
千
年
の
都
を
支
え
た

琵
琶
湖
と
湖
魚
料
理

　

琵
琶
湖
に
人
が
か
か
わ
っ
て
き
た
長
い
歳

月
の
な
か
で
転
換
点
と
な
っ
た
の
は
、
１
９

７
２
年
（
昭
和
47
）
か
ら
１
９
９
７
年
（
平
成

９
）
ま
で
行
な
わ
れ
た
琵
琶
湖
総
合
開
発
事

業
（
以
下
、
総
合
開
発
）
だ
ろ
う
。
今
号
は
約
半

世
紀
前
の
総
合
開
発
を
踏
ま
え
、
次
の
３
つ

の
視
点
か
ら
琵
琶
湖
と
と
も
に
生
き
る
た
め

に
必
要
な
も
の
を
探
っ
た
。

①
総
合
開
発
前
後
の
変
化
（
湖
歴
※
）

②
総
合
開
発
で
得
た
経
験
を
未
来
に
つ
な
ぐ

取
り
組
み
（
湖こ

甦そ

※
）

③
総
合
開
発
が
終
了
し
て
25
年
が
経
過
し
た

今
、
躍
動
す
る
人
た
ち
（
湖
人
※
）

※
湖
歴
、
湖
甦
、
湖
人
は
編
集
部
に
よ
る
造
語

　

琵
琶
湖
取
材
の
最
後
の
夜
は
、
長
浜
市
に

あ
る
黒
壁
ス
ク
エ
ア
で
「
い
つ
も
混
ん
で
い

る
」
と
評
判
の
居
酒
屋
に
行
き
、
カ
ウ
ン
タ

ー
に
座
っ
た
。「
旅
人
さ
ん
」
と
い
う
ネ
ー
ミ

ン
グ
に
惹
か
れ
て
郷
土
料
理
セ
ッ
ト
を
頼
み
、

辛
口
の
地
酒
を
す
す
る
。
ふ
な
ず
し
は
と
て

も
濃
厚
で
、
コ
ア
ユ
の
天
ぷ
ら
は
ほ
ろ
苦
く
、

ビ
ワ
マ
ス
の
焼
き
物
は
香
ば
し
か
っ
た
。

　

店
の
大
将
は
忙
し
そ
う
だ
っ
た
が
、
琵
琶

湖
を
取
材
し
て
い
る
と
伝
え
る
と
手
を
止
め

て
話
し
相
手
に
な
っ
て
く
れ
た
。
大
将
は
、

今
は
長
浜
市
に
編
入
さ
れ
た
木き
の
も
と
ち
ょ
う

之
本
町
の
出

身
で
30
年
ほ
ど
前
に
こ
の
店
を
構
え
た
そ
う

だ
。
物
心
つ
い
た
頃
、
堤
防
を
兼
ね
た
湖
周

道
路
（
さ
ざ
な
み
街
道
）
は
ま
だ
な
く
て
、
琵

琶
湖
の
水
位
も
今
よ
り
高
く
、
用
水
路
は
コ

ン
ク
リ
ー
ト
三
面
張
り
で
は
な
か
っ
た
。「
琵

琶
湖
と
い
う
よ
り
も
そ
こ
に
注
ぐ
川
で
遊
ん

で
い
ま
し
た
ね
」
と
大
将
は
言
う
。
魚
は
手

づ
か
み
で
き
る
く
ら
い
た
く
さ
ん
い
て
、
裏

の
山
に
行
け
ば
キ
ノ
コ
が
生
え
て
い
て
、
夏

は
樹
液
が
出
て
い
る
木
を
探
し
て
カ
ブ
ト
ム

シ
を
捕
ま
え
た
。
羨
ま
し
い
子
ど
も
時
代
だ
。

　

翌
朝
、
最
終
訪
問
先
の
京
都
へ
向
か
う
。

琵
琶
湖
は
京
都
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
聞
く

が
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
距
離
な
の
か
。

車
で
さ
ざ
な
み
街
道
を
南
下
し
、
琵
琶
湖
の

な
か
で
対
岸
が
も
っ
と
も
近
い
場
所
に
掛
け

ら
れ
た
琵
琶
湖
大
橋
を
渡
る
。
こ
の
橋
の
北

側
が
「
北ほ
っ
こ湖

」、
南
側
が
「
南な
ん

湖こ

」
だ
。
大

津
の
市
街
地
を
北
上
し
て
左（
西
）へ
折
れ
、

平
安
時
代
か
ら
大
津
と
京
都
を
結
ぶ
近
道

（
間
道
）
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
「
山や
ま

中な
か

越ご
え

」
を
進
む
。
比
叡
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
の

料
金
所
を
横
目
に
く
ね
く
ね
し
た
峠
道
を
上

っ
て
下
る
と
、
左
折
し
て
か
ら
た
っ
た
20
分

で
京
都
の
鴨
川
に
出
た
。

　

古
都
と
わ
ず
か
な
距
離
に
あ
り
、
北
国
街

道
、
中
山
道
、
東
海
道
が
通
る
琵
琶
湖
地
域

は
ま
さ
に
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
。
物
資
を
運

ぶ
た
め
舟
運
が
発
達
し
た
の
も
頷
け
る
し
、

経
済
や
文
化
の
先
進
地
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

戦
国
時
代
の
武
将
た
ち
が
こ
の
地
の
支
配
権

を
取
り
合
っ
た
の
も
納
得
で
き
る
。
実
は
京

都
よ
り
も
滋
賀
の
方
が
寺
院
の
宗
教
団
体
数

が
多
い
こ
と
は
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
。

比
叡
山
の
延
暦
寺
の
住
所
も
滋
賀
県
大
津
市

坂
本
本
町
と
な
っ
て
い
る
。

　

琵
琶
湖
地
域
で
と
れ
る
米
や
野
菜
や
湖
魚
、

そ
し
て
湖
上
を
通
っ
て
や
っ
て
く
る
さ
ま
ざ

ま
な
産
品
が
、
千
年
の
都
を
支
え
て
い
た
。

生
き
て
い
る
古
代
湖
が

ダ
ム
と
見
な
さ
れ
た
時
代

　

時
代
が
下
る
と
、
人
び
と
が
琵
琶
湖
に
求

め
る
も
の
が
変
わ
る
。
例
え
ば
「
水
」
だ
。

琵
琶
湖
と
向
き
合
って
き
た

記
憶
と
記
録
を
次
世
代
へ

編
集
部

【文化をつくる】

30水の文化 75号　特集　琵琶湖と生きる



西暦 和暦 出来事
約400万年前 三重県伊賀市付近に浅くて狭い湖ができる（大山田湖）
約40万年前 琵琶湖が今とほぼ同じ位置に定まる
約6500年前 縄文土器がつくられ、淡水の貝塚ができる（石山貝塚）
約4500年前頃 琵琶湖で丸木舟を使用
667 天智6 天智天皇（中大兄皇子）が近江大津宮に都を遷す
788 延暦7 最澄が比叡山に一乗止観院を建てる（延暦寺のはじまり）
794 延暦13 京都（平安京）に都が遷る
1571 元亀2 織田信長が山門（延暦寺）を焼き討ち
1576 天正4 安土城の築城が始まる
1583 天正11 賤ヶ岳の戦い（長浜市）に勝利した秀吉が信長の後継に
1604 慶長9 彦根城の築城が始まる
1842 天保13 甲賀・野洲・栗太郡の農民による天保一揆
1872 明治5 「滋賀県」誕生
1880 明治13 大津ー京都間の鉄道開通
1890 明治23 琵琶湖疏水が完成（第一疎水）
1893 明治26 瀬田川浚渫（しゅんせつ）工事が完成
1896 明治29 琵琶湖大水害が発生
1905 明治38 南郷洗堰（あらいぜき）設置
1939 昭和14 現・滋賀県庁舎ができる
1942 昭和17 内湖の干拓が始まる
1952 昭和27 専門家による「琵琶湖総合開発に対する意見書」が建設大臣に提出される
1957 昭和32 大中の湖の干拓に着手（1967年完成）

1960 昭和35 近畿地方建設局など琵琶湖総合開発協議会が堅田ー守山間に堤防
を築き、琵琶湖を南湖と北湖に分ける「堅田締切堤案」発表

1961 昭和36 瀬田川洗堰を改築
1962 昭和37 農林省が湖中に堤防を築き琵琶湖を外湖と内湖に分ける「ドーナツ案」発表
1963 昭和38 滋賀県が琵琶湖の水をパイプで直接大阪まで送水する「パイプ送水案」発表

1964 昭和39 農林省が「南湖ドーナツ案」、建設省が「湖中提案」を発表
琵琶湖大橋が開通

1969 昭和44 琵琶湖にかび臭発生、京都市水道で初めてかび臭いと苦情

1972 昭和47
4月、志賀町（現・大津市）沖で局部的な赤潮発生
5月「琵琶湖総合開発特別措置法」が衆議院で修正可決、6月公布。
琵琶湖総合開発事業始まる

1974 昭和49 近江大橋が開通

1977 昭和52 5月、赤潮大発生
10月、合成洗剤追放全国集会、大津で開催

1978 昭和53 「びわ湖を守る粉石けん使用推進県民運動」県連絡会議結成
1980 昭和55 「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」（琵琶湖条例）施行
1981 昭和56 琵琶湖条例1周年を記念して7月1日を「びわ湖の日」と決定
1982 昭和57 琵琶湖研究所発足
1983 昭和58 学習船「うみのこ」就航
1984 昭和59 第1回世界湖沼会議（琵琶湖・大津）開催
1986 昭和61 国際湖沼環境委員会（ILEC）設立

1988 昭和63
「よみがえれ琵琶湖」署名運動が起きる。約34万人の署名を集め家庭
排水の早期対策を求める請願書を県議会に提出し採択される
京滋（けいじ）バイパス開通

1993 平成5 琵琶湖がラムサール条約の登録湿地に決定
1996 平成8 滋賀県立琵琶湖博物館が開館
2000 平成12 「マザーレイク 21 計画」を策定
2003 平成15 「滋賀県環境こだわり農業推進条例」制定
2005 平成17 滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター開所
2006 平成18 日本初の重要文化的景観として「近江八幡の水郷」が選定
2012 平成24 「マザーレイクフォーラム」設立
2013 平成25 「内湖再生全体ビジョン」策定
2015 平成27 「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」（琵琶湖保全再生法）が施行
2017 平成29 「琵琶湖保全再生施策に関する計画」策定
2018 平成30 ２代目「うみのこ」就航
2019 平成31 琵琶湖北湖で観測史上初の全層循環未完了
2021 令和3 「マザーレイクゴールズ（MLGs）アジェンダ」策定
2022 令和4 琵琶湖システムが世界農業遺産に認定

湖上を進む学習船「うみのこ」。滋賀県内の小学
校5年生は船上で1泊2日の体験型教育を受ける

参考文献：国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所「瀬田川堰堤」パンフレット、
大津市歴史博物館 常設展示解説シート「大津の略年表」（2018年3月15発行）、大津
市歴史博物館HP、近江八幡市HP、滋賀県「滋賀の環境2022」（令和4年度版環境白
書）巻末資料、滋賀県立公文書館 展示図録「琵琶湖の水をめぐって」、滋賀県HP「滋賀
のあゆみが分かる歴史年表」

琵琶湖略年表

　

琵
琶
湖
に
は
、
一
級
河
川
だ
け
で
１
１
７

本
、
支
流
を
含
め
る
と
お
よ
そ
４
５
０
本
も

の
川
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
流
れ
出
る
の
は

瀬
田
川
の
み
で
、
そ
こ
か
ら
宇
治
川
、
淀
川

と
な
り
大
阪
湾
に
注
ぐ
。
近
畿
の
お
よ
そ
１

４
５
０
万
人
が
琵
琶
湖
の
水
を
飲
み
、
そ
の

ほ
か
農
業
や
工
業
に
も
用
い
る
。
つ
ま
り
日

本
人
の
約
９
人
に
１
人
が
琵
琶
湖
の
水
に
頼

っ
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

総
合
開
発
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

昭
和
30
年
代
、
阪
神
地
域
の
人
口
増
と
産

業
発
展
に
よ
っ
て
水
道
用
水
、
工
業
用
水
が

足
り
な
く
な
り
、
琵
琶
湖
の
水
を
「
資
源
」

と
見
な
し
た
開
発
計
画
が
本
格
化
す
る
。

『
生
態
学
の「
大
き
な
」話
』（
農
文
協 

２
０
０
７
）

で
「『
琵
琶
湖
総
合
開
発
計
画
』
は
近
畿
各

地
、
特
に
大
阪
・
神
戸
地
方
の
家
庭
・
工
業

用
水
を
確
保
す
る
た
め
、
琵
琶
湖
を
ダ
ム
化

さ
せ
る
の
を
主
目
的
と
す
る
も
の
で
し
た
」

と
喝
破
し
た
の
は
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館

の
元
館
長
で
あ
る
川
那
部
浩
哉

さ
ん
だ
。

　

そ
の
方
法
は
難
航
し
た
。
北

湖
と
南
湖
を
堤
防
で
分
断
し
て

南
湖
の
水
位
を
保
ち
つ
つ
、
北

湖
の
水
位
を
３
ｍ
ま
で
下
げ
る

「
南
北
締
切
提
案
」
が
琵
琶
湖

総
合
開
発
協
議
会
か
ら
出
さ
れ

た
。
農
林
省
は
水
深
５
ｍ
で
琵

琶
湖
を
ド
ー
ナ
ツ
状
に
二
分
し
、

外
側
を
水
位
マ
イ
ナ
ス
０
・
３

ｍ
に
保
ち
、
内
側
を
水
位
マ
イ

ナ
ス
３
・
０
ｍ
ま
で
利
用
す
る

「
ド
ー
ナ
ツ
案
」
を
提
案
。
２

年
後
に
は
南
湖
の
み
を
対
象
と

す
る
「
南
湖
ド
ー
ナ
ツ
案
」
ま
で
繰
り
出
す
。

建
設
省
は
水
中
の
「
も
ぐ
り
提
」
で
琵
琶
湖

を
南
北
に
分
断
す
る
「
湖
中
提
案
」
を
提
示
。

そ
れ
に
対
し
て
滋
賀
県
は
、
琵
琶
湖
の
水
を

パ
イ
プ
で
直
接
大
阪
ま
で
送
水
す
る
「
パ
イ

プ
送
水
案
」
を
発
表
す
る
。

　

最
終
的
に
は
、
琵
琶
湖
の
水
位
を
最
大

１
・
５
ｍ
ま
で
下
げ
る
よ
う
に
変
え
ら
れ
、

総
合
開
発
は
進
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と

で
も
っ
と
も
影
響
を
受
け
た
の
は
沿
岸
だ
。

「
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
水
位
低
下
に
耐
え
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
陸
地
と
湖
と
は
完

全
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
分
断
さ
れ
ま
し
た
」

と
川
那
部
さ
ん
が
記
す
よ
う
に
、
戦
前
か
ら

じ
わ
じ
わ
始
ま
っ
て
い
た
内
湖
の
埋
め
立
て

と
干
拓
は
一
気
に
進
み
、
水
田
も
水
路
も
堤

防
や
水
門
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
た
。

　

滋
賀
県
の
人
び
と
は
「
琵
琶
湖
を
ダ
ム
と

考
え
て
扱
わ
れ
る
」
こ
と
に
強
い
抵
抗
感
が

あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
２
０
０
４
年
（
平

成
16
）
７
月
に
滋
賀
県
琵
琶
湖
環
境
部
水
政

課
が
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
に
あ
て
た
回
答

文
書
か
ら
も
に
じ
み
出
て
い
る
。

「
琵
琶
湖
は
、
ダ
ム
の
よ
う
な
人
工
湖
で
は

な
く
、
自
然
湖
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
湖
で

あ
る
と
い
う
基
本
認
識
が
抜
け
落
ち
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」「
む
し
ろ
積
極

的
に
琵
琶
湖
の
水
位
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
豊
か
な
自
然
、
生
態
系
を
健

全
な
姿
で
次
代
に
引
き
継
い
で
い
く
と
い
う

こ
と
が
滋
賀
県
の
基
本
姿
勢
で
あ
り
ま
す
」

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
全
文
を

読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
興
味
の
あ
る
方
は

目
を
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
滋
賀
県
の
琵

琶
湖
に
対
す
る
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

琵
琶
湖
を
通
じ
て

か
つ
て
の
恩
返
し
を

　

総
合
開
発
は
25
年
続
い
た
。
そ
の
間
に
利

31 琵琶湖と向き合ってきた記憶と記録を次世代へ



住民の取り組み

水環境保全と適切な利用

世界の水環境の課題解決に貢献

地域経済の発展

環境学習／石けん運動／ヨシ群落の保
全／琵琶湖一斉清掃／河川流域の保
全活動など

行政の取り組み
条例による規制や制度設計／排水事
業者の監視／環境白書の作成／下水
道の整備／水道・農業用水の整備／環
境学習

企業（工場等）の取り組み
法令遵守／ISOによる環境管理／自主
検査と管理の徹底／行政や企業間の
ネットワーク構築による環境改善努力など

大学等研究機関
水環境関連企業の取り組み

調査研究／技術開発／知識、情報、技
術、ノウハウの創出、蓄積、提供／水環
境商品・サービスの開発
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一度は干拓した農地を内湖に戻そうと滋賀県が再生に取り組んでいる早崎内湖

琵琶湖モデルの概念図 出典：滋賀県HP

水
・
治
水
か

ら
水
質
保
全
、

そ
し
て
生
態

系
保
全
へ
と

琵
琶
湖
へ
の

ま
な
ざ
し
も

変
わ
っ
て
い

く
。
少
し
で

も
よ
い
方
向

へ
進
む
よ
う

に
と
住
民
、

研
究
機
関
、

行
政
、
企
業

が
連
携
し
て

取
り
組
ん
だ
そ
の
環
境
保
全
活
動
は
「
琵
琶

湖
モ
デ
ル
」と
呼
ば
れ
、注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

経
済
成
長
著
し
い
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
関

係
者
た
ち
が
視
察
に
訪
れ
、「
琵
琶
湖
の
歴
史

的
経
験
」
を
自
国
の
施
策
に
反
映
で
き
な
い

か
と
試
行
錯
誤
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は

最
近
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
す
で
に
30

年
が
経
つ
。

　

右
の
「
琵
琶
湖
モ
デ
ル
概
念
図
」
だ
け
で

は
伝
わ
り
づ
ら
い
が
、
国
や
分
野
や
立
場
を

越
え
て
、
人
び
と
は
つ
な
が
り
つ
づ
け
て
い

る
。
編
集
部
が
訪
ね
た
時
に
研
修
し
て
い
た

の
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
開
発
側
の
人
び
と
。
こ

れ
は
同
国
の
環
境
保
全
側
が
「
開
発
側
に
も

琵
琶
湖
を
見
て
も
ら
っ
て
波
長
を
合
わ
せ
た

い
」
と
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
実
現
し
た
も
の
。

だ
か
ら
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
も
い
か
な
か
っ

た
こ
と
も
含
め
て
歴
史
的
経
験
を
伝
え
る
。

す
ば
ら
し
い
世
界
貢
献
だ
と
感
嘆
し
た
が
、

Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
（
公
益
財
団
法
人
国
際
湖
沼
環
境
委
員
会
）

の
中
村
正
久
さ
ん
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
言
う
。

こ
れ
は
日
本
が
過
去
に
受
け
た
恩
を
返
し
て

い
る
だ
け
な
の
だ
と
。

　

１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
か
ら
１
９
６
６
年

（
昭
和
41
）
ま
で
、
日
本
は
世
界
銀
行
か
ら
31

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
融
資
を
受
け
た
。

そ
こ
に
は
東
海
道
新
幹
線
と
東
名
高
速
道
路

も
含
ま
れ
る
。「
日
本
は
熱
帯
地
域
で
産
出
さ

れ
る
木
材
も
輸
入
し
ま
し
た
。
整
っ
た
街
並

み
は
そ
の
お
か
げ
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
も

恩
が
あ
る
ん
で
す
」
と
中
村
さ
ん
は
言
う
。

　

琵
琶
湖
の
経
験
を
伝
え
る
こ
と
は
世
界
へ

の
恩
返
し
。
そ
れ
が
「
琵
琶
湖
モ
デ
ル
」
の

本
質
だ
っ
た
。

カ
ギ
は
原
体
験
と

積
み
重
ね
た
記
録

　

人
は
水
が
得
ら
れ
な
い
場
所
に
は
住
み
つ

か
な
か
っ
た
。
か
つ
て
は
湖
水
が
そ
の
ま
ま

飲
め
る
く
ら
い
き
れ
い
だ
っ
た
琵
琶
湖
で
は
、

水
に
よ
る
生
業
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

　

堀
彰あ
や

男お

さ
ん
は
化
学
肥
料
、
除
草
剤
を
で

き
る
だ
け
使
わ
ず
に
米
を
育
て
、
そ
の
米
か

ら
生
ま
れ
た
純
米
吟
醸
酒
を
販
売
す
る
。
Ｏ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ
の
清
水
広
行
さ
ん
は
琵
琶

湖
最
北
端
に
あ
る
地
元
に
戻
っ
て
農
業
の
可

能
性
に
気
づ
く
。
水
と
と
も
に
暮
ら
す
風
景

を
残
す
た
め
に
自
分
が
モ
デ
ル
に
な
ろ
う
と

漁
師
に
転
じ
た
駒
井
健
也
さ
ん
は
、
遊
ん
で

い
た
小
川
が
道
路
工
事
で
埋
め
立
て
ら
れ
た

こ
と
を
今
も
覚
え
て
い
る
。
湖
畔
で
一
人
ご

み
を
拾
っ
て
い
て
出
会
っ
た
人
た
ち
と
清
掃

活
動
を
広
げ
る
武
田
み
ゆ
き
さ
ん
も
、
湖
魚

料
理
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
漁
業
を
守

ろ
う
と
す
る
Ｂ
Ｉ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｏ 

Ｄ
Ａ
Ｕ
Ｇ
Ｈ

Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
の
中
川
知
美
さ

ん
も
、
琵
琶
湖
や
水
辺
に

原
体
験
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
方
々
は
今
、
子
ど
も

た
ち
に
体
験
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ

は
き
っ
と
、
琵
琶
湖
に
お
け
る
原
体
験
が
そ

の
後
の
人
生
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
か
ら
だ
。

　

滋
賀
県
に
は
毅
然
と
し
た
態
度
で
琵
琶
湖

を
守
ろ
う
と
す
る
風
土
が
あ
る
。
だ
か
ら

「
未
来
へ
の
投
資
」
を
欠
か
さ
な
い
。
そ
し

て
、
自
分
た
ち
が
経
験
し
た
こ
と
を
で
き
る

限
り
伝
え
よ
う
と
記
録
し
つ
づ
け
て
い
る
。

　

武
田
さ
ん
と
湖
畔
に
い
た
と
き
、
湖
上
を

ゆ
っ
く
り
走
る
学
習
船
「
う
み
の
こ
」
を
見

た
。
県
内
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
が
小
学
校

５
年
生
に
な
る
と
こ
の
船
に
乗
る
。
他
校
の

子
た
ち
と
一
緒
に
２
日
間
（
コ
ロ
ナ
禍
を
除
く
）

を
船
上
で
過
ご
し
、
船
を
下
り
て
の
街
歩
き

も
含
め
て
琵
琶
湖
と
滋
賀
を
深
く
学
ぶ
。
始

ま
っ
た
の
は
１
９
８
３
年
（
昭
和
58
）
だ
か
ら

来
年
で
40
周
年
。
今
の
「
う
み
の
こ
」
は
２

０
１
８
年
（
平
成
30
）
に
就
航
し
た
二
代
目
で
、

そ
の
建
造
に
際
し
て
は
地
元
企
業
や
県
民
か

ら
の
寄
付
金
も
力
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

何
度
も
足
を
運
ん
だ
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博

物
館
は
、
博
物
館
と
水
族
館
が
一
体
に
な
っ

た
よ
う
な
と
て
も
楽
し
い
場
所
だ
。
子
ど
も

が
そ
の
ま
ま
湖
畔
で
遊
べ
る
よ
う
に
も
な
っ

て
い
て
、
家
族
連
れ
が
大
勢
訪
れ
て
い
た
。

Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
の
事
務
所
も
同
じ
敷
地
に
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
一
例
で
、
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
方
法
で
、
次
の
世
代
が
幼
少
期
に
琵
琶
湖

を
体
験
で
き
る
機
会
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
琵
琶
湖
の
過
去
の
記
録
も
し
っ

か
り
ま
と
め
て
あ
る
。
省

庁
の
統
計
デ
ー
タ
よ
り
も

時
系
列
で
追
い
や
す
い
の

は
、
県
庁
を
は
じ
め
各
機

関
の
努
力
の
賜
物
だ
。
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
２
６

０
頁
で
、
歴
史
か
ら
暮
ら
し
、
地
形
、
気
候
、

水
循
環
、
生
き
も
の
、
水
質
ま
で
網
羅
す
る

『
琵
琶
湖
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
を
、
環
境
保
全

の
普
及
に
努
め
る
人
た
ち
に
無
償
配
布
し
て

い
る
こ
と
に
も
驚
く
。

　

今
年
「
う
み
の
こ
」
に
乗
っ
た
小
学
校
５

年
生
は
、
四
半
世
紀
後
に
は
30
代
半
ば
。
50

年
経
っ
て
も
60
歳
だ
。
そ
の
頃
、
あ
る
い
は

１
０
０
年
後
、
２
０
０
年
後
、
琵
琶
湖
は
ど

う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

…
…
数
多
あ
る
漁
港
す
べ
て
に
宿
が
あ
り
、

湖
上
を
行
き
交
う
船
が
そ
れ
ら
を
結
ぶ
。
観

光
客
は
農
業
・
漁
業
・
林
業
・
ご
み
拾
い
を

す
べ
て
体
験
で
き
る
ツ
ア
ー
に
参
加
し
、
長

期
滞
在
し
な
が
ら
湖
魚
料
理
を
楽
し
む
。
復

活
し
た
内
湖
で
は
魚
が
手
づ
か
み
で
き
る
く

ら
い
増
え
、
網
を
片
手
に
子
ど
も
た
ち
が
走

り
回
る
…
…
そ
ん
な
こ
と
を
夢
想
す
る
。

　

人
び
と
が
琵
琶
湖
と
向
き
合
っ
て
生
き
て

き
た
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
の
は
、「
次
世

代
が
受
け
継
い
で
、
今
よ
り
い
い
琵
琶
湖
に

し
て
く
れ
る
は
ず
」
と
い
う
確
信
に
も
似
た

思
い
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
開
発
と
保

全
の
バ
ラ
ン
ス
に
悩
み
、
で
も
あ
き
ら
め
ず

に
考
え
が
異
な
る
人
と
も
話
し
合
っ
た
そ
の

経
験
の
う
え
に
、
次
世
代
は
新
た
な
試
み
を

行
な
い
、
文
化
は
花
開
く
。
今
で
き
る
こ
と

を
一
所
懸
命
に
、
そ
し
て
記
憶
と
記
録
を
余

す
こ
と
な
く
伝
え
る
の
が
も
っ
と
も
大
切
な

の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

【文化をつくる】

32水の文化 75号　特集　琵琶湖と生きる




