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かたちにならぬ「水の文化」を残すには？

～ 寸劇「淳
あつ

史
し

君の溜池たんけん」に見る滋賀県湖東町の楽習実験 ～

かたちにならぬ
「水の文化」を残すには？

昨年11月、滋賀県大津市で開かれた「第９回世界

湖沼会議」で「水の文化を表現する」と題したワー

クショップが開かれました。ここで、自ら暮らす地

の溜池について聞き取り調査した結果を寸劇に仕立

てた発表が行われ、このプログラムは国内外の参加

者から盛んな拍手を浴びました。

演目は「淳史君の溜池たんけん：Exploring the

local knowledge through surveying the

neighboring ponds」。演じたのは滋賀県愛知（えち）

郡湖東町大澤の皆さんでした。

「水の文化」を表現するのに、なぜ「劇」なのか。

今回の取材はこの疑問から出発しました。劇中で表

現された昔からの伝承漁法や地搗唄（ぢづきうた）、

地元の言葉使い、溜池の配水ルール、溜池を大切に

する理由・・・このような無形の水の文化を後の世

代に残すのに、もしかしたら「住民による聞き取り

調査」と「劇による表現」という組み合わせはたい

へん効果的なのかもしれません。

今回は、形として残らない文化を伝える「水の文

化楽習」プログラムを紹介いたします。

第三回 水の文化楽習 実践取材

左から「淳史くん」こと福田
淳史さん（滋賀県立大学人間
文化学部地域文化学科）、「源
四郎おじいさん」こと野村源
四郎さん、「典子ねえさん」
こと山口典子さん。この劇の
舞台回し役として登場する3
人だ。

第9回世界湖沼会議のワーク
ショップで「淳史君の溜池た
んけん」演じる湖東町大澤の
皆さん。

左から西堀榮三郎記念探検の
殿堂館長の嶋林栄さん、学芸
員の角川（すみかわ）咲江さん。

西堀榮三郎記念探検の殿堂
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八楽溜池�

八日市�
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琵琶湖�

滋賀県立�
琵琶湖博物館�

野洲川�

日野川�

愛知川�

瀬田川�

安曇川�

知内川�
知内浜�

御在所山�

雨乞岳�

竜ヶ岳�

沖島�

帰帆島�

伊吹山�

霊仙山�

比叡山�

百里ヶ岳�

武奈ヶ岳�

蓬莱山�

比良山�

八日市�

湖東町�近江八幡�
上：湖東町大澤は、名前の通り琵琶湖の
東側、鈴鹿山脈の麓、湖に添った平野部
にある。

左：親水公園として残った八楽溜池では、
実際に昔の道具“蛇車”（じゃぐるま）も
使って、水を確保することの大変さを説
明してもらった。

劇
で
伝
え
た
い
水
と
暮
ら
し

湖
東
町
は
琵
琶
湖
を
取
り
囲
む
よ
う
に
広

が
っ
て
い
る
滋
賀
県
の
東
部
、
近
江
八
幡
市

に
ほ
ど
近
い
農
村
地
帯
に
あ
る
。
人
口
は
約

九
千
人
あ
ま
り
。
今
回
の
寸
劇
を
上
演
し
た

皆
さ
ん
が
暮
ら
す
大
澤
（
お
お
ざ
わ
）
は
六

十
五
戸
の
集
落
か
ら
成
る
地
区
だ
。
同
じ
湖

東
町
に
は
、
第
一
次
南
極
地
域
観
測
越
冬
隊

隊
長
と
し
て
知
ら
れ
る
西
堀
榮
三
郎
氏
の
記

念
館
「
探
検
の
殿
堂
」（
一
九
九
四
年
に
町

営
で
設
立
）
が
あ
る
。

今
回
の
寸
劇
は
、
こ
の
記
念
館
の
事
業
の

一
つ
と
し
て
二
○
○
一
年
四
月
か
ら
始
ま
っ

た
「
溜
池
た
ん
け
ん
隊
」
の
活
動
成
果
を
、

劇
仕
立
て
に
し
た
も
の
だ
。「
溜
池
た
ん
け
ん

隊
」
に
は
、
湖
東
地
域
に
住
む
親
子
と
、
滋

賀
県
立
大
学
の
学
生
が
中
心
に
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
ガ
ッ
ハ
の
会
」「
湖
東
地
域

の
環
境
を
考
え
る
会
」
他
の
サ
ポ
ー
ト
を
受

け
た
約
九
十
名
が
参
加
し
た
。

か
つ
て
は
湖
東
町
に
五
十
五
も
あ
っ
た
溜

池
は
、
圃
場
整
備
後
は
十
七
に
減
り
、
必
要

の
な
く
な
っ
た
溜
池
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
田

ん
ぼ
や
宅
地
に
姿
を
変
え
た
。
そ
こ
で
、
溜

池
を
テ
ー
マ
に
現
地
踏
査
を
行
い
、
自
然
に

触
れ
、
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
る
方
か
ら
お
話

を
う
か
が
う
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
の
だ
。

溜
め
池
た
ん
け
ん
隊
の
み
な
さ
ん
が
世
界
湖

沼
会
議
会
場
で
配
布
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

は
、
彼
等
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

湖
東
地
域
に
は
、
江
戸
時
代
な
ど
に
造
ら

れ
た
溜
池
が
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
農
業
用

水
の
確
保
の
た
め
ダ
ム
が
で
き
、
圃
場
整
備

事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
く
つ

も
の
溜
池
が
農
地
や
建
物
の
敷
地
に
変
わ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
湖
東
町
の
大
澤
と
い
う

集
落
で
は
、
快
適
な
農
村
づ
く
り
の
一
環
と

し
て
、「
八
楽
（
は
ち
ら
く
）
溜
池
」
を
新
た

に
親
水
公
園
と
し
て
整
備
し
ま
し
た
。
し
か

も
、
こ
の
溜
池
は
、
昔
か
ら
農
業
用
水
だ
け

で
な
く
、
防
火
用
水
な
ど
と
し
て
も
集
落
に

は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の

特
徴
を
生
か
し
て
溜
池
の
水
を
パ
イ
プ
ラ
イ

ン
で
集
落
と
そ
の
周
辺
に
引
き
込
み
、
現
在

も
利
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
溜
池
を
住
民

の
憩
い
の
場
と
し
た
り
し
て
い
る
な
ど
、
生

活
の
中
で
今
も
活
用
さ
れ
て
い
る
数
少
な
い

事
例
の
一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

本
日
の
私
た
ち
の
発
表
を
通
し
て
、
そ
こ

に
住
む
人
々
の
心
や
営
み
が
、
み
な
さ
ま
方

に
少
し
で
も
伝
わ
り
、
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち

＝
「
溜
池
や
湖
沼
、
河
川
な
ど
を
共
有
す
る

者
」
が
、「
水
と
暮
ら
し
」
と
、
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考

え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

劇
で
な
い
と
伝
わ
ら
な
い
こ
と

劇
は
、
大
学
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
「
淳

史
く
ん
」
と
「
源
四
郎
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」「
典

子
ね
え
さ
ん
」
三
人
の
茶
の
間
で
の
会
話
か

ら
始
ま
る
。
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
昔
の
オ
オ

ギ
漁
（
溜
池
で
、
オ
オ
ギ
と
い
う
漁
具
『
伏

せ
籠
』
を
使
い
鯉
を
つ
か
む
漁
）
の
映
像
を

見
て
、「
オ
オ
ギ
漁
っ
て
　
な
に
ぃ
」
と
尋
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ね
る
淳
史
く
ん
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
源
四

郎
さ
ん
が「
よ
し
」
と
ば
か
り
に
「
お
前
さ
ん

に
は
、
わ
か
ら
ん
よ
な
あ
。
そ
ー
り
ゃ
面
白

い
も
ん
や
で
。」
と
若
い
頃
を
思
い
出
し
な

が
ら
、
身
ぶ
り
手
ぶ
り
を
交
え
オ
オ
ギ
漁
を

楽
し
そ
う
に
語
り
出
す
。
こ
れ
に
興
味
を
覚

え
た
淳
史
く
ん
は
、「
溜
池
た
ん
け
ん
隊
」

で
半
年
間
の
調
査
を
行
い
、
そ
こ
で
わ
か
っ

た
こ
と
を
源
四
郎
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
聞
い
て

も
ら
う
。
そ
こ
で
、「
八
楽
溜
（
は
ち
ら
く
だ

め
）」
と
呼
ば
れ
る
大
澤
に
唯
一
親
水
公
園

と
し
て
残
っ
た
溜
池
が
、
か
つ
て
は
ど
の
よ

う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
か
、「
貰
い
風
呂
」

の
習
慣
、「
カ
ッ
ト
リ
」
と
い
う
分
水
の
し

く
み
、
溜
池
を
維
持
す
る
た
め
に
土
手
を
固

め
る
「
ひ
ょ
う
た
ん
石
」
の
使
い
方
、「
溜

普
請
（
た
め
ぶ
し
ん
）」
の
後
に
食
べ
る

「
か
し
わ
め
し
」、
オ
オ
ギ
漁
の
様
子
、
昔
の

諺
な
ど
を
、「
地
元
の
言
葉
」
で
や
り
取
り

し
て
い
く
の
だ
。

住
民
に
よ
る
調
査
を
単
に
発
表
す
る
だ
け

な
ら
ば
、
取
り
立
て
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
発
表
は
、
地
元
の
方

に
と
っ
て
は
、
何
と
な
く
現
実
感
が
な
い
か
、

当
た
り
前
の
こ
と
を
た
だ
並
べ
て
い
る
だ
け

と
映
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
往
々
に
し
て
あ

る
。
現
実
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
地
元

の
人
々
の
暮
ら
し
の
ル
ー
ル
や
習
慣
が
、
一

見
客
観
的
な
書
き
言
葉
や
数
字
で
削
ぎ
落
と

さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ま
た
、
具
体
的
な

聞
き
取
り
結
果
を
た
だ
並
べ
た
だ
け
で
は
、

「
そ
ん
な
こ
と
は
、
口
に
は
出
さ
な
い
け
れ

ど
、
わ
か
っ
て
い
る
」
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、
劇
だ
と
そ
う
は
い
か
な
い
。

今
回
の
劇
で
は
、「
聞
き
取
る
側
」「
聞
か
れ

る
側
」
双
方
が
出
演
者
。
し
か
も
、
全
部
実

名
だ
。
調
べ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
劇
で
伝
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
自
分
達
の
現
在
の

生
活
や
、
自
ら
が
体
験
し
て
き
た
暮
ら
し
の

記
憶
で
も
あ
る
。
自
ず
と
、
あ
り
の
ま
ま
の

暮
ら
し
を
出
さ
な
い
と
、
演
じ
て
い
る
本
人

達
の
気
が
す
ま
な
い
。
か
く
し
て
、
具
体
的

な
調
査
成
果
と
、
人
々
の
暮
ら
し
の
ル
ー
ル

・
習
慣
が
丸
ご
と
盛
り
込
ま
れ
、
湖
東
町
大

澤
の
物
語

O
O

が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
調
査

成
果
を
物
語
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
見

え
な
い
も
の
も
丸
ご
と
伝
え
て
し
ま
う
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。

探
検
の
精
神
は
そ
の
ま
ま

目
線
は
「
地
元
」

こ
う
し
た
試
み
は
、
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
や
は
り
こ
こ
に
も
中
心
と
な
る
方

が
い
た
。
今
回
の
中
心
者
は
、
西
堀
榮
三
郎

記
念
館
探
検
の
殿
堂
の
学
芸
員
・
角
川
（
す

み
か
わ
）
咲
江
さ
ん
、
館
長
の
嶋
林
栄
さ
ん
、

そ
し
て
劇
中
で
「
源
四
郎
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」

を
演
じ
た
野
村
源
四
郎
さ
ん
だ
。

西
堀
榮
三
郎
と
い
え
ば
初
代
南
極
地
域
観

測
越
冬
隊
長
に
し
て
真
空
管
の
発
明
な
ど
で

も
知
ら
れ
る
パ
イ
オ
ニ
ア
精
神
の
固
ま
り
の

よ
う
な
方
で
、
記
念
館
は
氷
点
下
二
五
度
の

疑
似
南
極
体
験
も
で
き
る
立
派
な
施
設
を
備

え
て
い
る
。
た
だ
、
入
館
者
は
徐
々
に
減
っ

て
き
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
二
○
○
○
年
度
、

こ
の
記
念
館
を
今
後
ど
う
す
る
べ
き
か
考
え

て
み
る
こ
と
と
し
た
の
だ
。
町
の
人
か
ら
も
、

上：滋賀県立大学の聞き取り調査にも、積極的に協力してい
る湖東町大澤のお年寄りたち。この日は大澤町の地蔵院に伺
う。

下：2001年7月に開催された溜池シンポジウム「八楽溜と大
澤の今むかし」。「カットリ」を中心に、いのちを分け合うこ
とがテーマとなった。

左上：溜普請に使った瓢箪石　大澤の人たちは、昭和30年代
後半までは、農閑期の春先に溜池を補修するための協同作業
「溜普請」を行っていた。石に何本もの縄を巻き付けて、皆
で縄を引っぱりあげたり落としたりしながらドスンドスンと
土手を固めた。

左下：昔ながらのオオギ漁の様子を再現。大学生も体験した。
単なる聞き取りではなく、実際に体験するということが大切
だ。



地
搗
唄
（
ぢ
づ
き
う
た
）

一
　
あ
、
腹
が
立
つ
時
ゃ
　
こ
の
子
を
見
や
れ
　
（
ソ
ラ
　
こ
の
こ
を
み
や
れ
）

仲
の
よ
い
時
　
で
き
た
子
じ
ゃ
　
お
も
し
ろ
や

※

イ
ヨ
ノ
ー
エ
　
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
ヨ
ー
　
ヨ
イ
シ
ョ
　
ヨ
イ
シ
ョ
　
ヨ
イ
シ
ョ

一
　
あ
、
前
の
兄
さ
ん
　
一
節
た
の
む
　
（
ソ
ラ
　
ひ
と
ふ
し
た
の
む
）

杵
が
　
勇
む
よ
う
な
　
地
搗
き
唄
　
お
も
し
ろ
や

※
　
（
く
り
か
え
し
）

一
　
あ
、
お
医
者
さ
ま
で
も
　
草
津
の
湯
で
も
　
（
ソ
ラ
　
く
さ
つ
の
ゆ
で
も
）

恋
の
病
は
　
治
り
ゃ
せ
ぬ
　
お
も
し
ろ
や

※
　
（
く
り
か
え
し
）

一
　
あ
、
恋
の
病
も
　
治
せ
ば
治
る
　
（
ソ
ラ
　
な
お
せ
ば
な
お
る
）

好
い
た
お
方
と
　
添
や
治
る
　
お
も
し
ろ
や

※
　
（
く
り
か
え
し
）
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「
せ
っ
か
く
の
施
設
な
の
に
も
っ
た
い
な
い
」

と
い
う
声
も
あ
が
っ
て
き
た
。
こ
の
機
会
を

「
チ
ャ
ン
ス
」
と
考
え
た
の
が
角
川
さ
ん
だ
。

「
も
し
か
し
て
こ
れ
は
チ
ャ
ン
ス
か
な
と
思

い
ま
し
た
。
本
来
の
意
味
で
の
町
営
博
物
館
、

住
民
が
自
分
た
ち
の
も
の
だ
と
実
感
で
き
る

地
域
に
開
か
れ
た
博
物
館
に
再
生
で
き
な
い

も
の
か
と
思
い
ま
し
た
」

こ
の
角
川
さ
ん
。
実
は
東
京
都
の
出
身
だ
。

彦
根
市
出
身
の
ご
主
人
と
結
婚
し
て
こ
の
町

に
勤
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
っ
と
湖
東
町
を

知
り
た
い
、
何
か
き
っ
か
け
が
つ
く
れ
な
い

も
の
か
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
博

物
館
の
今
後
の
方
針
を
検
討
す
る
委
員
会
が

で
き
、
彼
女
は
そ
の
舞
台
回
し
に
あ
た
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
委
員
会
の
委
員
で
、
そ
の

後
強
力
な
サ
ポ
ー
タ
ー
と
な
る
、
滋
賀
県
立

大
学
地
域
文
化
学
科
の
武
邑
尚
彦
助
教
授
や

琵
琶
湖
博
物
館
の
嘉
田
由
紀
子
氏
か
ら
は
、

「
上
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
な
博
物
館
で
は
な

く
、
地
元
の
意
見
、
地
元
の
子
供
た
ち
か
ら

も
意
見
を
求
め
た
ら
い
か
が
で
す
か
」
と
ア

ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
。

こ
ん
な
時
、
角
川
さ
ん
は
「
記
念
館
の
存

続
の
決
め
手
に
な
る
企
画
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。

こ
こ
を
起
点
に
何
か
面
白
い
こ
と
が
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
」
と
、
考
え
て
い
た
。
そ
ん
な

あ
る
日
、
あ
る
と
こ
ろ
で
わ
ら
細
工
を
目
に

し
た
。「
こ
の
作
り
方
を
、
こ
ど
も
た
ち
に
知

っ
て
も
ら
う
と
お
も
し
ろ
い
」
と
、
す
ぐ
に

そ
の
場
で
「
こ
れ
作
っ
た
人
誰
」
と
尋
ね
、

角
川
さ
ん
は
野
村
源
四
郎
さ
ん
に
出
会
う
こ

と
と
な
る
。
現
在
七
四
歳
の
源
四
郎
さ
ん
は
、

県
認
定
の
農
の
匠
に
も
指
定
さ
れ
た
方
。
伝

統
技
術
の
継
承
者
名
人
で
あ
る
。
頭
の
中
は

湖
東
町
の
情
報
・
人
材
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
よ

う
な
方
で
、
七
十
年
来
の
友
だ
ち
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
も
つ
地
元
の
キ
ー
マ
ン
で
も
あ
っ
た
。

「
お
元
気
だ
し
話
が
楽
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
源

四
郎
さ
ん
の
お
か
げ
で
『
ガ
ッ
ハ
の
会
』
は

芋
蔓
式
人
材
バ
ン
ク
状
態
な
ん
で
す
よ
」
と

記
念
館
の
角
川
さ
ん
。「
ガ
ッ
ハ
の
会
」
会
長
、

人
づ
く
り
町
民
学
芸
員
と
し
て
も
大
活
躍
の

源
四
郎
さ
ん
だ
。
ち
な
み
に
「
ガ
ッ
ハ
の
会
」

は「
探
検
の
殿
堂
」
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー

プ
。
会
名
の
由
来
は
「
私
が
『
ガ
ハ
ハ
』
と

笑
う
か
ら
」
と
豪
快
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
語

っ
て
い
た
だ
い
た
角
川
さ
ん
に
は
、
皆
を
そ

の
気
に
さ
せ
る
原
動
力
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。

平
成
九
年
、
当
時
の
館
長
だ
っ
た
野
村
信

太
郎
氏
（
現
在
は
大
澤
区
長
）
は
、
西
堀
榮

三
郎
の
「
探
検
精
神
」
を
受
け
継
ぐ
活
動
と

し
て
、
町
内
の
子
供
た
ち
や
保
護
者
に
呼
び

か
け
「
湖
東
探
検
ク
ラ
ブ
」
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
た
。
山
に
登
っ
た
り
、
水
鳥
を
観
察
す
る

な
ど
、
町
外
、
県
外
の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ

へ
探
検
に
出
か
け
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
よ

く
考
え
て
み
る
と
「
足
元
の
地
域
」
に
目
を

向
け
た
活
動
が
少
な
い
。
そ
こ
で
、
平
成
十

三
年
か
ら
は
、
何
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
地

元
の
名
人
、
達
人
を
巻
き
込
ん
で
の
、
も
の

づ
く
り
教
室
か
ら
、
湖
東
地
域
を
中
心
に
溜

池
を
探
検
す
る
こ
と
ま
で
、
開
か
れ
た
探
検

精
神
で
活
動
す
る
メ
ニ
ュ
ー
が
博
物
館
事
業

と
し
て
増
や
さ
れ
た
。
そ
こ
へ
地
元
の
大
人

た
ち
も
「
応
援
団
」（
＝
ガ
ッ
ハ
の
会
や
湖

東
地
域
の
環
境
を
考
え
る
会
）
と
し
て
合
流

し
、
さ
ら
に
、
滋
賀
県
立
大
学
地
域
文
化
学

地
搗
唄
は
、
大
澤
の
溜
普
請
で
歌
わ
れ
た
労
働
歌
だ
。

源
四
郎
お
じ
い
さ
ん
や
地
元
の
方
々
が
調
子
を
合
わ
せ
て
歌
っ
て
い
た
だ
い
た
。

上：2001年8月12日に開催された、大澤運動会でのボートレース。この年、
初めて八楽溜で運動会が行われた。ボートレースは大変人気のあった種目。

下：聞き取り調査の後には、話の中に出てきた「かしわ飯」が炊かれ、参加
した人たちみんなで会食。同じ釜の飯を食う「なおらい」でいよいよ交流を
深める。

地搗唄の第一人者
杉浦信雄氏
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科
の
学
生
た
ち
が
参
加
（
協
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
）
す
る
よ
う
に
な
り
、
町
行
政
（
博
物
館
）

と
地
元
住
民
、
そ
し
て
大
学
（
教
育
機
関
）、

三
者
の
連
携
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

目
標
が
で
き
と
皆
が
ま
と
ま
る

さ
ら
に
追
い
風
が
吹
い
て
き
た
。
二
○
○

一
年
二
月
頃
「
世
界
湖
沼
会
議
で
、
こ
の
溜

池
探
検
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
、
発
表
し
て
み

な
い
か
？
」
と
、
話
が
舞
い
込
ん
で
き
た
の

だ
。
湖
沼
会
議
と
い
え
ば
十
一
月
。
あ
と
十

ヶ
月
し
か
な
い
。
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
終
わ
っ
て
か
ら
振
り
返
る
と
、

心
配
は
無
用
だ
っ
た
。
具
体
的
な
目
的
が
与

え
ら
れ
た
こ
と
で
、
み
ん
な
の
行
動
力
が
猛

烈
な
回
転
を
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。

嶋
林
館
長
は
当
時
を
ふ
り
か
え
っ
て
言
う
。

「
町
で
は
郷
づ
く
り
や
溜
め
池
イ
ベ
ン
ト
が

進
ん
で
い
た
時
で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
も
良
っ
た

の
で
す
。
う
ま
い
具
合
に
八
楽
溜
を
題
材
に

す
る
寸
劇
発
表
の
話
が
舞
い
込
ん
で
き
た
。

世
界
湖
沼
会
議
で
の
寸
劇
発
表
の
決
定
が
、

町
の
盛
り
上
が
り
と
う
ま
く
ド
ッ
キ
ン
グ
し

た
の
で
す
ね
。
応
援
団
の
メ
ン
バ
ー
も
人
が

人
を
呼
ぶ
よ
う
に
集
っ
て
き
ま
し
た
」

滋
賀
県
立
大
学
が
協
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

し
て
参
画
し
、
記
念
館
も
正
式
な
事
業
と
し

て
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
嶋
林
館
長
は
、
シ
ナ
リ

オ
づ
く
り
か
ら
実
際
の
芝
居
づ
く
り
と
い
う

初
め
て
の
体
験
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
溜
池
た

ん
け
ん
隊
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
聞
き

取
り
調
査
が
一
気
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
て
い
る
。

「
溜
池
の
歴
史
を
た
だ
紹
介
す
る
だ
け
で
な

く
、
源
四
郎
さ
ん
は
こ
の
湖
東
地
域
の
お
年

寄
り
代
表
、
淳
史
く
ん
は
若
者
代
表
、
典
子

さ
ん
は
新
旧
世
代
の
間
で
そ
れ
を
つ
な
ぐ
代

表
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
役
づ
く
り

を
、
皆
で
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と

練
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
代
表
の
心

の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
た
と
僕
は

思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
に
聞
き
取
り

調
査
を
体
験
さ
れ
た
お
年
寄
り
た
ち
が
、
自

分
の
言
葉
で
語
る
こ
と
の
新
鮮
さ
を
知
っ
て
、

出
演
し
な
が
ら
意
識
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

自
分
た
ち
の
文
化
を
伝
え
る
た
め
に
し
っ
か

り
協
力
し
な
く
て
は
、
と
ね
。
芝
居
づ
く
り

が
参
加
し
て
い
る
人
た
ち
の
誇
り
を
引
き
出

し
た
ん
で
す
」

あ
た
り
ま
え
は
、

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
は
な
い

こ
の
言
葉
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
最
初
、

源
四
郎
さ
ん
は
「
わ
し
ら
年
寄
り
は
先
祖
か

ら
伝
わ
っ
て
き
た
技
術
で
も
知
恵
で
も
、
何

で
も
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
や
。
若
い

者
が
聞
い
て
く
れ
た
ら
い
く
ら
で
も
答
え
る
。

聞
い
て
く
れ
る
の
は
嬉
し
い
こ
っ
ち
ゃ
。
で

も
、
昔
の
こ
と
を
言
う
と
、
ぼ
や
き
と
思
わ

れ
る
か
ら
」
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し

て
、
滋
賀
県
立
大
学
地
域
文
化
学
科
の
学
生

さ
ん
た
ち
と
交
流
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
に
な
い
う
れ
し
い
体
験
で
、
そ
れ
は

聞
き
取
り
調
査
に
協
力
し
て
い
る
他
の
方
も

同
じ
感
想
だ
と
語
っ
て
く
れ
た
。

す
で
に
三
十
年
以
上
、
溜
池
は
こ
の
地
の

かたちにならぬ「水の文化」を残すには？

湖東町大澤のみなさん総出で「水の文化」を伝えるために熱演。
国内外の世界湖沼会議参加者も大拍手。
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る
べ
で
水
を
汲
む
た
い
へ
ん
さ
と
か
、
貴
重

な
水
を
無
駄
無
く
使
う
た
め
に
、
た
い
へ
ん

な
労
働
が
あ
っ
た
こ
と
。
そ
れ
を
皆
さ
ん
が

苦
労
と
思
っ
て
い
な
い
の
が
す
ご
い
と
思
い

ま
し
た
」

淳
史
く
ん
た
ち
若
い
世
代
に
と
っ
て
は
、

単
に
昔
か
ら
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
八
楽
溜
が
、

「
溜
池
た
ん
け
ん
隊
」
に
参
加
し
て
か
ら
す

っ
か
り
違
う
意
味
を
も
っ
て
見
え
だ
し
て
き

た
。
自
分
の
町
の
普
通
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
話
は
ど

れ
も
、
普
段
の
暮
ら
し
で
、
あ
た
り
ま
え
の

よ
う
に
あ
る
「
苦
労
」
と
「
知
恵
」
に
溢
れ

て
い
る
。
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
語
ら

れ
る
水
に
ま
つ
わ
る
苦
労
話
や
、
生
活
の
細

部
に
わ
た
る
知
恵
の
蓄
積
に
、
若
い
世
代
は

「
す
ご
い
」
と
驚
き
、
素
直
に
感
動
す
る
。

語
る
側
の
お
年
寄
り
も
、
今
ま
で
同
年
代
の
、

同
じ
苦
労
を
し
て
き
た
者
以
外
に
語
る
機
会

の
な
か
っ
た
苦
労
話
・
昔
話
が
孫
世
代
の
若

者
た
ち
に
真
剣
に
聞
か
れ
、
学
生
た
ち
の
勉

強
に
役
立
つ
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
、「
次

に
来
た
時
に
は
、
こ
う
話
そ
う
、
あ
ん
な
話

も
し
て
み
よ
う
」
と
、
伝
え
る
話
を
意
識
し

な
が
ら
、
自
分
た
ち
世
代
の
生
き
て
き
た
時

代
を
筋
道
だ
て
て
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
た

よ
う
だ
。

自
分
が
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
感
じ
る
事

は
、
必
ず
し
も
他
の
人
間
に
と
っ
て
あ
た
り

ま
え
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
驚
き
」

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
屋
根
に
住
む
家

族
同
士
で
も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

何
が
「
驚
き
」
な
の
か
は
、
お
互
い
が
話
し

て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
が
、
一
旦
、
驚
き

が
あ
っ
た
時
、
お
互
い
の
距
離
は
ぐ
ん
と
縮

ま
り
、
楽
し
い
関
係
が
幾
重
に
も
編
ま
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。

「
あ
た
り
ま
え
」
は
「
あ
た
り
ま
え
の
こ
と

で
は
な
い
」。

劇
に
仕
立
て
る
の
は
楽
し
い

さ
て
、
多
く
の
聞
き
取
り
結
果
を
、
次
は

シ
ナ
リ
オ
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
角
川

さ
ん
は
「
実
は
こ
の
劇
は
正
味
一
ヶ
月
の
稽

古
し
か
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
シ
ナ
リ

オ
の
完
成
が
遅
れ
に
遅
れ
た
も
の
で
す
か
ら
。

『
世
界
湖
沼
会
議
』
と
い
う
、
す
ご
い
所
で
発

表
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
も
九
百
近

い
希
望
団
体
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
で
す

か
ら
、
皆
、
張
り
切
り
ま
し
て
。
シ
ナ
リ
オ

づ
く
り
か
ら
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な

い
と
た
い
へ
ん
だ
っ
た
ん
で
す
。
全
員
芝
居

経
験
な
ど
な
い
素
人
で
。
で
も
自
分
た
ち
の

言
葉
で
伝
え
た
い
想
い
が
強
く
、
あ
ち
ら
を

立
て
れ
ば
こ
ち
ら
が
立
た
ず
。
あ
れ
も
言
い

た
い
こ
れ
も
言
い
た
い
。
そ
れ
で
、
な
か
な

か
ま
と
ま
ら
な
い
ん
で
す
。
国
際
会
議
で
す

か
ら
同
時
通
訳
用
に
完
全
シ
ナ
リ
オ
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
が
、
結
局
出

来
上
が
っ
た
の
は
上
演
三
日
前
」。

み
ん
な
が
自
分
の
言
葉
で
語
り
た
い
た
め
、

結
局
時
間
が
か
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
若

い
淳
史
く
ん
た
ち
も
、
ふ
だ
ん
は
た
だ
の
お
っ

ち
ゃ
ん
、
お
ば
ち
ゃ
ん
と
思
っ
て
い
た
人
の

凄
さ
に
感
動
し
た
と
言
う
。「
人
が
作
っ
た
お

話
で
は
な
く
、こ
れ
は
自
分
た
ち
の
言
葉
や
」

と
い
う
こ
だ
わ
り
が
う
ま
れ
、
う
そ
で
は
な

上：田んぼの水入れを公平に行うため考えられた仕掛け。溜池から流
れて来る水を田んぼの耕作面積に応じて、石と木で水平に塞き止め川
幅を決めて配水した。水を分割して取る、「割取り」と書いて「カット
リ」。本誌１号で紹介した香川県満濃池の分水のしくみ「線香水（線香
の燃えている時間で配水時間を管理する）」と対比すると興味深い。

左：水路より高い所にある田んぼには、蛇車と呼ばれるもので、足踏
みにより水を汲み上げていた。これも女性にとっては大変な仕事だっ
た。（昭和34年6月。彦根市の日夏町地先）

人
々
の
意
識
の
上
で
は
「
特
別
に
語
る
も
の

で
は
な
い
、
あ
た
り
ま
え
の
も
の
」
で
あ
り
、

そ
の
ま
ま
心
の
中
に
し
ま
わ
れ
、「
過
去
の
も

の
」
と
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
、
埋
も
れ
て
い
た
。

溜
池
に
ま
つ
わ
る
伝
承
や
行
事
も
、
み
ん
な

の
心
に
残
り
な
が
ら
、
世
代
と
し
て
は
つ
な

が
ら
な
い
。「
忘
れ
ら
れ
た
」
の
で
は
な
く

「
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
」
の
だ
。

限
ら
れ
た
水
が
、
か
つ
て
は
、
ど
れ
ほ
ど

貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
体
験
談
や

言
い
伝
え
、
溜
池
の
掟
や
暗
黙
の
ル
ー
ル
、

水
を
循
環
さ
せ
な
が
ら
見
事
に
使
い
き
る
暮

ら
し
の
知
恵
、
溜
池
を
修
理
し
保
全
す
る
た

め
の
き
め
細
か
な
管
理
技
術
、
人
の
手
に
な

る
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
。
そ
ん
な
「
あ
た
り
ま

え
」
と
思
っ
て
い
た
か
つ
て
の
生
活
の
ひ
と

こ
ま
ひ
と
こ
ま
に
、
た
ん
け
ん
隊
の
若
い
世

代
が
感
心
し
驚
く
様
子
に
、
お
年
寄
り
世
代

は
逆
に
励
ま
さ
れ
、
誇
り
を
取
り
戻
す
。

滋
賀
県
立
大
学
地
域
文
化
学
科
四
年
生
の

武
藤
恭
子
さ
ん
は
「
五
十
年
く
ら
い
前
の
こ

と
で
も
、
私
に
は
ち
ょ
っ
と
想
像
で
き
な
い

よ
う
な
、
ま
る
で
別
世
界
の
お
話
の
よ
う
に

聞
こ
え
る
ん
で
す
。
溜
池
の
水
が
流
れ
る
カ

ワ
ト
に
布
団
カ
バ
ー
な
ど
の
大
き
な
洗
濯
物

を
持
っ
て
行
っ
て
洗
っ
た
り
、
井
戸
か
ら
つ
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い
生
き
た
言
葉
を
皆
で
掘
り
起
こ
す
楽
し
さ

が
あ
っ
た
と
い
う
。
誰
も
が
「
自
分
た
ち
の

ほ
ん
も
の
の
言
葉
と
は
何
だ
ろ
う
」
と
こ
だ

わ
り
、
考
え
に
考
え
、
そ
こ
に
あ
る
暮
ら
し

の
現
実
感
の
大
切
さ
に
気
付
き
出
し
た
の
だ
。

あ
た
り
ま
え
か
ら
生
ま
れ
る
、

き
ら
り
と
光
る
一
言
　

こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
シ
ナ
リ
オ
だ
け

に
、
劇
に
は
迫
力
が
あ
る
。

大
澤
で
は
、
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
年
）

頃
ま
で
は
四
年
に
一
度
、
村
中
の
住
民
が
八

楽
溜
に
集
っ
て
「
オ
オ
ギ
漁
」
を
行
っ
て
き

た
。
池
の
水
を
ぬ
い
て
か
ら
、
オ
オ
ギ
と
い

う
篭
状
の
漁
具
を
伏
せ
て
養
殖
の
鯉
を
掴
ん

で
生
け
捕
り
に
す
る
。
村
中
総
出
で
こ
の
オ

オ
ギ
漁
に
興
じ
て
、
捕
っ
た
鯉
は
お
正
月
の

料
理
と
し
て
食
べ
る
と
い
う
娯
楽
の
イ
ベ
ン

ト
で
あ
る
。
こ
の
オ
オ
ギ
漁
を
、「
鯉
は
よ

う
け
捕
れ
る
し
、
そ
の
鯉
の
美
味
し
か
っ
た

こ
と
」
と
劇
中
で
源
四
郎
じ
い
ち
ゃ
ん
は
な

つ
か
し
が
る
。

「
溜
の
水
は
な
、
上
（
か
み
）
の
集
落
の
田

ん
ぼ
の
排
水
や
雨
水
を
入
れ
て
溜
め
る
ん
や
。

大
雨
で
も
降
る
と
ね
、
濁
り
水
が
流
れ
て
き

て
、
水
と
と
も
に
流
れ
て
く
る
泥
が
水
の
底

に
た
ま
っ
て
、
年
々
溜
が
浅
う
な
る
ん
や
。

そ
う
す
る
と
、
当
然
貯
水
量
が
少
な
く
な
る
。

そ
や
か
ら
四
年
に
一
度
、
村
中
の
人
が
出
て
、

男
は
オ
オ
ギ
、
女
の
人
や
子
ど
も
は
ミ
ス
ク

イ
を
持
っ
て
バ
チ
ャ
バ
チ
ャ
と
鯉
を
捕
ま
え

かたちにならぬ「水の文化」を残すには？

な
が
ら
、
水
の
中
を
歩
き
回
る
こ
と
で
、
溜

の
底
の
泥
と
水
を
か
き
ま
ぜ
て
、
一
気
に
ど

っ
と
流
し
出
す
。
こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
、

底
に
た
ま
っ
た
泥
を
流
し
出
し
て
、
貯
水
量

を
確
保
す
る
た
め
の
大
掃
除
だ
っ
た
ん
や
」

淳
史
く
ん
は
、
あ
の
八
楽
溜
で
そ
ん
な
行

事
を
昔
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
源
四
郎
じ

い
ち
ゃ
ん
た
ち
が
総
出
で
こ
の
溜
池
を
守
っ

て
き
た
こ
と
を
知
る
。
溜
池
は
自
然
の
一
部
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
当
た
り
前
に
そ
こ
に
あ
る

も
の
と
思
っ
て
い
た
の
に
。

「
お
米
を
と
る
た
め
に
は
、
長
ー
い
期
間
、

四
月
か
ら
八
月
ま
で
や
け
ど
、
よ
う
け
（
た
く

さ
ん
）
水
が
い
る
の
で
、
日
照
り
が
続
く
と

米
と
れ
へ
ん
の
や
。
そ
れ
で
、
昔
の
人
が
苦
労

し
て
造
っ
た
水
溜
な
ん
や
。
だ
か
ら
人
の
手

が
い
る
ん
や
。
昔
か
ら
道
は
道
普
請
、
川
は

川
掘
り
、
溜
は
溜
普
請
と
い
う
て
な
、
村
中

の
人
が
集
っ
て
修
繕
し
て
た
ん
や
」
溜
池
は

人
が
造
っ
て
人
が
手
入
れ
し
、
長
い
間
こ
の

地
に
暮
ら
す
皆
が
守
っ
て
き
た
も
の
だ
と
い

う
こ
と
が
胸
に
響
く
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

ま
た
、
劇
中
で
は
「
カ
ッ
ト
リ
」
の
説
明

を
聞
い
た
淳
史
く
ん
が
「
田
ん
ぼ
の
面
積
に

応
じ
て
公
平
に
（
分
水
す
る
）」
と
感
心
す

る
の
に
対
し
、
源
四
郎
お
じ
い
さ
ん
は
「
ま

あ
、
み
ん
な
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
『
分

か
ち
合
い
』
の
気
持
ち
は
強
か
っ
た
な
。
そ

う
せ
ん
と
、
田
ん
ぼ
は
十
分
に
作
れ
な
か
っ

た
ん
や
。
強
い
も
の
勝
ち
で
は
、
い
か
ん
と

い
う
こ
と
や
。
だ
か
ら
、
溜
を
み
ん
な
で
修

繕
し
て
守
っ
て
い
く
の
も
、
当
た
り
前
の
こ

と
や
っ
た
ん
や
」
と
話
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
、

典
子
姉
さ
ん
は
「
様
々
な
技
術
や
知
恵
は
、

人
が
「
わ
か
ち
合
い
」
の
気
持
ち
を
も
っ
て

生
き
て
い
こ
う
と
す
る
中
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
も
の
や
と
、
源
四
郎
さ
ん
に
教
わ
っ
た
よ

う
な
気
が
し
て
る
の
よ
」
と
語
っ
て
い
る
。

も
し
か
し
た
ら
、
こ
う
し
た
き
ら
り
と
光

る
言
葉
も
、
大
澤
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
は

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
、
都
会
暮
ら
し
の
人
間
が
見
た
ら
、
ま

た
違
う
感
想
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

持
続
す
る
学
生
と
の
関
係

今
後
「
溜
池
た
ん
け
ん
隊
」
は
ど
の
よ
う

に
発
展
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
一
月
に
開

か
れ
た
反
省
会
で
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出

さ
れ
た
。
探
検
は
継
続
さ
せ
な
が
ら
も
、
他

に
実
行
す
る
テ
ー
マ
は
目
白
押
し
と
い
う
こ

と
だ
。
劇
で
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た

源
四
郎
さ
ん
は
、
方
々
か
ら
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
。

記
念
館
の
角
川
さ
ん
は
「
い
ろ
い
ろ
な
名
人
、

暮
ら
し
の
知
恵
を
持
っ
て
い
る
方
が
、
湖
東

町
の
中
だ
け
で
な
く
、
湖
東
町
民
と
し
て
外

へ
出
て
行
っ
て
活
躍
し
て
欲
し
い
。
ま
た
、

『
溜
池
研
究
会
（
仮
称
）』
の
発
足
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
学
生
た
ち
は
、
次
に
野
井
戸
の

調
査
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
」

と
、
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
。

最
後
に
、
劇
中
で
の
淳
史
く
ん
の
台
詞
を

紹
介
し
た
い
。

「
夢
中
に
な
っ
て
遊
ん
で
実
感
す
る
。
例
え

遊
び
や
っ
た
と
し
て
も
、
昔
の
人
た
ち
の
気

持
ち
に
少
し
で
も
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、

ほ
っ
か
ら
環
境
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

も
あ
る
ん
ち
ゃ
う
か
な
？
」

上：昭和30年代まで、農耕の主役は牛
であり、湖東地方でも多くの農家で牛
が飼われていた。（昭和36年3月。近江
八幡市の大房町地先）

右：湖東町大澤では、4年に1度、八楽
溜でオオギという漁具を使った「総つ
かみ」の行事を行っていた。字中が総
出のこの行事は、魚つかみと同時に、
溜底の泥さらいをする目的もあった。
平成10年には31年ぶりにオオギ漁が復
活した。子どもが手にしているのがミ
スクイ（昭和37年10月）

下：これら写真を撮り続け、今回写真
を御提供いただいた野村しずかずさん。




