
。
コ
ア
ユ
を
川
に
放
流

す
る
と
オ
オ
ア
ユ
に
な
る

こ
と
か
ら
、
河
川
放
流
や

養
殖
用
の
種
苗
と
し
て
全

国
に
出
荷
さ
れ
て
い
る
。

コ
ア
ユ
依
存
の
水
産
業

　

こ
の
半
世
紀
の
琵
琶
湖

に
お
け
る
漁
獲
動
向
を
見

て
み
よ
う（
グ
ラ
フ
上
）。

富
栄
養
化
に
よ
る
赤
潮
の

発
生
が
顕
著
と
な
る
１
９

７
０
年
代
後
半
か
ら
総
漁

獲
量
が
減
少
に
転
じ
、
そ

れ
以
降
は
年
々
減
少
傾
向

に
あ
る
。
外
来
魚
の
蔓

延
、
湖
岸
造
成
・
圃
場
整

備
に
よ
る
産
卵
・
生
育
地

の
消
失
、
温
暖
化
に
よ
る

湖
底
の
酸
欠
な
ど
、
在
来

の
魚
た
ち
に
と
っ
て
受
難

の
時
代
が
続
く
。
激
変
す

る
環
境
下
に
あ
っ
て
、
ア

ユ
の
漁
獲
量
だ
け
は
比
較

的
安
定
し
て
推
移
し
て
い

る
の
が
わ
か
る
。

　

ア
ユ
資
源
量
の
安
定
性

は
、
全
国
的
な
需
要
増
と

価
格
高
騰
を
背
景
に
し
た

増
殖
対
策
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
そ
の
安
定
し

た
漁
獲
量
と
高
単
価
に
よ

っ
て
、
１
９
６
０
年
代
に

は
漁
業
全
体
の
10
％
程
度

で
あ
っ
た
ア
ユ
生
産
額

が
、
近
年
で
は
60
％
以
上

を
占
め
る
ま
で
上
昇
し
た

（
グ
ラ
フ
下
）。

持
続
可
能
な
水
産
業
を

　

河
川
放
流
や
養
殖
な
ど

県
外
出
荷
を
目
的
と
し
た

コ
ア
ユ
漁
に
過
度
に
偏
る

こ
と
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
生
き
物
本
来
の

移
動
能
力
を
超
え
て
人
間

が
意
図
的
に
生
き
物
を
他

地
域
に
運
搬
す
る
こ
と
自

体
、
移
植
先
の
生
態
系
に

予
期
せ
ぬ
被
害
を
も
た
ら

す
危
険
性
を
は
ら
む
。
次

に
、
養
殖
業
自
体
が
抱
え

る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
出

荷
量
調
整
が
お
こ
な
わ
れ

な
い
自
由
競
争
に
基
づ
く

養
殖
生
産
は
、
長
期
的
に

み
る
と
供
給
過
多
に
陥
っ

て
崩
壊
す
る
危
険
性
を
は

ら
む
。
最
後
に
、
増
殖
対

策
が
施
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
、
や
は
り
自
然
が
相

手
。
単
一
魚
種
へ
の
依
存

体
質
は
、
環
境
変
動
に
よ

る
豊
凶
の
影
響
を
受
け
や

す
く
、
収
入
が
不
安
定
化

す
る
危
険
性
を
は
ら
む
。

　

ア
ユ
以
外
の
魚
種
か
ら

安
定
収
入
を
得
る
上
で
重

要
な
の
は
、
琵
琶
湖
で
し

か
獲
れ
な
い
固
有
魚
に
付

加
価
値
を
つ
け
、
地
域
で

消
費
す
る
シ
ス
テ
ム
を
確

立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
食

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
反
動

で
あ
ろ
う
か
、
昨
今
で
は

「
ご
当
地
グ
ル
メ
」
な
る

も
の
が
地
域
活
性
化
に
一

役
買
っ
て
い
る
。
滋
賀
県

を
訪
れ
る
観
光
客
は
、
年

間
４
７
０
０
万
人
超
。
潜

在
的
な
需
要
は
大
き
い
。

ご
当
地
グ
ル
メ
ブ
ー
ム
が

来
訪
者
数
を
押
し
上
げ
、

地
域
経
済
を
活
性
化
す
る

効
果
も
期
待
で
き
よ
う
。

　

い
ま
、
琵
琶
湖
の
漁
業

は
転
換
期
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
る
。

コ
ア
ユ
と
オ
オ
ア
ユ

　

琵
琶
湖
の
水
産
業
に
お

い
て
最
も
重
要
な
魚
種

は
、
ア
ユ
で
あ
る
。
琵
琶

湖
の
ア
ユ
は
、
固
有
種
で

な
い
も
の
の
、
そ
の
生
態

は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
一

般
に
、
ア
ユ
は
河
川
で
生

ま
れ
て
ま
も
な
く
川
を
降

り
、
海
中
で
幼
魚
期
を
過

ご
す
。
春
か
ら
初
夏
に
か

け
て
、
河
川
を
遡
上
し
、

川
苔
を
食
み
な
が
ら
成
長

・
成
熟
す
る
。
晩
夏
か
ら

晩
秋
に
か
け
て
、
河
川
で

産
卵
を
終
え
た
個
体
は
そ

の
生
涯
を
閉
じ
る
。
い
わ

ゆ
る
、
年
魚
で
あ
る
。

湖
漁
食
文
化
と
水
産
業
の
衰
退

　

琵
琶
湖
が
世
界
に
誇
れ
る
の
は
湖

の
大
き
さ
で
は
な
く
、
歴
史
の
古
さ

と
生
き
物
の
多
様
さ
に
あ
る
。
最
新

の
報
告
に
よ
る
と
、
琵
琶
湖
に
生
息

す
る
水
生
生
物
は
１
７
６
９
種
。
こ

の
う
ち
61
種
が
地
球
上
で
琵
琶
湖
に

し
か
生
息
し
な
い
固
有
種
で
あ
る
。

　

固
有
種
は
、
そ
の
悠
久
の
歴
史
の

中
で
琵
琶
湖
の
環
境
に
適
応
す
べ
く

独
自
の
進
化
を
遂
げ
た
。
例
え
ば
、

浅
瀬
で
底
生
動
物
を
食
べ
て
暮
ら
す

ギ
ン
ブ
ナ
や
タ
モ
ロ
コ
の
祖
先
が
沖

合
に
進
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
を
食
べ
る
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ

や
ホ
ン
モ
ロ
コ
に
種
分
化
し
た
。
淡

水
魚
に
あ
り
が
ち
な
泥
臭
さ
が
な

く
、
上
品
な
味
が
特
徴
だ（
写
真

１
、
２
）。

　

古
来
、
海
の
な
い
近
江（
滋
賀
県
）

に
お
い
て
、
湖
の
幸
は
貴
重
な
タ
ン

パ
ク
源
で
あ
っ
た
。
固
有
魚
の
習
性

を
巧
み
に
利
用
し
た
伝
統
漁
法
が
発

達
し
、
そ
れ
ら
を
加
工
し
て
食
す
る

湖
魚
食
文
化
が
育
ま
れ
た
。
と
こ
ろ

が
、
流
通
経
済
の
発
達
と
食
生
活
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
っ
て
、
琵
琶
湖

の
魚
を
食
べ
る
習
慣
が
失
わ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
漁
獲
量
が
激
減
し
、

就
業
者
の
高
齢
化
が
進
む
琵
琶
湖
の

水
産
業
は
、
い
ま
危
機
的
状
況
に
あ

る
。
琵
琶
湖
の
水
産
業
の
未
来
に
と

っ
て
何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

独
自
に
進
化
し
た

琵
琶
湖
の
固
有
種

需要高まったコアユ
　近世まで、コアユは水産価値の低い雑魚として扱われて
いたが、種苗資源としての優良性が見出され、全国的に需要
を増し、価格高騰を背景に増殖事業が数多く試みられた。

■
…
…
昔
か
ら
食
べ
ら
れ
て
い
る
湖
魚
料
理
…
…
■

写真１

写真２

写真３

写真４

フ
ナ
寿
司

ホ
ン
モ
ロ
コ

の
塩
焼
き

コ
ア
ユ
の

く

ぎ

煮

ア
ユ
の
塩
焼
き


