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湖
畔
に
色
濃
く
残
る

伝
統
的
な
水
辺
の
暮
ら
し

琵
琶
湖
に
は
、
伝
統
的
な
水
辺
の

生
活
や
生な
り
わ
い業

が
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
今
見
て
も
「
こ
ん
な
風
に

長
い
間
暮
ら
し
て
き
た
ん
だ
」
と
想

像
で
き
る
状
態
で
、
か
つ
集
落
単
位

で
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
。
全
国
を
見

渡
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
り
よ
く

残
っ
て
い
る
地
域
は
そ
う
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
国
の
「
重
要
文
化
的

景
観
」
に
琵
琶
湖
沿
岸
だ
け
で
６
地

域
が
選
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
現

れ
て
い
ま
す
。

文
化
的
景
観
と
は
、
地
域
の
環
境

に
対
応
し
つ
つ
、
歴
史
を
通
じ
て
形

づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
の

文
化
そ
の
も
の
の
一
部
で
す
。
つ
ま

り
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
人
び
と
の

生
活
と
生
業
を
物
語
る
も
の
。
ひ
と

言
で
表
す
な
ら
ば
「
文
化
的
な
伝
統

を
語
る
景
観
」
で
す
。

琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
（
以
下
、
総

合
開
発
）
で
築
か
れ
た
、
湖
岸
提
を
兼
ね

た
湖
周
道
路
で
、
水
辺
と
分
断
さ
れ
た

よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
湖
周
道
路
は
さ

ほ
ど
高
く
は
な
い
で
す
し
、
道
路
を
越

え
た
先
に
は
松
林
と
小
さ
な
砂
浜
が
あ

っ
て
水
辺
に
つ
な
が
り
ま
す
。
外
洋
に

面
し
た
集
落
の
よ
う
に
巨
大
な
防
波
堤

や
道
路
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
総
合
開
発
後
も
基
本
的
な

形
は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

む
し
ろ
伝
統
的
な
水
辺
の
暮
ら
し
と

い
う
点
で
は
、「
内な
い

湖こ

（
注
）」
と
呼
ば
れ

る
潟せ
き

湖こ

が
食
糧
増
産
の
た
め
昭
和
初
期

か
ら
干
拓
が
進
め
ら
れ
て
激
減
し
た
こ

と
の
方
が
、
影
響
は
大
き
い
で
し
ょ
う
。

内
湖
は
、
琵
琶
湖
で
生
活
す
る
人
に

と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
水
辺
で
し
た
。

農
業
や
漁
業
を
生
業
と
し
て
い
た
人
た

ち
か
ら
地
続
き
で
あ
る
内
湖
は
、
江
戸

時
代
か
ら
石こ
く
だ
か高
と
は
関
係
な
く
自
由
に

使
え
る
地じ

先さ
き

で
す
。
小
さ
な
魞え

り

を
仕
掛

け
て
お
け
ば
家
庭
で
食
べ
る
程
度
の
魚

な
ら
獲
れ
ま
し
た
し
、
内
湖
に
生
え
て

い
る
ヨ
シ
な
ど
の
草
を
刈
り
、
田
畑
の

敷
き
草
や
牛
の
エ
サ
、
燃
料
な
ど
に
用

い
て
い
ま
し
た
。

人
び
と
の
生

活
・
生
業
と
琵
琶

湖
を
結
ぶ
と
て
も

強
い
靭
帯
だ
っ
た

内
湖
が
失
わ
れ
、

さ
ら
に
湖
周
道
路

が
で
き
て
、
湖
面

と
人
び
と
の
つ
な

が
り
が
若
干
薄
く

な
っ
た
の
は
事
実
で
す
が
、
水
と
の
か

か
わ
り
が
完
全
に
失
わ
れ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
も
内
湖
が
残
る
地
域

に
は
刈
り
取
っ
た
ヨ
シ
を
乾
か
し
て
茅

葺
屋
根
に
用
い
た
り
、
寺
社
の
行
事
用

と
し
て
松た
い
ま
つ明
を
つ
く
る
事
業
者
が
い
ま

す
。
有
名
な
高
島
市
・
針
江
集
落
の

「
カ
バ
タ
」
な
ど
地
下
水
や
表
流
水
の

利
用
も
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

不
調
和
で
な
け
れ
ば

変
わ
っ
て
も
構
わ
な
い

文
化
的
景
観
に
は
２
つ
の
大
き
な
要

素
が
あ
り
ま
す
。
１
つ
は
、
文
化
的
景

滋
賀
県
に
は
「
重
要
文
化
的
景
観
」
が
７
地
域
選
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
都
道
府
県
別
で
見
る
と
、
熊
本
県

（
10
地
域
）
に
次
ぐ
２
番
目
の
多
さ
だ
。
し
か
も
、
７
地

域
の
う
ち
６
地
域
が
琵
琶
湖
沿
岸
に
あ
る
。
文
化
的
景

観
を
文
化
財
保
護
法
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に

尽
力
し
、
今
は
滋
賀
県
で
暮
ら
す
金
田
章
裕
さ
ん
に
、

琵
琶
湖
と
文
化
的
景
観
に
つ
い
て
聞
い
た
。
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観
を
認
定
す
る
の
は

専
門
家
で
も
行
政
で

も
マ
ス
コ
ミ
で
も
地

元
の
人
で
も
誰
で
も

い
い
で
す
が
、
み
ん

な
で
ま
と
ま
っ
て
取

り
組
む
こ
と
が
必
須

で
す
。

も
う
１
つ
、
こ
ち

ら
が
主
に
琵
琶
湖
に

か
か
わ
る
要
素
で
す

が
、
文
化
的
景
観
は

生
活
と
生
業
を
物
語

る
も
の
で
す
か
ら
、

人
び
と
の
生
活
と
と
も
に
「
変
わ
っ
て

い
く
」
の
で
す
。
人
が
そ
こ
で
暮
ら
し

て
い
る
以
上
、
徐
々
に
変
わ
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
今
あ
る
文
化
的

景
観
と
不
調
和
な
も
の
を
新

た
に
つ
く
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
伝
統
的
な
建

物
や
景
色
や
生
活
・
生
業
が

残
っ
て
い
る
湖
岸
に
高
層
マ

ン
シ
ョ
ン
を
新
た
に
建
て
る

の
は
、
周
り
か
ら
見
た
ら
不

調
和
で
し
か
な
い
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
復
元
し
て
も
い
い
で
す
し
、

手
を
入
れ
て
も
よ
い
で
す
。「
ゆ
っ
く
り

変
わ
っ
て
い
く
状
態
」
に
し
て
お
く
こ

と
。
こ
れ
が
文
化
的
景
観
の
２
つ
め
の

要
素
で
す
。

重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
れ
ば
、

修
理
や
作
業
に
対
す
る
補
助
金
も
得
ら

れ
ま
す
。
琵
琶
湖
北
部
の
菅す
が
う
ら浦

は
茅
葺

屋
根
の
「
四し

足そ
く
も
ん門

」
を
つ
く
り
直
し
ま

し
た
。
補
助
金
が
な
け
れ
ば
資
金
的
に

厳
し
か
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

水
辺
の
生
業
の
た
め
に

琵
琶
湖
の
産
物
を

将
来
に
わ
た
っ
て
琵
琶
湖
の
文
化
的

景
観
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
の

は
、「
湖
に
か
か
わ
る
生
業
が
残
る
こ

と
」
で
す
。
魞
漁

を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
漁
法

が
残
り
、
ヨ
シ
の

使
い
道
が
絶
え
な

け
れ
ば
、
文
化
的

景
観
は
維
持
さ
れ

る
は
ず
で
す
。

さ
ら
に
言
え
ば
、

残
す
た
め
に
「
昔

の
ま
ま
で
」
と
が

ん
じ
が
ら
め
に
す

る
の
は
避
け
る
べ

き
で
す
。
緩
や
か

な
変
更
、
不
調
和
の
な
い
変
化
な
ら
ば

よ
し
と
し
ま
し
ょ
う
。
仮
に
醒さ
め
が
い井

の
よ

う
に
マ
ス
釣
り
用
の
養
殖
池
が
あ
っ
て

も
私
は
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
生
業

が
、
多
少
は
形
を
変
え
る
に
し
て
も
、

残
り
つ
づ
け
る
こ
と
の
方
が
大
事
だ
か

ら
で
す
。

そ
れ
に
生
業
が
残
っ
て
水
面
や
水
辺

を
使
っ
て
い
れ
ば
不
要
な
開
発
の
抑
止

力
に
も
な
り
ま
す
。
例
え
ば
魞
が
設
置

さ
れ
て
い
る
そ
ば
の
護
岸
を
コ
ン
ク
リ

ー
ト
で
固
め
よ
う
と
は
考
え
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
、
文
化
財
保
護
法

の
な
か
に
文
化
的
景
観
が
定
め
ら
れ
た

意
味
で
も
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
消
費
者
が
生
業
を
後
押
し
す

る
に
は
、
琵
琶
湖
の
産
物
を
い
た
だ
く

こ
と
も
手
段
の
一
つ
で
す
。
富
山
県
の

実
家
へ
行
っ
た
帰
路
、
私
は
湖
魚
販
売

店
や
安あ

ど曇
川が

わ

の
道
の
駅
で
湖
魚
や
野
菜

を
買
っ
て
自
宅
に
戻
り
ま
す
。
特
に
好

き
な
の
は
コ
ア
ユ
。
白
ワ
イ
ン
で
炊
く

と
い
い
味
に
な
る
ん
で
す
。

今
よ
り
も
多
く
の
人
が
湖
魚
を
味
わ

う
よ
う
に
な
れ
ば
、
市
場
は
大
き
く
な

る
の
で
生
業
が
残
り
、
水
辺
の
文
化
的

景
観
も
維
持
で
き
る
。
そ
う
い
う
関
係

性
に
も
目
を
向
け
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

（
２
０
２
３
年
９
月
４
日
取
材
）

重要文化的景観に
選定されている滋
賀県高島市の針江
集落

昭和30年代に撮影された旧松原内湖。
小さな魞（えり）が仕掛けられている
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東草野の山村
景観(米原市）

菅浦の湖岸集落
景観(長浜市）

伊庭内湖の農村
景観(東近江市）

近江八幡の
水郷(近江八幡市）

大溝の水辺
景観(高島市）

高島市
海津・西浜・知内の
水辺景観(高島市）

高島市
針江・霜降の
水辺景観(高島市）

■ 滋賀県の「重要文化的景観」選定地域1菅浦の東と西にある「四足門」（東）。古く
から集落の境界を示す結界の門だったとさ
れる 2菅浦の集落内にある石垣。浜道沿
いの家屋や湖岸の田畑を波から守るため
につくられた

【文化的景観】
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水辺の生業が残れば文化的景観も維持できる


