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１
．
池
溏
は
地
上
に
だ
け
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

ー
動ゆ
る

ぎ
の
田
代
の
地
下
池
溏
＊
１
）

　
尾
瀬
ヶ
原
を
歩
い
て
い
る
と
、
ズ
ブ
ズ
ブ
と
ぬ
か
る
み
、

周
り
が
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
の
よ
う
に
揺
れ
て
、
今
に
も
落
ち

そ
う
な
所
が
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
尾
瀬
ヶ
原
で
「
動
（
ゆ

る
）
ぎ
の
田
代
」
と
言
わ
れ
て
き
た
場
所
で
す
が
、
私
た
ち

が
初
め
て
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
尾
瀬
ヶ
原
に
は
、
約
１
，
８
０
０
の
池
溏
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
（
図
１
）
。
で
も
、
こ
れ
は
地
上

の
話
で
す
。
実
は
、
今
回
の
調
査
で
湿

原
の
地
下
に
も
池
溏
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
３
つ
の
動
ぎ
の
田
代
を

選
ん
で
、
救
命
胴
衣
を
つ
け
な
が
ら
、

規
模
や
内
部
の
構
造
、
水
質
を
調
査
し

ま
し
た
。
動
ぎ
の
下
に
は
、
た
っ
ぷ
り

と
水
が
た
ま
っ
た
、
「
地
下
池
溏
」
が

あ
り
ま
し
た
。
深
い
も
の
で
は
約
２
・

５
ｍ
も
の
水
が
溜
ま
っ
て
い
ま
し
た

（
図
２
）
。
も
し
落
ち
た
な
ら
致
命
的

な
深
さ
で
す
。
水
質
や
水
位
の
自
動
測

定
を
行
い
、
こ
の
水
は
わ
ず
か
に
黒
み

が
か
っ
た
地
下
水
で
、
緩
や
か
に
流
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
水
の

出
口
は
小
さ
な
池
溏
に
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
奥
を
「
黒
の
洞
窟
」
と

名
づ
け
て
み
ま
し
た
。
カ
メ
ラ
で
中
を

図１．尾瀬ヶ原の池溏。上田代KA3（2017年８月）、高度120 ｍ
（KKドキュメンタリチャンネル　藤原英史氏提供）。図中の多くの
池溏の表面はヒツジグサの浮葉で覆われている。黒く見える部分が水
面。池溏の周囲の緑が黒く見える部分には浮葉はまばらか、分布して
いない。

図２．パイプにより採取した動ぎの田代の下の地下池溏の水（NY6-Y、2020年８
月)。パイプの長さは３ ｍ、右が底。永坂ほか（2022）。
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除
く
と
、
榛
名
山
か
ら
の
火
山
灰
と
思
わ
れ
る
粒
子
が
大
量

に
蓄
積
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
黒
の
洞
窟
の
上
が

動
ぎ
の
田
代
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
従
来
、
動
ぎ
の
田
代
の
成
因
に
つ
い
て
は
「
古
尾
瀬
湖
残

存
説
」
と
「
池
溏
閉
塞
説
」
と
も
言
う
べ
き
説
が
唱
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
古
尾
瀬
湖
は
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
い
る

た
め
前
者
の
説
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
後
者
は
、
岸
辺
の
植
物

が
中
央
に
向
か
っ
て
広
が
り
、
水
面
を
覆
っ
て
池
溏
の
水
面

が
閉
じ
込
め
ら
れ
た
と
す
る
も
の
で
、
極
め
て
分
か
り
や
す

い
説
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
否
定
的
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
通
常
の
池
溏
で
岸
の
植
物
が
中
央
に
向
か
っ
て
成
長
し

て
い
る
よ
う
な
情
景
は
観
察
し
た
こ
と
が
な
い
た
め
で
す
。

こ
れ
ら
に
代
わ
っ
て
私
た
ち
は
、
地
下
水
に
よ
っ
て
長
い
間

に
湿
原
の
地
下
が
浸
食
さ
れ
た
「
地
下
泥
炭
浸
食
説
」
を
提

唱
し
て
い
ま
す
。

　
尾
瀬
ヶ
原
に
お
け
る
「
動
ぎ
の
田
代
」
の
分
布
は
、
明
ら

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
地
下
池
溏
が
ど
れ
だ

け
あ
る
の
か
は
将
来
の
課
題
で
す
。
泥
炭
地
の
多
い
北
欧
な

ど
で
は
、
湿
原
の
中
にpipe

（
水み

ず
道み

ち
）
が
多
数
あ
り
、
漏
水

と
泥
炭
の
浸
食
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
下
池
溏
の
数

や
分
布
が
わ
か
れ
ば
泥
炭
地
の
保
全
に
つ
な
が
り
ま
す
。

２
．
池
溏
は
拡
大
す
る

                          

ー
拡
大
の
証
拠
と
そ
の
速
度
は
？
＊
２
）

　
多
く
の
池
溏
を
観
察
し
て
い
る
と
、
岸
辺
が
切
れ
て
今
に

も
離
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
り
、
す
で
に
離
れ
て
浮
島
状
に

な
っ
た
り
、
よ
く
目
を
凝
ら
し
て
み
る
と
池
溏
の
中
に
長
細

い
泥
炭
の
塊
が
浮
い
て
い
た
り
す
る
の
が
目
に
つ
き
ま
す
。

こ
れ
は
「
池
溏
が
拡
大
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思

い
、
調
査
の
た
び
に
デ
ー
タ
を
集
め
て
、
ま
と
め
て
み
ま
し

た
。

　
実
は
、
尾
瀬
ヶ
原
の
池
溏
が
「
拡
大
し
て
い
る
」
と
い
う

論
考
は
過
去
の
報
告
に
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま

で
の
報
告
の
中
に
「
池
溏
の
融
合
」
、
「
小
池
溏
相
互
の
併

合
」
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
、
拡
大
が
想
定
は
さ
れ
て
き
て

い
ま
し
た
。

　
最
も
目
立
っ
た
の
は
、
池
溏
の
岸
が
離
脱
し
始
め
て
い
た

り
、
す
で
に
離
脱
し
て
い
る
状
態
（
図
３
）
や
洪
水
時
に
岸

の
泥
炭
が
剥
ぎ
取
ら
れ
た
り
し
て
い
る
状
態
で
す
。
目
に
見

え
る
拡
大
で
す
。
こ
の
現
象
は
、
尾
瀬
ヶ
原
の
池
溏
で
も

言
わ
れ
て
い
る
「
壺
沼
（
壺
の
よ
う
に
口
が
す
ぼ
ん
だ
形
の

池
溏
）
」
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
と
思
い
、
岸
の
「
え
ぐ
れ

状
態
」
を
測
定
し
て
み
る
と
，
案
の
状
、
岸
辺
か
ら
の
深
さ

が
50
〜
60
㎝
以
下
で
え
ぐ
れ
始
め
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
こ
こ
に
、
積
雪
な
ど
の
圧
力
が
加
わ
り
、
離
脱
し
て
い

る
可
能
性
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
他
に
拡
大
を
示
す
現
象
は
な
い
か
と
探
し
て
み
ま
す
と
、

さ
す
が
ド
ロ
ー
ン
の
威
力
で
す
。
池
溏
の
中
に
は
固
定
島
と

呼
ば
れ
る
浮
島
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
水
中
で
繋
が
っ

て
い
る
の
が
多
く
の
場
所
で
は
っ
き
り
と
見
え
ま
し
た
。
他

の
池
溏
の
底
の
形
を
調
査
す
る
と
、
３
つ
の
山
と
谷
が
見
ら

れ
、
ケ
ル
ミ
ー
シ
ュ
レ
ン
ケ
複
合
体
の
連
合
に
よ
る
拡
大
と

図４．池溏の断面の水深図とヒツジグサ及びシズイの分布。横断
部分は永坂ほか（2022）によるKA4-05のＧ-Ｈ。K1-S1、K2-
S2、K3-S3はそれぞれ１単位のケルミーシュレンケ複合体と推
定される。水深の浅い部分にはシズイ、深い部分にはヒツジグサ
が分布している。福原ほか（2022）。

図３．岸から離脱しつつある長さ5.3 ｍ、幅0.6 ｍの浮島状泥炭（KA4-05、2020年７
月）。福原ほか（2022）。
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み
ま
し
た
（
図
４
）
。

　

ま
た
、
第
２
次
尾
瀬
総
合
学
術
調
査
（
１
９
７
７
〜

１
９
７
９
年
）
か
ら
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
の
が
、
ヒ
ツ
ジ

グ
サ
の
浮
葉
が
岸
辺
近
く
で
同
心
円
状
に
無
く
な
る
（
へ
り

な
し
型
の
分
布
、
図
１
に
も
見
ら
れ
る
）
現
象
で
し
た
。
こ

れ
は
下
の
泥
炭
が
露
出
し
て
い
て
栄
養
が
無
く
、
成
長
で
き

な
い
状
態
を
表
わ
す
こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ
ま
し
た
（
永
坂

ほ
か
、
２
０
２
１
）
。
こ
れ
も
池
溏
の
岸
が
拡
大
し
た
結
果

で
あ
ろ
う
と
み
ま
し
た
。
図
４
の
ヒ
ツ
ジ
グ
サ
が
浅
い
所
に

分
布
し
て
い
な
い
の
も
同
じ
現
象
で
す
。

　
も
し
拡
大
が
あ
る
な
ら
と
、
過
去
の
航
空
写
真
と
の
比
較

を
思
い
つ
き
、
最
も
古
い
１
９
４
８
年
の
写
真
と
最
新
の
ド

ロ
ー
ン
映
像
を
比
べ
て
み
ま
し
た
が
、
解
像
度
の
関
係
で
ど

う
も
判
然
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

　
も
し
池
溏
が
拡
大
し
て
い
る
の
な
ら
、
ど
の
く
ら
い
の
速

さ
な
の
か
、
岸
辺
と
中
央
の
泥
炭
の
厚
さ
の
違
い
か
ら

計
算
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
泥
炭
の
堆
積
速
度
を
１
㎜
／
年
と

し
て
４
つ
の
池
溏
の
岸
の
拡
大
速
度
は
３
〜
50
㎜
／
年
、
平

均
で
15
㎜
／
年
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
値
を
何
と
か
検
証
で

き
な
い
か
と
考
え
、
第
１
次
尾
瀬
総
合
学
術
調
査
報
告
書
の

中
に
西
條
ほ
か
（
１
９
５
４
）
の
３
池
溏
の
平
面
図
・
断
面

図
を
見
つ
け
、
対
岸
の
距
離
を
読
み
取
っ
て
現
在
の
距
離
と

比
較
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
70
年
間
で

−

０
・
９
０
〜
＋

１
・
４
４
ｍ
の
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
１
・
０
０
〜
１
・

４
４
ｍ
の
拡
大
が
あ
っ
た
箇
所
で
は
、
そ
の
速
度
は
片
側
の

岸
あ
た
り
７
〜
10
㎜
／
年
と
な
り
、
推
定
し
た
平
均
値
15
㎜

／
年
と
近
い
値
と
な
り
ま
し
た
。
池
溏
の
形
の
変
化
は
保
全

上
重
要
で
す
が
、
こ
の
程
度
の
拡
大
速
度
な
ら
ば
、
特
に
問

題
に
な
る
値
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

３
．
池
溏
へ
の
洪
水
の
影
響
は
？

                               

ー
池
溏
に
シ
ル
ト
と
魚
を
運
搬
か

　
近
年
の
気
候
変
動
の
影
響
で
、
尾
瀬
ヶ
原
に
も
洪
水
の
多

発
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
池
溏
の
底
質
＊
３
）
と

岸
辺
動
物
＊
４
，
５
）
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
を
調
査
し
ま

し
た
。

　
こ
の
研
究
で
は
、
洪
水
影
響
の
大
小
で
池
溏
を
線
引
き
す

る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
標
高
や
川
か

ら
の
距
離
、
池
溏
の
規
模
等
を
考
え
て
40
池
溏
が
選
ば
れ
ま

し
た
。

　

２
年
目
の
２
０
１
９
年
５
月
の
調
査
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ

ん
。
21
日
に
累
加
雨
量
が
84
㎜
の
融
雪
を
と
も
な
う
大
洪
水

が
起
こ
り
、
上
田
代
、
中
田
代
を
中
心
に
洪
水
を
目
の
当
た

り
に
し
ま
し
た
。
池
溏
の
現
地
観
察
や
ド
ロ
ー
ン
映
像
か
ら

累
加
雨
量
84
㎜
を
基
準
に
し
て
40
池
溏
を
洪
水
影
響
小
14
、

洪
水
影
響
大
26
（
野
原
ほ
か
、
２
０
２
２
）
に
分
け
て
解
析

が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
累
加
雨
量
84
㎜
以
上
と
い
う
の

は
、
尾
瀬
で
平
均
年
１
回
程
度
起
こ
っ
て
い
る
雨
量
で
す
。

　
底
質
コ
ア
（
池
溏
の
底
か
ら
採
取
し
た
堆
積
物
）
の
表
層

10
㎝
の
分
析
値
で
は
、
全
灰
分
量
、
０
・
０
６
３
㎜
未
満
灰

分
量
、
Fe
含
量
は
洪
水
影
響
大
と
推
定
し
た
池
溏
で
有
意
に

高
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
上
田
代
の
い
く
つ
か
の
池
溏
底
質

に
は
洪
水
に
よ
る
シ
ル
ト
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
た
と
言
え
ま
す
。

　

岸
辺
水
中
無
脊
椎
動
物
（
岸
辺
の
水
中
で
生
活
す
る
動

物
）
は
夏
、
秋
と
も
に
特
に
総
個
体
数
、
サ
サ
ラ
ダ
ニ
類
、

ハ
エ
目
で
洪
水
影
響
大
の
池
溏
で
個
体
数
が
低
く
な
り
ま
し

た
（
図
５
）
。
こ
の
原
因
と
し
て
、
氾
濫
水
は
池
溏
の
岸
辺

を
攪
乱
し
、
動
物
そ
の
も
の
と
動
物
の
付
着
し
た
枯
葉
な
ど

の
流
失
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
洪

図５．箱ヒゲ図で示した岸辺水生無脊椎動物の総個体数（ササラダニ類を除く）とハエ目個体数（主にユスリカ科、
ヌカカ科）の洪水影響大と小池溏の比較。ncp2minはタモ網による２分間採集の個体数。夏は2018年７月、洪水
影響大15池溏、洪水影響小８池溏、秋は2018年10月、洪水影響大７池溏、洪水影響小５池溏の結果。福原ほか
（2021、2022）を改変。



はるかな尾瀬 特集号 2023.39 はるかな尾瀬 特集号 2023.3 8

水
影
響
大
の
池
溏
に
は
魚
類
が
侵
入
し
て
お
り
、
捕
食
圧
の

増
加
が
個
体
数
の
減
少
を
お
こ
し
て
い
る
可
能
性
も
予
想
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
研
究
は
洪
水
前
後
を
比
較
し
た
も
の
で
は

な
く
、
統
計
的
に
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
で
す
の
で
、
こ
の

点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
洪
水
は
池
溏
の
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
の
密
度
減
少
も
起
こ
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
（
帆
苅
ほ
か
、
２
０
２
２
）
。

　
尾
瀬
ヶ
原
に
洪
水
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
こ
と
は
、
第
３

次
尾
瀬
総
合
学
術
調
査
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
第

４
次
尾
瀬
総
合
学
術
調
査
で
最
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
洪
水
の
及
ぶ
範
囲
、
洪
水
の
方
向
、
洪
水
に
よ
る

物
質
の
運
搬
量
、
洪
水
後
の
生
物
の
回
復
過
程
な
ど
不
明
な

こ
と
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
過
去
に
も
大
洪
水
が
起
こ
っ

た
と
予
想
さ
れ
る
痕
跡
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

何
よ
り
も
尾
瀬
ヶ
原
の
成
立
自
体
が
河
川
の
氾
濫
原
を
母
体

と
し
て
い
る
こ
と
や
、
尾
瀬
ヶ
原
の
各
所
に
拠
水
林
が
残
っ

て
お
り
、
河
川
が
流
路
を
変
え
て
き
て
い
る
痕
跡
が
多
く
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
尾
瀬
ヶ
原
と
洪
水

と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
研
究
す
る

課
題
が
残
っ
て
い
ま
す
。
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