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　至る所の田畑や道端などのやや湿った所に生える
越年草。冬はロゼット状に葉を広げて過ごす。茎は
高さ 10 ～ 30㌢位、基部から枝分かれし、下部は
黒紫色を帯びる。葉は羽状複葉、小葉は細長い楕円
形で３～８対。一番上の小葉はやや大きい。早春、
枝先に十字形の白色の小花を穂状につける。
　名前の由来は「種
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漬花」で、苗代にまくイネの種
もみを漬ける頃に花が咲くことから。若葉は食べら
れる。
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魚
の
魅
力

　

魚
の
魅
力
を
尋
ね
る
と
、「
好
き
な
も
の
に
理

由
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
き
っ
ぱ
り
。
そ
し
て
、
目

を
輝
か
せ
て
「
魚
の
泳
ぐ
姿
の
美
し
さ
で
す
か
ね
」

と
笑
顔
で
益
田
さ
ん
。
同
じ
動
く
も
の
で
も
車
な

ど
の
工
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、
生
き
物
で
あ
る

海
洋
生
物
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
が
研
究
者
に
な

る
き
っ
か
け
。
東
京
大
学
海
洋
研
究
所
で
学
位
を

取
得
し
、
イ
ギ
リ
ス
や
ハ
ワ
イ
の
研
究
所
勤
務
を

経
て
、
平
成
12
年
度
に
現
職
に
就
い
た
。

　

ま
た
、
魚
の
も
う
１
つ
の
大
き
な
魅
力
は
「
食

べ
ら
れ
る
こ
と
で
す
」
と
の
こ
と
。
人
類
が
生
き

て
い
く
上
で
、
魚
は
食
べ
る
対
象
と
す
る
視
点
が

ど
う
し
て
も
必
要
。
魚
は
種
類
が
多
く
、
食
べ
方

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
多
様
。
調
理
の
工
夫
も
文

化
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。「
た
い
て
い
の
魚
は
、

と
れ
た
次
の
日
に
食
べ
る
の
が
１
番
お
い
し
い
で

す
よ
。
そ
れ
は
、
た
ん
ぱ
く
質
が
ほ
ど
良
く
分
解

さ
れ
、
う
ま
み
成
分
で
あ
る
ア
ミ
ノ
酸
が
発
生
す

る
か
ら
」
と
研
究
者
ら
し
い
解
説
。

研
究
の
テ
ー
マ

　

魚
の
群
れ
は
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ

れ
、
捕
食
者
を
避
け
る
上
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し

て
い
る
か
。
比
較
的
若
い
時
期
に
ピ
ー
ク
を
迎
え

る
魚
類
の
学
習
能
力
と
は
。
そ
し
て
、
放
流
後
ほ

と
ん
ど
が
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
養
殖
条
件
下
で
飼

育
さ
れ
た
稚
魚
た
ち
が
自
然
界
に
う
ま
く
適
応
す

る
に
は
、
な
ど
が
主
な
研
究
の
テ
ー
マ
。

　

具
体
的
な
内
容
を
伺
う
と
、「
例
え
ば
イ
シ
ダ

イ
を
Ｙ
字
の
迷
路
に
入
れ
、
右
に
行
け
ば
餌
に
あ

り
つ
け
る
と
い
う
実
験
を
続
け
る
と
、
イ
シ
ダ
イ

は
右
方
向
に
餌
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
ま

す
。
覚
え
た
ら
餌
の
場
所
を
反
対
に
す
る
と
い
う

作
業
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
魚
が
最
も
学
習
す
る

の
が
体
長
７
㌢
の
時
期
と
い
う
の
が
分
か
る
。
こ

の
デ
ー
タ
を
利
用
す
れ
ば
、
養
殖
し
た
魚
を
放
流

す
る
１
番
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
極
め
る
こ
と
が

で
き
る
ん
で
す
よ
」
と
説
明
。

　

ま
た
、「
不
安
や
ス
ト
レ
ス
を
持
っ
て
い
る
こ

と
は
魚
も
人
間
と
同
じ
。
あ
る
一
定
の
負
荷
を
か

け
る
こ
と
で
魚
の
行
動
心
理
は
ど
う
な
る
か
を
調

べ
、
良
い
結
果
を
人
類
に
も
応
用
で
き
な
い
か
な

ど
の
研
究
も
行
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
研
究
の
最

終
目
的
は
、『
海
洋
資
源
の
保
全
・
管
理
』
と
『
魚

の
行
動
心
理
の
研
究
が
人
間
に
通
用
す
る
か
』
な

ん
で
す
」
と
説
い
た
。

潜
水
調
査
と
ダ
イ
ビ
ン
グ

　

研
究
方
法
は
、
飼
育
実
験
と
潜
水
調
査
が
大
き

な
柱
。
潜
水
調
査
で
月
に
２
回
は
舞
鶴
湾
に
潜
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
集
め
る
。「
潜
る
と
温
暖
化

の
影
響
で
南
方
系
の
魚
が
増
え
て
い
る
こ
と
な
ど

が
よ
く
分
か
り
ま
す
。ま
た
、東
日
本
大
震
災
の
後
、

宮
城
県
気
仙
沼
市
の
海
に
も
こ
れ
ま
で
23
回
潜
り

ま
し
た
。
津
波
で
い
な
く
な
っ
た
魚
の
ど
ん
な
種

が
、
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
ど
れ
く
ら
い
戻
り
定

着
す
る
か
を
調
査
し
て
い
ま
す
」。

　

潜
水
調
査
を
仕
事
と
す
る
一
方
、「
趣
味
も
ダ

イ
ビ
ン
グ
な
ん
で
す
よ
（
笑
）」。
荒
波
で
水
中
マ

ス
ク
が
取
れ
た
り
、
体
長
2
㍍
超
の
サ
メ
に
襲
わ

れ
か
け
た
り
し
た
冷
や
汗
交
じ
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
交
え
つ
つ
「
や
は
り
、
根
っ
か
ら
の
魚
と
海
好

き
な
ん
で
す
ね
」
と
笑
い
な
が
ら
も
熱
く
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所

㉓
フィールドは舞鶴湾

　魚の魅力に取りつかれ、その生態や行動心理までを解明しようと、
調査のために年 100 回は海に潜り、マアジやイシダイ、ヒラメなどと
ともに舞鶴の海を泳ぎ続ける。国内外で論文執筆や学会研究発表と多
方面でご活躍の京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実
験所  准教授の益田玲爾さんにお話を伺いました。

益田  玲爾 さん准教授


