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広
大
で
多
様
な
環
境
に

固
有
種
が
棲
む
古
代
湖

現
在
の
滋
賀
県
の
あ
た
り
は
、
古
く

は
「
近お
う
み江
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
私
は
「
琵
琶
湖
地
域
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
近
江
」
と
い

う
の
は
人
が
つ
く
っ
た
地
域
の
名
称
で
、

そ
う
呼
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
れ
と
同
等

に
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
自
然
が
つ
く

っ
た
地
域
の
こ
と
が
見
え
に
く
く
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
な
の
で
、「
近

江
」
の
代
わ
り
に
「
琵
琶
湖
地
域
」
と

い
う
呼
称
を
使
っ
て
い
ま
す
。

琵
琶
湖
地
域
の
最
大
の
特
色
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
琵
琶
湖
が
あ
る
こ
と
。

琵
琶
湖
は
、
日
本
人
な
ら
誰
で
も
知

っ
て
い
る
日
本
一
大
き
な
湖
で
す
。
大

き
い
が
ゆ
え
に
多
様
な
環
境
を
も
っ
て

い
ま
す
。
沖
合
い
、
深
底
部
、
岩
礁
帯
。

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
の
三
つ
の
環
境
に

適
応
し
た
生
態
系
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
の
顕
著
な
特
徴
は
「
古

い
」
こ
と
。
約
４
０
０
万
年
の
歴
史
を

も
ち
ま
す
。
今
の
三
重
県
の
伊
賀
盆
地

あ
た
り
に
小
さ
な
湖
が
で
き
た
の
が
、

も
と
も
と
の
発
端
で
す
。
そ
れ
が
地
殻

変
動
に
よ
っ
て
移
動
し
な
が
ら
約
43
万

年
前
に
現
在
の
形
に
落
ち
着
き
ま
し
た
。

そ
の
４
０
０
万
年
の
歴
史
の
な
か
で

進
化
し
た
種
、
も
し
く
は
琵
琶
湖
に
だ

け
生
き
残
っ
た
「
固
有
種
」
が
存
在
し

て
い
ま
す
。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
の

は
貝
類
、
魚
類
そ
の
他
の
66
種
で
す
。

沖
合
い
、
深
底
部
、
岩
礁
帯
が
形
成

す
る
環
境
に
多
く
の
固
有
種
が
生
息
し

て
い
る
こ
と
が
、
琵
琶
湖
の
価
値
を
考

え
る
う
え
で
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

大
き
く
て
古
く
、
固
有
の
生
態
系
を

も
つ
。
こ
れ
だ
け
で
も
際
立
っ
た
特
徴

で
す
が
、
さ
ら
に
見
逃
し
て
は
い
け
な

い
特
筆
す
べ
き
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
２
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て

人
間
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
縄
文

時
代
か
ら
集
落
が
営
ま
れ
、
水
辺
や
森

を
利
用
し
、
木
を
く
り
抜
い
た
丸
木
舟

で
漁
を
始
め
、
や
が
て
舟
運
に
丸
子
船

を
使
う
。
今
も
約
１
４
０
万
人
（
滋
賀
県

の
人
口
）
が
琵
琶
湖
周
辺
に
暮
ら
し
て
い

ま
す
。
大
き
く
て
古
い
だ
け
な
ら
、
ロ

シ
ア
南
東
部
の
バ
イ
カ
ル
湖
な
ど
、
世

界
で
も
琵
琶
湖
を
上
回
る
湖
は
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
10
万
年
以
上
の
歴
史
を

も
つ
「
古
代
湖
」
の
な
か
で
も
、
こ
れ

だ
け
人
間
の
か
か
わ
り
が
深
い
湖
は
世

界
で
も
稀
な
の
で
す
。

治
水
・
利
水
・
舟
運
か
ら

見
る
琵
琶
湖
の
価
値
変
容

人
間
が
自
然
に
対
し
て
行
な
う
価
値

づ
け
は
、
時
代
や
立
場
が
変
わ
る
と
、

そ
の
時
々
で
自
分
た
ち
の
都
合
の
い
い

よ
う
に
流
動
し
ま
す
。
琵
琶
湖
で
も
そ

う
で
し
た
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
沿
岸
帯
で
経
済

的
価
値
の
高
い
抽ち
ゅ
う
す
い水植

物
の
ヨ
シ
。
古

来
、
屋
根
葺
き
の
材
料
や
垣
根
な
ど
の

建
築
資
材
に
重
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

同
時
に
、
魚
類
の
産
卵
・
生
育
場
と
し

て
の
価
値
も
中
世
か
ら
認
識
さ
れ
て
お

り
、
ヨ
シ
地
は
税
の
対
象
と
も
な
っ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
領
主
の
ヨ
シ
地

に
対
す
る
こ
う
し
た
認
識
は
18
世
紀
に

な
る
と
転
換
し
、
資
源
と
し
て
の
価
値

を
認
め
ず
、
新
田
開
発
の
対
象
地
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

琵
琶
湖
に
対
し
て
の
最
大
の
価
値
づ

け
は
治
水
・
利
水
で
す
。
琵
琶
湖
か
ら

の
唯
一
の
流
出
河
川
は
瀬
田
川
。
水
位

上
昇
を
防
ぐ
た
め
浚し
ゅ
ん
せ
つ渫し

て
琵
琶
湖
か

ら
の
流
出
量
が
増
え
る
と
、
下
流
で
氾

濫
が
起
き
る
こ
と
か
ら
、
上
流
（
琵
琶

湖
）
側
と
下
流
（
京
都
）
側
の
対
立
が
古

く
か
ら
続
き
ま
し
た
。
瀬
田
川
は
軍
事

的
な
要
衝
で
、
西
方
か
ら

の
攻
め
を
防
ぐ
た
め
通
り

や
す
く
し
た
く
な
い
思
惑

も
働
き
、
江
戸
幕
府
は
川

浚ざ
ら

え
工
事
に
介
入
せ
ず
、

被
害
を
受
け
る
村
落
が
費

用
を
負
担
す
る
自じ

ぶ普
請し

ん

で

川
浚
え
を
し
た
の
で
す
。

明
治
政
府
が
南な
ん
ご
う
あ
ら
い
ぜ
き

郷
洗
堰

（
旧
・
瀬
田
川
洗
堰
）
を
建
設
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し
て
か
ら
も
、
上
流
と
下
流
の
水
位
を

め
ぐ
る
利
害
調
整
は
な
か
な
か
つ
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

現
代
に
お
い
て
は
１
９
７
２
年
（
昭

和
47
）
か
ら
「
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
」

が
25
年
の
歳
月
を
か
け
て
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
た
だ
し
そ
の
過
程
で
、
例
え
ば

湖
岸
を
堤
防
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
陸

域
と
水
域
が
分
断
さ
れ
て
魚
が
産
卵
の

た
め
に
遡
上
で
き
な
く
な
る
な
ど
、
治

水
・
利
水
に
よ
る
豊
か
さ
の
追
求
が
生

態
系
や
水
産
資
源
の
豊
か
さ
を
毀き

損そ
ん

す

る
、
と
い
っ
た
価
値
づ
け
の
逆
転
も
起

き
て
い
る
の
で
す
。

近
世
ま
で
は
、
舟
運
に
よ
る
物
流
の

動
脈
と
し
て
の
価
値
を
高
め
る
試
み
と

し
て
琵
琶
湖
運
河
の
計
画
が
あ
り
ま
し

た
。
日
本
海
側
へ
と
運
河
を
通
せ
ば
物

資
を
陸
揚
げ
せ
ず
に
京
都
・
大
坂
へ
直

接
運
べ
ま
す
。
こ
の
計
画
は
何
度
も
立

ち
消
え
に
な
り
、
最
後
の
加
賀
藩
の
計

画
は
実
現
寸
前
で
し
た
が
明
治
維
新
に

よ
り
完
全
に
立
ち
消
え
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
輸
送
の
主
役
が
舟
運
か
ら
鉄
道

に
移
る
こ
と
に
よ
る
価
値
づ
け
の
転
換

で
も
あ
り
ま
し
た
。

新
し
い
価
値
づ
け
か
ら

生
ま
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

人
間
が
か
か
わ
り
つ
づ
け
て
き
た
琵

琶
湖
の
歴
史
で
も
う
一
点
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
は
、
７
９
４
年
（
延
暦
13
）
か

ら
１
８
６
９
年
（
明
治
２
）
ま
で
日
本
の

首
都
で
あ
っ
た
京
都
が
す
ぐ
そ
ば
に
あ

る
こ
と
。
古
く
か
ら
の
名
産
品
で
あ
る

ふ
な
ず
し
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
こ
の
大

市
場
で
売
買
す
る
た
め
に
生な
り
わ
い業

が
行
な

わ
れ
、
漁
撈
も
続
い
て
き
ま
し
た
。

水
資
源
と
し
て
の
価
値
。
交
通
の
要

衝
と
し
て
の
価
値
。
大
市
場
で
あ
る
京

都
が
近
い
こ
と
の
価
値
。
こ
れ
ら
が
、

人
間
と
琵
琶
湖
の
深
い
か
か
わ
り
を
も

た
ら
し
た
要
素
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
後
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
と
に

か
く
人
間
が
か
か
わ
り
つ
づ
け
て
い
く

こ
と
で
す
。
琵
琶
湖
に
対
す
る
価
値
づ

け
を
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
そ
の
時
々

で
転
換
し
な
が
ら
も
、
限
ら
れ
た
自
然

資
源
を
い
か
に
上
手
に
工
夫
し
て
使
っ

て
い
く
か
、
そ
れ
に
尽
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
新
し
い
価
値
づ
け
の

も
と
に
新
し
い
消
費
が
生
ま
れ
、
新
し

い
生
業
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
。
こ
う

し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
取
り
戻
す
こ
と

が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

多
く
の
魅
力
が
あ
る
琵
琶
湖
で
も
っ

と
も
好
き
な
の
は
湖
魚
料
理
で
す
。
例

え
ば
ビ
ワ
マ
ス
の
刺
し
身
。
沖
合
い
を

遊
泳
し
て
い
る
の
で
身
が
し
ま
っ
て
い

ま
す
。「
お
い
し
い
固
有
種
」。
こ
れ
が

私
に
と
っ
て
琵
琶
湖
最
大
の
魅
力
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（
２
０
２
３
年
９
月
１
日
取
材
）

【概論】

人が長年かかわってきた 世界でも稀な湖

　明治期に描かれた、琵琶湖の伝統的漁法である「魞（えり）」の図。
魚が一度入ったら出られない。『滋賀県管下近江国六郡物産図説
―滋賀郡・栗太郡』（うち、えり壺の図） 滋賀県立琵琶湖博物館蔵
　大浦湾の魞漁で獲れたイワトコナマズ。琵琶湖の固有種。岩礁帯
に棲み、他のナマズよりも美味という。まだ小さいため撮影後にリリース

■ 近世における琵琶湖の舟運と街道、丸子船の分布図

日本海

諸浦の親郷 堅田103艘 大津107艘 八幡37艘
湖北四カ浦 塩津110艘 大浦  16艘 海津81艘 今津108艘
彦根三湊 松原  28艘 米原  43艘 長浜44艘
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※各浦の船数は1693年（元禄6）のもの。ただし彦根三湊は1711-1736年の船数
出典：大津歴史博物館 展示会図録『江戸時代の琵琶湖水運―大津百艘船
の航跡―』を参考に編集部が改変・作成
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人が長年かかわってきた世界でも稀な湖「琵琶湖」

【概論】


