
さ
れ
た
こ
と
や
生
息
地
環
境
の
悪
化
に

よ
っ
て
、
１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
に

は
マ
ガ
ン
の
数
は
全
国
で
数
千
羽
の
レ

ベ
ル
に
ま
で
減
少
し
た
。
そ
の
後
、
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に

よ
っ
て
、
近
年
で
は
毎
年
約
17
万
羽
の

マ
ガ
ン
が
日
本
に
飛
来
す
る
ま
で
数
が

回
復
し
て
い
る
。
中
で
も
宮
城
県
北
部

は
、
日
本
で
越
冬
す
る
マ
ガ
ン
の
８
〜

９
割
が
集
中
す
る
国
内
最
大
の
越
冬
地

だ
。

　
こ
う
し
て
日
本
で
越
冬
す
る
マ
ガ
ン

の
数
が
回
復
す
る
一
方
で
、
課
題
と
な

っ
て
き
た
の
が
越
冬
地
の
不
足
で
あ
る
。

現
在
マ
ガ
ン
の
一
大
越
冬
地
と
な
っ
て

い
る
宮
城
県
北
部
は
、
北
上
川
の
支
流

で
あ
る
迫
川
の
流
域
を
中
心
と
し
た
沖

積
平
野
で
、
か
つ
て
は
マ
ガ
ン
の
越
冬

に
適
し
た
数
多
く
の
湖
沼
が
点
在
し
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
干
拓
に

よ
っ
て
消
滅
し
、
残
さ
れ
た
湖
沼
も
そ

の
面
積
は
大
幅
に
減
少
し
た
。
蕪
栗
沼

は
、
そ
う
し
た
中
、
か
ろ
う
じ
て
残
さ

れ
た
湿
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

　
蕪
栗
沼
が
干
拓
さ
れ
ず
、
湿
地
と
し

て
残
さ
れ
て
き
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
防

災
上
の
理
由
が
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
は
、

前
述
の
よ
う
に
低
湿
地
帯
で
あ
り
、
過

去
に
も
台
風
な
ど
に
よ
る
大
雨
で
大
き

　
マ
ガ
ン
は
、
ロ
シ
ア
の
シ
ベ
リ
ア
地

方
で
繁
殖
し
、
日
本
や
中
国
な
ど
で
越

冬
す
る
、
翼
を
広
げ
る
と
１
５
０
㎝
も

あ
る
大
型
の
水
鳥
だ
。
繁
殖
地
の
シ
ベ

リ
ア
は
、
8
月
を
過
ぎ
る
と
雪
が
降
り

始
め
、
そ
こ
が
雪
や
氷
で
覆
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
越
冬
地
へ
の
移
動
を
開
始

す
る
。
毎
年
9
月
末
ご
ろ
か
ら
越
冬
地

で
あ
る
日
本
に
飛
来
し
、
2
月
ご
ろ
に

は
繁
殖
地
の
シ
ベ
リ
ア
に
向
か
っ
て
戻

り
始
め
る
。

　
マ
ガ
ン
に
代
表
さ
れ
る
ガ
ン
類
は
、

古
く
か
ら
万
葉
集
の
歌
に
詠
ま
れ
た
り
、

浮
世
絵
の
題
材
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
日

本
人
に
は
な
じ
み
の
深
い
鳥
で
あ
っ
た
。

落
雁
や
が
ん
も
ど
き
な
ど
の
食
べ
も
の

や
「
雁
首
を
そ
ろ
え
る
」
と
い
う
よ
う

な
言
い
ま
わ
し
に
も
そ
の
名
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
明
治
以
降
に
狩
猟
が
解
禁

マ
ガ
ン
の
一
大
越
冬
地
と
な
っ
た 

宮
城
県
北
部 

上／マガンは9月末ごろから日本
に飛来し、2月ごろにシベリアに
戻り始める。左／蕪栗沼での活動
を長年続ける呉地さん。

防
災
と
環
境
保
全
の

両
立
を
め
ざ
し
て
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第

8

回

防
災
と
農
業
と

環
境
保
全
の
共
生
を

目
指
し
て

 

蕪か

ぶ

栗く

り

沼ぬ

ま

ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
が
つ
な
ぐ
鳥
と
水
田

蕪
栗
沼
は
、宮
城
県
北
部
に
あ
る

広
さ
約
１
５
０
ha
の
湿
地
だ
。

周
辺
の
水
田
と
と
も
に
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に

登
録
さ
れ
た
、渡
り
鳥
の
一
大
越
冬
地
で
も
あ
る
。

大
雨
の
際
に
は
遊
水
地
と
し
て
の
役
割
も
果
た
す

蕪
栗
沼
で
は
、防
災
と
農
業
と
環
境
保
全
の

共
生
を
実
現
す
る
た
め
の
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。

古
田
尚
也
I
U
C
N
日
本
リ
エ
ゾ
ン
オ
フ
ィ
ス
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

撮
影
●
古
田
尚
也

　協
力
●
呉
地
正
行

夜明けの蕪栗沼。夜明けとともにマガンは一斉に飛び立つ。
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確
に
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
、
ま
た
、
道

が
複
雑
で
実
際
に
場
所
に
た
ど
り
着
く

の
が
難
し
い
、
そ
ん
な
場
所
で
し
た
」

と
、「
日
本
雁
を
保
護
す
る
会
」
会
長

お
よ
び
「
蕪
栗
ぬ
ま
っ
こ
く
ら
ぶ
」
理

事
長
で
蕪
栗
沼
の
活
動
に
長
年
携
わ
っ

て
き
た
呉
地
正
行
さ
ん
は
振
り
返
る
。

　
そ
こ
で
、
呉
地
さ
ん
た
ち
は
ま
ず
沼

の
こ
と
を
知
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う

と
「
蕪
栗
沼
探
検
隊
」
と
い
う
グ
ル
ー

プ
を
組
織
す
る
。
蕪
栗
沼
探
検
隊
は
、

そ
の
後
発
展
的
に
「
蕪
栗
ぬ
ま
っ
こ
く

ら
ぶ
」
と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
な
り
、

現
在
も
環
境
教
育
な
ど
で
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

　
同
時
に
、
呉
地
さ
ん
た
ち
は
、
蕪
栗

沼
の
整
備
に
関
す
る
情
報
共
有
の
た
め

に
県
に
対
し
て
円
卓
会
議
の
設
置
を
要

求
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

１
９
９
７
年
に
「
蕪
栗
沼
遊
水
地
懇
談

会
」
が
設
立
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
こ
の

懇
談
会
の
中
で
、
行
政
、
地
元
農
家
、

有
識
者
、
自
然
保
護
団
体
な
ど
が
集
ま

り
、
蕪
栗
沼
や
そ
の
周
辺
地
域
を
ど
の

よ
う
に
整
備
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
話

し
合
い
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
連
の
活
動
の
結
果
、
ま
ず
当
初
計

画
さ
れ
て
い
た
沼
の
浚
渫
計
画
は
中
止

さ
れ
、
堤
防
の
か
さ
上
げ
な
ど
他
の
方

法
で
安
全
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
98
年
に
は
、
蕪
栗
沼
に
隣
接
す

る
白
鳥
地
区
の
水
田
が
湿
地
に
復
元
さ

上／蕪栗沼の水面。左下／土のま
ま整備された白鳥地区の越流堤。
右下／2005年には国指定の鳥獣
保護区に指定された。
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な
被
害
を
受
け
て
き
た
。
こ
の
た
め
、

１
９
７
０
年
か
ら
蕪
栗
沼
と
そ
の
周
囲

の
水
田
は
遊
水
地
と
し
て
の
整
備
が
進

め
ら
れ
て
き
た
。
蕪
栗
沼
自
体
は
も
と

よ
り
、
通
常
は
農
地
と
し
て
耕
作
が
行

わ
れ
て
い
る
周
辺
の
水
田
も
、
万
が
一
、

大
雨
が
降
っ
た
際
に
は
水
を
た
め
る
遊

水
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

　
１
９
９
６
（
平
成
8
）
年
に
、
こ
の

蕪
栗
沼
の
遊
水
地
と
し
て
の
機
能
を
高

め
る
た
め
に
県
が
全
面
的
に
掘
り
下
げ

る
計
画
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
沼
の
全
面
掘
削
は
沼
の

環
境
の
悪
化
を
招
く
と
し
て
「
日
本
雁

を
保
護
す
る
会
」
が
反
対
意
見
を
表
明

す
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
同
じ
く

宮
城
県
北
部
の
伊
豆
沼
に
集
中
し
て
い

た
ガ
ン
の
越
冬
地
を
蕪
栗
沼
に
も
分
散

化
さ
せ
よ
う
と
、
蕪
栗
沼
で
行
わ
れ
て

い
た
カ
モ
類
な
ど
の
狩
猟
禁
止
や
保
護

区
化
が
検
討
さ
れ
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。

　
マ
ガ
ン
は
昼
間
、
田
ん
ぼ
の
落
ち
モ

ミ
や
イ
ネ
科
の
草
な
ど
を
食
べ
て
す
ご

し
、
夜
は
湖
や
沼
な
ど
を
ね
ぐ
ら
と
す

る
。
非
常
に
警
戒
心
が
強
い
鳥
で
あ
り
、

ね
ぐ
ら
と
し
て
利
用
し
て
も
ら
う
た
め

に
は
安
全
で
最
低
20 

ha
程
度
の
ま
と
ま

っ
た
水
面
が
必
要
な
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
蕪
栗
沼
は
、
こ
う
し
た
条
件
を

備
え
た
数
少
な
い
候
補
地
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
一
方
、「
当
時
、
蕪
栗
沼
は
地

元
の
人
で
も
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
か
正

上／マガンは昼間、田んぼの落ち
モミや草などを食べて過ごす。
下／朝、一斉に飛び立つマガンの
群れ。
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こ
の
「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」
と
い
う
名

称
も
蕪
栗
沼
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
。

こ
の
農
家
グ
ル
ー
プ
は
、
渡
り
鳥
の
ね

ぐ
ら
を
増
や
す
と
い
う
目
的
に
賛
同
し
、

そ
れ
ま
で
の
慣
行
的
な
農
法
を
や
め
、

無
農
薬
無
化
学
肥
料
で
こ
の
「
ふ
ゆ
み

ず
た
ん
ぼ
」
の
農
法
に
切
り
替
え
た
。

「
取
り
組
み
を
開
始
し
て
12
年
が
経
過

し
ま
す
が
、
収
量
は
２
〜
３
割
落
ち
た

も
の
の
安
定
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

米
の
価
格
は
2
倍
で
販
売
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
ま
す
」
と
「
伸し

ん

萠ぽ
う

ふ
ゆ
み
ず

た
ん
ぼ
生
産
組
合
」
事
務
局
長
の
西
澤

さ
ん
。
旧
田
尻
町
も
、
こ
う
し
た
農
家

の
取
り
組
み
支
援
の
た
め
に
、
冬
期
間

の
水
の
見
回
り
や
ポ
ン
プ
代
と
し
て
、

10
ア
ー
ル
あ
た
り
８
０
０
０
円
の
交
付

金
を
給
付
す
る
独
自
の
制
度
を
整
え
た
。

そ
の
後
国
の
環
境
直
接
支
払
い
制
度
に

引
き
継
が
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
現
在
、
伸
萠
地
区
で
は
、
構
造
改
善

事
業
に
よ
っ
て
地
区
内
に
点
在
す
る

「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」
の
集
団
化
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
業
に
よ
り
、

36 

ha
の
ま
と
ま
っ
た
「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん

ぼ
」
の
団
地
が
生
ま
れ
、
マ
ガ
ン
が
新

し
い
ね
ぐ
ら
と
し
て
利
用
し
て
く
れ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
さ
ら
に
促
進

初
、
呉
地
さ
ん
た
ち
が
取
り
組
み
を
進

め
る
上
で
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
。

マ
ガ
ン
は
田
ん
ぼ
の
落
ち
モ
ミ
を
食
べ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
鳥
に
対
す
る
農
業

者
の
反
発
は
と
て
も
強
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
蕪
栗
沼
が
位
置
し
て
い
る
旧
田
尻

町
（
現
在
は
大
崎
市
に
編
入
）
で
は
、

１
９
９
９
年
に
食
害
補
償
条
例
を
作
り
、

鳥
に
よ
る
食
害
を
完
全
に
補
償
す
る
体

制
を
整
え
た
。

　
こ
う
し
た
行
政
に
よ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
や
呉
地
さ
ん
ら
の
継
続
的
な
働
き
か

け
に
よ
っ
て
、
農
業
者
の
意
識
も
変
化

し
て
い
く
。
そ
し
て
、
２
０
０
３
年
に

は
12
戸
の
農
家
が
約
20 

ha
の
面
積
で

「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」
を
開
始
す
る
。 

「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」
と
は
、
渡
り
鳥

の
生
息
環
境
を
増
や
す
た
め
に
、
通
常

は
水
を
張
ら
な
い
冬
の
間
に
も
水
田
に

水
を
た
め
る
農
法
の
こ
と
。
ち
な
み
に
、

時
は
実
に
町
民
の
10
人
に
1
人
が
海
外

経
験
を
有
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
。
海
外
経
験
を
有
し
、
広
い
視
野

を
持
つ
人
材
が
多
数
い
た
こ
と
が
、
新

し
い
取
り
組
み
が
比
較
的
進
め
や
す
か

っ
た
理
由
な
の
だ
と
い
う
。

　
蕪
栗
沼
で
は
、
防
災
と
農
業
と
環
境

保
全
の
共
生
を
目
指
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

新
し
い
活
動
が
、
今
も
進
め
ら
て
い
る
。

さ
せ
た
の
が
、
湿
地
に
関
す
る
国
際
的

な
条
約
で
あ
る
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
へ
の

登
録
で
あ
っ
た
。
２
０
０
5
年
に
、
蕪

栗
沼
と
そ
の
周
辺
水
田
を
含
め
た
地
域

が
一
体
と
し
て
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地

に
登
録
さ
れ
た
。
内
部
に
水
田
を
含
む

ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
は
こ
れ
ま
で
に

も
あ
っ
た
が
、
水
田
を
意
図
的
に
取
り

込
ん
だ
事
例
は
世
界
で
始
め
て
で
あ
っ

た
。

　
さ
ら
に
、
水
田
の
有
す
る
こ
う
し
た

潜
在
的
環
境
保
全
機
能
の
国
際
的
な
認

知
を
高
め
、
さ
ら
に
実
践
を
広
め
て
い

く
た
め
に
、
２
０
０
８
年
に
韓
国
で
開

催
さ
れ
た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10

で
「
湿
地
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
水
田
の

生
物
多
様
性
の
向
上
」
と
題
し
た
決
議

が
採
択
さ
れ
た
。
呉
地
さ
ん
ら
は
、
こ

の
決
議
が
採
択
さ
れ
る
よ
う
、
韓
国
の

Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
日
韓
の
政
府
と
と
も
に
働
き

か
け
を
行
っ
た
。
こ
の
決
議
に
よ
っ
て
、

蕪
栗
沼
の
事
例
は
水
田
の
生
物
多
様
性

保
全
機
能
と
と
も
に
世
界
的
に
も
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
蕪
栗
沼
で
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
多

様
な
関
係
者
を
巻
き
込
ん
で
進
ん
で
き

た
背
景
に
つ
い
て
、呉
地
さ
ん
は「
旧
田

尻
町
に
は
人
づ
く
り
に
投
資
を
し
て
き

た
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら
」
と
指
摘
す
る
。

　
田
尻
町
で
は
、
峯
浦
元
町
長
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
町
民
が
海
外
で

研
修
す
る
制
度
が
長
く
実
施
さ
れ
、
一

蕪栗沼の近くにある温泉宿泊施設
「ロマン館」。冬場は特にマガンを
見る人で込み合う。

水
田
を
含
め
た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約

湿
地
の
登
録
へ

大正大学地域構想研究所教授。
東京大学大学院農学生命科学研究科

博士課程単位取得退学。
三菱総合研究所を経て、2009年より
IUCN（国際自然保護連合）の

日本オフィスにおいて生物多様性に関する
国内外の政策展開に従事する。

Naoya Furuta 

上／右から蕪栗沼について行政の
立場から長年携わってきた大崎市
産業経済部の高橋直樹さん、ふゆ
みずたんぼ生産組合事務局長の西
澤誠弘さん、大崎市職員鈴木耕平
さん。下／生き物が横断しやすい
ように堤防の整備にも工夫がなさ
れている。
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れ
る
こ
と
と
な
り
、
も
と
も
と
の
蕪
栗

沼
約
１
０
０
ha
に
白
鳥
地
区
の
約
50 

ha

が
加
わ
り
、
よ
り
多
く
の
水
鳥
が
こ
こ

を
ね
ぐ
ら
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
白
鳥
地
区
で
は
、

当
初
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
越
流
堤
の
整

備
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
景

観
や
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
土
の
ま
ま

の
堤
が
望
ま
し
い
と
呉
地
さ
ん
ら
が
申

し
入
れ
、
県
の
技
術
者
も
そ
れ
に
答
え

る
た
め
に
設
計
上
の
工
夫
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
白
鳥
地
区
に
は
日
本
で
も

珍
し
い
長
さ
1
㎞
に
わ
た
る
土
の
越
流

堤
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　
白
鳥
地
区
は
、
自
然
に
流
れ
込
む
水

流
が
な
く
、
ま
た
水
深
も
浅
い
こ
と
か

ら
、
夏
場
に
水
質
が
悪
化
す
る
の
が
課

題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
関

係
者
と
話
し
合
い
を
す
る
中
で
、
治
水

用
の
ポ
ン
プ
場
の
管
理
を
蕪
栗
ぬ
ま
っ

こ
く
ら
ぶ
が
県
か
ら
請
け
負
い
、
試
験

運
転
を
適
宜
行
う
こ
と
で
白
鳥
地
区
の

水
質
を
維
持
す
る
と
い
う
解
決
策
が
生

み
出
さ
れ
た
。

　
蕪
栗
沼
周
辺
の
堤
防
に
つ
い
て
も
関

係
者
間
の
話
し
合
い
の
結
果
、
未
舗
装

の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ

れ
に
加
え
、
堤
防
へ
の
車
の
乗
り
入
れ

も
禁
止
さ
れ
た
。
以
前
は
堤
防
ま
で
車

の
乗
り
入
れ
が
で
き
た
た
め
に
、
マ
ガ

ン
が
驚
い
て
逃
げ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
が
起
き
て
い
た
が
、
車
の
乗
り
入
れ

禁
止
に
よ
っ
て
マ
ガ
ン
が
安
心
し
て
ね

ぐ
ら
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
蕪
栗
沼
で
は
、
多
様

な
関
係
者
が
、
懇
談
会
な
ど
の
場
を
通

じ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
課
題
を
解
決
し
て

い
く
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
、「
行
政
や
農
業
者
、
自
然
保
護
関

係
者
な
ど
が
共
通
の
目
標
を
持
っ
て
、

ひ
と
つ
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
話
し
合

い
を
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大

き
か
っ
た
」
と
呉
地
さ
ん
は
振
り
返
る
。

　
農
業
者
と
の
意
識
の
隔
た
り
は
、
当

上／ふゆみずたんぼの様子。右下
／ふゆみずたんぼの米で作られた
お酒。左下／ふゆみずたんぼで作
られたササニシキの玄米を使った
新しい商品。

「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」に
よ
る

農
業
と
の
共
生 
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