
（上）朝焼けに染まる琵琶湖。時刻や天
候によってさまざまな表情を見せる
撮影：藤牧徹也

（下）現代風に湖魚料理をアレンジし、
おいしさを伝えつつ漁業を守ろうとする
BIWAKO DAUGHTERS
撮影：渡邉まり子

表紙：最北端の葛籠尾崎（つづらお
ざき）から琵琶湖を望む。古来、人び
とは琵琶湖とともに生きてきた
撮影：川本聖哉
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水の文化 75号　ひとしずく 2

　
小
学
校
に
入
っ
た
ば
か
り
か
、
す

こ
し
前
か
。
夕
方
に
、
父
親
を
訪
ね

て
客
が
あ
っ
た
。

「
今
日
は
マ
イ
ア
ミ
に
行
っ
て
来
ま

し
た
ん
や
」

　
父
親
よ
り
は
ず
っ
と
若
い
男
性
客

が
、
応
接
室
で
そ
う
言
う
の
が
、
開

け
た
窓
か
ら
、
ベ
ラ
ン
ダ
で
犬
と
遊

ん
で
い
た
私
に
聞
こ
え
た
。

　
父
親
は
気
難
し
い
人
で
あ
っ
た
。

マ
イ
ア
ミ
に
行
っ
た
と
い
う
客
人
に

対
し
て
も
批
判
し
た
。
そ
の
重
苦
し

く
不
愉
快
げ
な
声
は
、
だ
が
、
私
に

は
き
わ
め
て
日
常
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
私
を
困
惑
さ

せ
た
の
は
客
人
の
発
言
で
あ
る
。

　
マ
イ
ア
ミ
？　
外
国
で
は
な
い
の

か
？　
こ
の
お
客
さ
ん
は
、
外
国
に

行
っ
て
い
た
の
に
、
夕
方
に
は
も
う

滋
賀
県
に
い
る
の
か
？　
な
ぜ
？

　
琵
琶
湖
国
定
公
園
の
一
部
の
浜
に
、

マ
イ
ア
ミ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
湾
岸

都
市
名
を
借
り
て
冠
し
た
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
六
歳
か
そ
こ
ら
の
子
供

に
は
理
解
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。

　
父
親
の
声
が
不
愉
快
に
な
っ
た
の

は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
拝
借
ネ
ー
ミ

ン
グ
に
つ
い
て
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、

今
と
な
っ
て
は
想
像
で
き
る
。

　
ま
た
、「
滋
賀
県
の
マ
イ
ア
ミ
」

の
絶
景
が
撮
ら
れ
た
現
在
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
な
ど
の
画
像
を
見
れ
ば
、

１
９
６
０
年
代
は
じ
め
に
、
ア
メ
リ

カ
の
土
地
の
名
前
を
借
り
た
か
っ
た

人びとが集う琵琶湖の浜辺。野洲市のマイアミ浜にもほど近い

外
国
な
の
に
滋
賀
県

ひ
と
し
ず
く

姫
野
カ
オ
ル
コ作

家



外国なのに滋賀県3

日
本
人
の
気
持
ち
も
想
像
で
き
る
。

　
大
人
に
な
っ
て
か
ら
な
ら
わ
か
る

が
、
そ
の
時
に
は
、
わ
け
が
わ
か
ら

な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
「
マ
イ
ア
ミ
か
ら
の

客
人
」
は
晴
天
の
マ
イ
ア
ミ
浜
の
よ

う
に
明
朗
な
人
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
あ
と
も
、
た
び
た
び
我
が
家

を
訪
れ
た
。
明
朗
な
だ
け
で
な
く
、

他
人
に
対
し
て
こ
ま
や
か
な
配
慮
を

す
る
人
で
、
気
難
し
い
父
を
、
彼
だ

け
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
か
か
る
ほ
ど
に
、
小
学
生
最
後
の

夏
休
み
を
迎
え
、
こ
の
マ
イ
ア
ミ
氏

は
、
父
と
私
を
、
標
高
の
高
い
永
源

寺
町
へ
、
自
分
の
車
で
連
れ
て
行
っ

て
く
れ
た
。

　
お
り
し
も
大
阪
万
博
の
こ
ろ
で
、

永
源
寺
町
と
し
て
は
名
刹
へ
の
お
参

り
だ
け
で
な
く
、
レ
ジ
ャ
ー
面
で
も

人
を
呼
ぼ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
、

「
神
崎
川
ヒ
ュ
ッ
テ
」
と
い
う
名
の

場
所
が
で
き
た
と
い
う
の
で
、
釣
り

竿
や
缶
詰
や
飯
盒
や
米
を
車
の
ト
ラ

ン
ク
に
積
み
、
マ
イ
ア
ミ
氏
は
、
奥

さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
と
が
乗
る
車
に
、

わ
れ
わ
れ
父
子
も
乗
せ
て
、
に
ぎ
や

か
に
向
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

「
ヒ
ュ
ッ
テ
」
と
名
に
つ
く
と
お
り
、

到
着
し
た
山
の
中
の
そ
こ
は
、
三
角

屋
根
の
、
三
畳
ほ
ど
の
プ
レ
ハ
ブ
の

小
屋
が
、
林
の
中
に
三
つ
ほ
ど
点
在

し
、
煮
炊
き
の
で
き
る
台
所
の
よ
う

な
建
物
と
共
同
ト
イ
レ
の
あ
る
一
画

で
あ
っ
た
。

　
現
在
は
「
永
源
寺
キ
ャ
ン
プ
場
」

と
い
う
名
前
に
な
り
、
雰
囲
気
も
が

ら
り
と
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
当
時
は
、
し
か
も
小
６
の
目
に

は
、
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
異
空
間
に

映
っ
た
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
川
の

水
の
き
れ
い
な
こ
と
と
い
っ
た
ら
！

　
田
舎
町
育
ち
の
子
供
で
あ
る
の
に
、

そ
ん
な
子
供
も
び
っ
く
り
し
て
、
目

を
見
張
る
ほ
ど
澄
ん
で
い
る
。

　
は
だ
し
に
な
っ
て
、
川
の
中
に
入

れ
ば
、
身
が
清
め
ら
れ
る
よ
う
に
冷

た
い
。

　
マ
イ
ア
ミ
氏
は
上
手
に
鮎
を
釣
り
、

竹
に
さ
し
て
川
べ
り
で
焼
き
、
父
親

は
飯
盒
で
米
を
炊
き
、
お
も
ち
ゃ
の

よ
う
な
小
屋
で
五
人
で
食
べ
る
夕
食

は
、
重
苦
し
い
食
卓
し
か
知
ら
な
い

私
を
、
幸
福
に
し
た
。

　
い
っ
と
き
で
あ
っ
て
も
、
あ
の
幸

福
は
、
あ
れ
か
ら
五
十
余
年
を
過
ぎ

た
今
で
さ
え
、
神
崎
川
の
水
の
透
明

さ
と
流
れ
の
音
を
、
鮮
や
か
に
蘇
ら

せ
て
く
れ
る
。

　
神
崎
川
と
い
う
の
は
愛え

知ち

川が
わ
の
支

流
で
あ
る
。
こ
の
水
が
、
わ
が
ふ
る

さ
と
の
琵
琶
湖
に
注
ぐ
の
で
あ
る
。

野
洲
の
マ
イ
ア
ミ
に
も
。

姫野カオルコ（ひめの かおるこ）
1958年滋賀県甲賀市（こうかし）生まれ。『昭和の犬』で第150回直木賞を受賞。『彼女は頭が悪いから』で第32回柴田錬
三郎賞を受賞。滋賀からの上京者ならではのエッセイに『忍びの滋賀―いつも京都の日陰で』。最新小説は『悪口と幸せ』。
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4まるで海のように波が打ち寄せる琵琶湖の水辺

日
本
一
大
き
な
湖「
琵
琶
湖
」。古
来
、人
び
と
は
琵
琶
湖
か
ら
、あ
る
い
は
流
れ
込

む
数
多
の
川
や
湖
畔
に
点
在
す
る
内な

い

湖こ

か
ら
田
畑
に
水
を
引
き
入
れ
、魚
介
類
を

獲
り
、ヨ
シ
を
住
居
や
肥
料
に
用
い
た
。文
字
通
り
、琵
琶
湖
と
と
も
に
生
き
て
き
た
。

そ
の
姿
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、主
に
京
阪
神
地
区
に
水
を
届
け
よ
う
と
１
９
７

２
年（
昭
和
47
）に
始
ま
っ
た「
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業（
以
下
、総
合
開
発
）」だ
。今
か
ら

半
世
紀
あ
ま
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。

お
よ
そ
１
兆
９
０
０
０
億
円
を
費
や
し
た
総
合
開
発
は
、25
年
後
の
１
９
９
７
年

（
平
成
９
）に
終
わ
っ
た
。そ
の
間
、開
発
と
保
全
の
バ
ラ
ン
ス
に
揺
れ
な
が
ら
も
住
民
、

研
究
者
、行
政
、企
業
な
ど
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
だ
歴
史
的
経
緯
は「
琵
琶
湖

モ
デ
ル
」と
呼
ば
れ
、経
済
成
長
著
し
い
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
た
ち
が
学
び
に
訪

れ
て
い
る
。

そ
の
総
合
開
発
が
終
了
し
て
さ
ら
に
25
年
が
経
っ
た
。琵
琶
湖
の
歴
史
や
開
発
に

ま
つ
わ
る
こ
と（
湖
歴
）、総
合
開
発
後
の
取
り
組
み（
湖こ

そ甦
）、未
来
を
見
据
え
た
新
た

な
動
き（
湖
人
）と
い
う
３
つ
の
視
点
か
ら
、湖
と
と
も
に
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要

な
こ
と
を
探
っ
た
。　
※
湖
歴
、湖
甦
、湖
人
は
編
集
部
に
よ
る
造
語
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兵庫県 20.1％
2,973,669人
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琵琶湖水利用区域内
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14,793,034人

約1450万人※

淀川水系
流域界
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     16.7％
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401,738ha

年間給水量
2014年

184,789千㎥

琵琶湖水
69.24％
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浅井戸
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深井戸
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伏流水 1.02％
湧水ほか 0.09％
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琵琶湖・
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14％

溜池 6％ その他 4％

琵琶湖が
用水源
44％

5

琵琶湖流域の地図
滋賀県「しがの農林水産業」令和 5 年度（2023 年度）および国
土交通省国土数値情報「河川データ（平成 21 年）、湖沼データ

（平成 17 年）、行政区域（令和 5）、鉄道（令和 4）、高速道路
（令和 4）」より編集部作図

滋賀県

※総面積は国土地理院
「令和4年全国都道
府県市区町村別面
積調（4月1日時点）」
の数値を引用。北湖
と南湖の各面積は、
琵琶湖環境科学研
究センター「GIS デー
タ」の数値を引用

集水域　3174㎢
面積※　

　 669.26㎢
（北湖：南湖＝618.0㎢：50.7㎢≒12:1）
南北の延長　63.49㎞
最大幅　22.8㎞
最小幅　1.35㎞
周囲　235.20㎞
水深（もっとも深いところ）　103.58m
平均の深さ　41.20m
貯水量　275億㎥
（北湖273億㎥、南湖2億㎥）

琵琶湖の概要
出典：滋賀県「滋賀の環境2022（令和4年版環境白書）」を参考に
編集部作成

農林水産省「耕地面積調査」、国土交通省「都道府県市区
町村別面積調」、滋賀県琵琶湖環境部「滋賀県森林・林業
統計要覧」

※10万人以下を50万人単位で切り捨て

※上記区域図はイメージ図

※直接流出入する一級河川

滋賀県の総面積に占める琵琶湖の割合
出典：滋賀県「しがの農林水産業」令和5年度（2023年度）

滋賀県の上水道水源
出典：滋賀県「琵琶湖ハンドブック三訂版」

滋賀県の農業用水源に占める琵琶湖の割合
出典：滋賀県「しがの農業農村整備2023」

琵琶湖の水利用区域と給水人口
出典：滋賀県「滋賀の環境2022（令和4年版
環境白書）」を参考に編集部作成

琵琶湖は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県の約
1,450万人の水道水源となっている。また農業用水
や工業用水としても使われている

琵琶湖に流出入する河川数
出典：滋賀県「琵琶湖ハンドブック三訂版」

流入河川 117
流出河川 1
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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

国内最大の湖、琵琶湖。日本人なら知らない人はいな
いと思うが、その成り立ちや歴史については意外と知
らないことが多いかもしれない。琵琶湖の漁

ぎょろう

撈と魚介
類の消費を中心に自然と人間との関係史を研究してい
る滋賀県立琵琶湖博物館の橋本道範さんに、琵琶湖と
人びとの歴史的なかかわりについて聞いた。

Michinori Hashimoto
1965年岡山県生まれ。1993年京都
大学大学院文学研究科博士後期課
程国史学専攻中退。博士（文学）。
1993年10月から滋賀県教育委員会
事務局（仮称）琵琶湖博物館開設準
備室勤務、1996年4月から滋賀県立
琵琶湖博物館勤務。専門は歴史学

（日本中世史専攻）。著書に『日本中
世の環境と村落』、編著に『自然・生
業・自然観―琵琶湖の地域環境史―』

『再考ふなずしの歴史』などがある。

インタビュー橋本 道範さん

滋賀県立琵琶湖博物館 専門学芸員

人が長年かかわってきた 世界でも稀な湖

ビワマスの刺し身
撮影協力：あやめ荘（野洲市）

琵琶湖

おいしい　  琵琶湖

水の文化 75号　特集　琵琶湖と生きる
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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

伊
賀
道

塩
津
街
道

御
代
参
街
道

杣
街
道

北
国
街
道

北
国
街
道

北国脇往還

朝
鮮人
道

中山
道

八風街道

東海道

山中越

彦
根
道

若
狭
街
道

丹
後
街
道

堅田

大津

八幡

塩津大浦
海津

今津

松原

米原

長浜

敦賀

小浜

京都

関ケ原

関

瀬
田
川

比叡山

※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

1
1

2

2

人が長年かかわってきた世界でも稀な湖「琵琶湖」

【概論】
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琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
の

背
景
に
あ
っ
た
利
水
と
治
水

１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）
に
制
定
さ
れ

た
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
に
よ

る
「
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
」（
以
下
、
総

合
開
発
）
は
、
二
度
の
期
間
延
長
を
経
て

１
９
９
７
年
（
平
成
９
）
ま
で
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
国
が
一
つ
の
湖
沼

を
対
象
に
特
別
措
置
法
を
つ
く
り
、
そ

の
事
業
に
対
し
て
予
算
を
割
く
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

総
合
開
発
が
行
な
わ
れ
た
背
景
に
は
、

大
き
く
二
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
水
源
開
発
、
つ
ま
り
「
利

水
」
で
す
。
琵
琶
湖
の
水
は
唯
一
の
流

出
河
川
で
あ
る
瀬
田
川
か
ら
流
れ
出
て
、

京
都
、
大
阪
方
面
の
水
源
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
戦
後
の
経
済
復
興

と
そ
れ
に
伴
う
都
市
開
発
に
よ
っ
て
下

流
域
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の
水
を

必
要
と
し
て
い
た
の
で
す
。

二
つ
目
は
「
治
水
」
で
す
。
瀬
田
川

か
ら
流
れ
出
る
水
の
量
が
限
ら
れ
て
い

る
た
め
、
大
雨
の
と
き
は
琵
琶
湖
の
水

位
が
上
が
っ
て
し
ば
し
ば
水
害
が
発
生

し
ま
し
た
。
京
都
、
大
阪
方
面
の
水
源

開
発
だ
け
で
は
滋
賀
県
に
あ
ま
り
メ
リ

ッ
ト
が
な
い
た
め
、
地
元
に
も
役
立
つ
事

業
を
…
…
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

「
利
水
」
と
「
治
水
」
が
き
っ
か
け
と

な
り
、
総
合
開
発
が
始
ま
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
水
源
開
発
を
ど
の
よ
う
な
方

法
で
行
な
う
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
案
が
あ

り
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

琵
琶
湖
周
辺
の
地
盤
の
低
い
地
域
に
湖

岸
提
（
堤
防
）
を
築
き
、
排
水
機
場
を
設

け
、
流
入
河
川
の
改
修
な
ど
を
行
な
う

こ
と
で
治
水
対
策
も
実
施
し
た
の
で
す
。

利
水
と
治
水
に
か
か
わ
る
流
出
量
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
瀬
田
川
洗あ
ら
い
ぜ
き堰に

よ

っ
て
国
土
交
通
省
が
管
理
し
て
い
ま
す
。

ふ
だ
ん
は
水
を
一
定
量
流
さ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
し
、
逆
に
大
雨
の
と
き
は

一
気
に
水
を
流
す
と
下
流
域
で
水
害
リ

ス
ク
が
高
ま
る
の
で
国
が
流
出
量
を
調

整
し
て
い
ま
す
。

水
質
保
全
に
対
す
る

県
独
自
の
取
り
組
み　

利
水
と
治
水
に
加
え
て
総
合
開
発
に

は
も
う
一
つ
異
な
る
フ
ェ
ー
ズ
が
あ
り

ま
す
。「
水
質
保
全
」
で
す
。

本
格
的
な
工
業
化
と
都
市
化
に
よ
っ

て
、
琵
琶
湖
の
水
質
の
悪
化
が
目
に
見

え
る
形
で
現
れ
ま
す
。
国

が
水
質
汚
濁
防
止
法
を
制

定
し
た
１
９
７
０
年
（
昭

和
45
）
の
２
年
後
、
滋
賀

県
は
よ
り
厳
し
い
基
準
を

独
自
に
設
け
る
「
上
乗
せ

条
例
」
を
制
定
す
る
な
ど

水
質
保
全
に
取
り
組
ん
で

い
ま
し
た
が
、
１
９
７
７

年
（
昭
和
52
）
５
月
に
淡
水

インタビュー

市木 繁和さん

公益財団法人 国際湖沼環境
委員会 テクニカルアドバイザー

水
質
を
保
つ
た
め
に

長
年
取
り
組
ん
だ
こ
と

ふなずし
撮影協力：あやめ荘（野洲市）

おいしい　  琵琶湖

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
、
琵
琶
湖
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
１
９
７
２
年

（
昭
和
47
）
か
ら
「
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
」（
以
下
、
総
合
開
発
）
が
ス
タ
ー
ト
。
１
９
９

７
年
（
平
成
９
）
に
終
了
す
る
ま
で
約
１
兆
９
０
０
０
億
円
を
費
や
し
た
。
滋
賀
県
職

員
と
し
て
水
質
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
な
ど
一
貫
し
て
環
境
系
の
業
務
に
携
わ
り
、

現
在
は
公
益
財
団
法
人 

国
際
湖
沼
環
境
委
員
会
の
テ
ク
ニ
カ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と

し
て
海
外
の
視
察
・
研
修
団
に
琵
琶
湖
に
お
け
る
環
境
保
全
の
取
り
組
み
を
伝
え

て
い
る
市
木
繁
和
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

■ 琵琶湖の課題と対策■ 滋賀県の下水道普及率と琵琶湖への流入河川の水質［BOD（注）］■ 琵琶湖総合開発事業費の内訳
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20

40

60

80

100
91.6%

出典：滋賀県「琵琶湖ハンドブック三訂版」を参考に編集部作成

琵琶湖の課題 対策 計画
水
政
問
題

公
害
・
環
境
問
題

1987年

2000年

1972年

1997年

2017年

マザーレイク
21計画
琵琶湖総合(保全整備計画)

湖沼水質
保全計画

琵琶湖保全再生計画

琵琶湖総合
開発事業

水害 治水対策

水不足 利水対策

水質汚濁
公害

（発生源）
対策

在来魚介類
の減少など

生態系保全
対策

1974
（昭和49）

19,055
18,635

15,248

昭和47
当初計画時

昭和57
改定計画時

平成4
改定計画時

昭和47～
平成8実績

4,266

1980
（昭和55）

1990
（平成2）

2000
（平成12）

2010
（平成22）

2020
（令和2）

0

1

2

3

4

5

20,000（億円）

15,000

10,000

5,000

0

下水道普及率（％）流入河川のBOD（mg/L）

下水道普及率南湖流入河川

北湖東部流入河川 北湖西部流入河川

出典：公益財団法人 淡海環境保全財団「明日の淡海」VOL.37（2022年3月発行）

出典(上下とも)：琵琶湖総合保全連絡調
整会議「琵琶湖の総合的な保全の推進
―琵琶湖と人との共生―」（平成15年3月）

水産
0.4%

漁港
0.1%

■保全　■治水　■利水　■琵琶湖治水・水資源開発

港湾0.4%

し尿処理0.6%

農業集落排水
処理施設3.5%

畜産環境整備
施設0.1%

ごみ処理施設
1.1%

水質観測施設
0.1%

都市公園0.6%

自然公園施設
0.1%

自然保護地域
公有化0.1%

下水道
26.6%

道路
11.3%

河川
9%

ダム3.2%砂防3.1%

治山2.1%

造林及び
林道2.8%

保全
44.5%

土地改良
11.5％ 利水

16.8％

治水
20.2％水道

4.0%

琵琶湖治水・
水資源開発
18.5%

工業
用水道
0.8%

■ 琵琶湖総合開発事業費の推移

Shigekazu Ichiki
１９７９年（昭和54）滋賀県庁に入
庁。水質、環境アセスメント、廃棄
物関連、温暖化対策と環境系の業
務に長く携わる。幼い頃は改修前
の野洲川や自宅そばの用水路で魚
を追いかけ、今も０.６haの水田で稲
作を行なう。

水の文化 75号　特集　琵琶湖と生きる

【開発】
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赤
潮
が
発
生
し
た
の
で
す
。

そ
れ
以
前
か
ら
水
質
に
問
題
が
生
じ

て
い
る
認
識
は
あ
っ
た
も
の
の
、「
琵
琶

湖
の
水
は
き
れ
い
」
と
思
っ
て
い
た
県

民
に
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
で
し

た
。
淡
水
赤
潮
の
原
因
の
一
つ
が
合
成

洗
剤
に
含
ま
れ
る
リ
ン
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
、
合
成
洗
剤
で
は
な
く
粉
石
け

ん
を
使
お
う
と
い
う
県
民
主
体
の
「
石

け
ん
運
動
」
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
を

受
け
て
滋
賀
県
は
１
９
７
９
年
（
昭
和

54
）
10
月
、
工
場
・
事
業
所
に
窒
素
と

り
ん
の
排
水
規
制
を
適
用
し
た
「
滋
賀

県
琵
琶
湖
の
富
栄
養
化
の
防
止
に
関
す

る
条
例
」（
以
下
、
琵
琶
湖
条
例
）
を
制
定
、

翌
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。

リ
ン
を
含
む
合
成
洗
剤
の
使
用
・
販

売
の
禁
止
、
農
業
で
の
肥
料
の
適
正
使

用
、
家
畜
の
ふ
ん
尿
の
適
正
処
理
な
ど

も
盛
り
込
ん
だ
こ
の
琵
琶
湖
条
例
は
、

水
質
改
善
に
向
け
て
全
国
に
先
駆
け
た

も
の
と
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
琵
琶
湖
条
例
が
施
行
さ
れ

た
７
月
１
日
を
「
び
わ
湖
の
日
」
と
制

定
し
、
今
も
７
月
１
日
前
後
は
10
万
人

以
上
が
清
掃
活
動
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
便
利
な
生
活
も

「
ほ
ど
ほ
ど
」に

総
合
開
発
は
約
１
兆
９
０
０
０
億
円

を
費
や
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。

事
業
費
の
う
ち
、
も
っ
と
も
比
重
が
大
き

か
っ
た
の
が
下
水
道
整
備
で
26
・
６
％
。

全
体
の
４
分
の
１
を
占
め
て
い
ま
す
。

総
合
開
発
が
始
ま
っ
た
頃
、
滋
賀
県

の
下
水
道
処
理
人
口
普
及
率
は
全
国
平

均
を
下
回
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
全

国
６
位
。
総
合
開
発
が
終
わ
っ
て
も
普

及
率
が
伸
び
て
い
る
の
は
、
下
水
処
理

場
は
す
で
に
完
成
し
て
お
り
管か
ん
き
ょ渠

を
つ

な
ぐ
だ
け
だ
か
ら
で
す
。
今
も
市
街
化

区
域
は
も
ち
ろ
ん
、
市
街
化
調
整
区
域

で
も
下
水
道
を
つ
な
い
で
い
ま
す
し
、

２
２
０
あ
る
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設

も
下
水
道
に
順
次
つ
な
ぎ
直
し
て
い
ま

す
。
ど
う
し
て
も
難
し
い
地
域
は
合
併

浄
化
槽
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

総
合
開
発
の
初
期
に
「
こ
ん
な
に
広

い
エ
リ
ア
で
や
る
必
要
が
あ
る
の
か
」

と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
し
た
が
、
リ
ン

は
下
水
処
理
の
最
後
に
化
学
的
な
凝
集

沈
殿
法
を
用
い
れ
ば
し
っ
か
り
除
去
で

き
ま
す
。
ま
た
、
田
植
え
時
期
の
水
田

か
ら
流
れ
出
る
濁
水
や
肥
料
・
農
薬
を

減
ら
す
た
め
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
に

「
滋
賀
県
環
境
こ
だ
わ
り
農
業
推
進
条

例
」
を
定
め
、
水
質
悪
化
を
防
ぐ
手
だ

て
を
講
じ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、

リ
ン
や
窒
素
が
か
か
わ
る
富
栄
養
化
に

つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
改
善
傾
向
に
あ

り
ま
す
。

一
方
、
在
来
魚
介
類
が
減
少
す
る
問

題
も
あ
り
、
生
態
系
保
全
対
策
と
し
て

「
マ
ザ
ー
レ
イ
ク
21
計
画
」
や
「
琵
琶

湖
保
全
再
生
計
画
」
に
基
づ
く
さ
ま
ざ

ま
な
施
策
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

生
態
系
保
全
は
実
に
困
難
で
す
。
私

は
化
学
専
攻
な
の
で
水
質
だ
け
な
ら
ば

基
本
的
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
な

せ
ま
す
が
、
生
き
も
の
が
入
っ
て
く
る

と
途
端
に
難
し
く
な
る
。
あ
ま
り
に
水

が
き
れ
い
だ
と
魚
の
種
類
が
限
定
さ
れ

る
う
え
量
も
増
え
な
い
。
水
の
な
か
に

栄
養
が
あ
っ
て
こ
そ
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
、
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
増
え
て
魚

も
生
き
て
い
け
る
の
で
す
。

人
間
は
昔
か
ら
生
き
も
の
と
一
緒
に

暮
ら
し
て
き
ま
し
た
ね
。
私
は
野や

す洲
川が

わ

の
そ
ば
で
生
ま
れ
育
ち
、
投
網
で
ア
ユ

を
狙
っ
た
り
、
増
水
後
に
田
ん
ぼ
へ
入

り
込
ん
だ
魚
を
獲
っ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
今
の
安
心
で
便
利
な
生
活
も
よ
い

け
れ
ど
、
便
利
さ
を
追
求
す
る
に
も

「
ほ
ど
ほ
ど
」
と
い
う
レ
ベ
ル
が
あ
る

と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
も
う
少
し

「
人
間
が
退
く
」
と
い
う
姿
勢
が
あ
っ

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
２
０
２
３
年
８
月
22
日
取
材
）

（注）BOD
生物が水中にある有機物を分解するのに必要とする酸素の量。汚染度が進む
と値は高くなる。BOD5mg/Ｌ以下でコイやフナが、3mg/Ｌ以下でアユが棲める。【開発】

■ 琵琶湖の課題と対策■ 滋賀県の下水道普及率と琵琶湖への流入河川の水質［BOD（注）］■ 琵琶湖総合開発事業費の内訳
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出典：滋賀県「琵琶湖ハンドブック三訂版」を参考に編集部作成

琵琶湖の課題 対策 計画
水
政
問
題

公
害
・
環
境
問
題

1987年

2000年

1972年

1997年

2017年

マザーレイク
21計画
琵琶湖総合(保全整備計画)

湖沼水質
保全計画

琵琶湖保全再生計画

琵琶湖総合
開発事業

水害 治水対策

水不足 利水対策

水質汚濁
公害

（発生源）
対策

在来魚介類
の減少など

生態系保全
対策

1974
（昭和49）

19,055
18,635

15,248

昭和47
当初計画時

昭和57
改定計画時

平成4
改定計画時

昭和47～
平成8実績

4,266

1980
（昭和55）

1990
（平成2）

2000
（平成12）

2010
（平成22）

2020
（令和2）

0

1
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5
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15,000

10,000

5,000

0

下水道普及率（％）流入河川のBOD（mg/L）

下水道普及率南湖流入河川

北湖東部流入河川 北湖西部流入河川

出典：公益財団法人 淡海環境保全財団「明日の淡海」VOL.37（2022年3月発行）

出典(上下とも)：琵琶湖総合保全連絡調
整会議「琵琶湖の総合的な保全の推進
―琵琶湖と人との共生―」（平成15年3月）

水産
0.4%

漁港
0.1%

■保全　■治水　■利水　■琵琶湖治水・水資源開発

港湾0.4%

し尿処理0.6%

農業集落排水
処理施設3.5%

畜産環境整備
施設0.1%

ごみ処理施設
1.1%

水質観測施設
0.1%

都市公園0.6%

自然公園施設
0.1%

自然保護地域
公有化0.1%

下水道
26.6%

道路
11.3%

河川
9%

ダム3.2%砂防3.1%

治山2.1%

造林及び
林道2.8%

保全
44.5%

土地改良
11.5％ 利水

16.8％

治水
20.2％水道

4.0%

琵琶湖治水・
水資源開発
18.5%

工業
用水道
0.8%

■ 琵琶湖総合開発事業費の推移

水質を保つために長年取り組んだこと
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植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
現
象
は

大
半
が
未
知
の
世
界

―
―
琵
琶
湖
と
い
う
研
究
対
象
に
ど
う

し
て
出
会
っ
た
の
で
す
か
。

琵
琶
湖
と
の
出
会
い
は
１
９
６
８
年

（
昭
和
43
）
に
遡
り
ま

す
。
当
時
、
国
際
学

術
連
合
会
議
（
略
称 

I
C
S
U
）

に
よ
る

「
国
際
生
物
学
事
業

計
画
（
以
下
、
Ｉ
Ｂ
Ｐ
）」

と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、

世
界
の
人
口
爆
発
に
よ
る
食
糧
不
足
の

懸
念
を
背
景
と
し
て
、
森
林
、
草
原
、

海
洋
、
湖
沼
、
河
川
、
湿
地
を
調
査
対

象
に
、
生
物
生
産
の
基
盤
と
な
る
植
物

が
光
合
成
に
よ
っ
て
水
と
二

酸
化
炭
素
か
ら
ど
れ
だ
け
の

有
機
物
を
生
産
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
を
地
球
規
模
で
評

価
す
る
こ
と
を
主
目
的
に
し

て
い
ま
し
た
。
琵
琶
湖
が
日

本
の
「
貧
栄
養
湖
沼
」
の
代

表
調
査
水
域
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

光
合
成
過
程
を
通
し
て
植
物
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
の
環
境
適
応
の
し
く
み
を
研
究

し
て
い
た
私
は
京
都
大
学
に
赴
任
し
、

Ｉ
Ｂ
Ｐ
琵
琶
湖
班
の
一
員
と
な
り
、
植

物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
対
象
と
し
て
一
次

生
産
（
注
）
に
関
す
る
研
究
を
分
担
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
人
為
的
撹
乱
の

も
っ
と
も
少
な
い
琵

琶
湖
最
北
端
の
塩
津

湾
を
調
査
水
域
と
し

た
の
で
す
が
、
そ
の

結
果
に
は
驚
き
ま
し

た
。
植
物
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
の
ク
ロ
ロ
フ
ィ
ル
a
量
、
硝
酸
態

窒
素
濃
度
な
ど
は
、
貧
栄
養
湖
で
は
な

く
、
中
栄
養
湖
の
特
徴
を
反
映
し
て
い

た
の
で
す
。
こ
れ
は
調
査
前
に
研
究
者

や
学
術
書
か
ら
得
た
情
報
と
は
ま
っ
た

く
違
う
結
果
で
あ
り
、
琵
琶
湖
の
実
態

に
初
め
て
触
れ
た
体
験
で
し
た
。

―
―
そ
の
後
、
琵
琶
湖
の
富
栄
養
化
が

社
会
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
ね
。

１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）
に
淡
水
赤
潮

が
発
生
し
ま
し
た
。
湖
沼
で
は
植
物
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
の
異
常
発
生
が
起
き
ま
す
。

琵
琶
湖
で
も
こ
の
と
き
黄
色
鞭
毛
藻

（
ウ
ロ
グ
レ
ナ 

ア
メ
リ
カ
ー
ナ
）
が
異
常
発
生

し
て
い
た
の
で
す
。
滋
賀
県
の
委
託
で

私
た
ち
は
発
生
機
構
の
解
明
に
取
り
組

み
ま
し
た
が
、
ウ
ロ
グ
レ
ナ
の
異
常
発

生
と
琵
琶
湖
の
富
栄
養
化
と
の
因
果
関

係
の
解
明
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

湖
沼
で
発
生
す
る
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

が
関
係
す
る
諸
現
象
の
ほ
と
ん
ど
は
未

知
の
世
界
で
す
。

淡
水
赤
潮
の
発
生
は
植
物
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
の
異
常
発
生
に
よ
る
富
栄
養
化
の

結
果
で
あ
る
と
よ
く
喧
伝
さ
れ
ま
す
が
、

未
だ
科
学
的
に
検
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

現
に
、
私
は
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）
に

イ
タ
リ
ア
の
湖
で
ウ
ロ
グ
レ
ナ
の
大
発

生
に
出
会
い
ま
し
た
が
、
赤
潮
は
発
生

し
ま
せ
ん
で
し
た
。

優
先
さ
れ
る
べ
き
は

環
境
保
全
と
水
質
回
復

―
―
琵
琶
湖
の
価
値
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
て
い
ま
す
か
。

琵
琶
湖
の
普
遍
的
な
価
値
は
「
固
有

種
を
核
と
し
た
食
物
網
構
造
を
有
す
る

世
界
に
一
つ
し
か
な
い
生
態
系
」
で
す
。

こ
の
普
遍
的
な
価
値
が
保
全
・
再
生
さ

れ
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
に
と
っ
て
の
価

値
が
維
持
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
安

インタビュー

中西 正己さん

京都大学名誉教授
総合地球環境学研究所

名誉教授

固
有
種
を
核
と
す
る

琵
琶
湖
の
希
少
価
値

1977年に初めて大規模な淡水赤潮が発生した琵琶湖。1990 
年代までは数多く観測されていたが、2010年からは発生してい
ない。発生した場合は水道水に異臭味（かび臭）障害が起きる
ため、浄水場で活性炭の吸着などの対応が図られる　
提供：滋賀県環境政策課

琵
琶
湖
で
は
京
阪
神
を
潤
す
「
水
資
源
」
の
開
発
が
１
９
７
２

年
（
昭
和
47
）
以
降
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
人
間
活
動
が
琵
琶
湖
に

棲
む
生
き
も
の
た
ち
に
ど
ん
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
か
。

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
藻
類
に
よ
る
水
質
の
変
化
な
ど
、
湖
沼
生
態
系

の
機
能
と
構
造
解
析
に
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
中
西
正
己
さ
ん

に
話
を
聞
い
た
。

Masami Nakanishi
１９３７年三重県生まれ。東京
教育大学（現・筑波大学）理
学部を経て東京大学大学院
へ。専門は水域生態学。植物
プランクトンの有機物生産過
程の研究を軸に、湖沼生態系
の機能と構造解析に取り組む。

赤潮の原因とされるプランク
トン、ウログレナ アメリカーナ
提供：滋賀県琵琶湖環境科
学研究センター

ビワマス

（注）一次生産
生物が二酸化炭素から有機物を生産
すること。この有機物が生態系全体の
物質循環の出発点となる。

■ 琵琶湖の固有種

水の文化 75号　特集　琵琶湖と生きる

【価値】
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全
な
水
資
源
、
固
有
種
を
対
象
と
し
た

漁
獲
漁
業
、
多
様
な
生
物
・
物
理
・
化

学
環
境
の
織
り
成
す
「
情
操
の
場
（
景

観
）」
と
い
っ
た
価
値
で
す
。

１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）
に
公
布
さ
れ

た
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
の
第

１
条
は
「
琵
琶
湖
の
自
然
環
境
の
保
全

と
汚
濁
し
た
水
質
の
回
復
を
図
り
つ
つ
、

そ
の
水
資
源
の
利
用
と
関
係
住
民
の
福

祉
と
を
あ
わ
せ
増
進
す
る
た
め
（
後
略
）」

と
開
発
の
目
的
を
並
列
し
て
規
定
し
て

い
ま
す
。
本
来
な
ら
「
自
然
環
境
の
保

全
と
水
質
の
回
復
」
が
優
先
さ
れ
、
そ

の
う
え
で
「
水
資
源
の
利
用
と
関
係
住

民
の
福
祉
」
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
す
。

私
は
１
９
７
６
年
～
１
９
８
９
年
の

「
琵
琶
湖
総
合
開
発
に
伴
う
諸
工
事
の

差
し
止
め
訴
訟
」
の
原
告
団
に
加
わ
り

ま
し
た
。
こ
の
訴
訟
の
本
来
の
目
標
は
、

「
諸
工
事
が
歴
史
的
に
も
学
術
的
に
も

貴
重
な
琵
琶
湖
と
そ
こ
に
生
息
す
る
生

き
も
の
の
生
活
に
大
き
な
被
害
を
も
た

ら
す
」
と
し
て
、
日
本
で
も
生
き
も
の

や
自
然
環
境
に
代
わ
っ
て
人
間
が
訴
訟

を
起
こ
し
裁
判
で
き
る
環
境
権
の
法
制

度
を
確
立
す
る
こ
と
で
し
た
。

環
境
権
と
は
、
き
れ
い
な
空
気
や
水
、

日
照
、
騒
音
の
な
い
静
か
な
環
境
な
ど

を
享
受
す
る
権
利
で
す
。
国
土
開
発
に

よ
る
環
境
破
壊
に
対
抗
す
る
た
め
に
提

唱
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
だ
と
受
理
さ
れ
な
い
の

で
「
琵
琶
湖
の
水
を
利
用
し
て
い
る
原

告
が
健
康
被
害
を
受
け
る
」
と
い
う
民

事
訴
訟
と
な
り
、
結
果
的
に
原
告
の
主

張
は
退
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
裁
判
で
感
じ
た
の
は
環
境
問
題

の
科
学
的
な
検
証
が
非
常
に
難
し
い
こ

と
で
す
。
当
時
の
滋
賀
県
知
事
が
「
原

告
の
主
張
す
る
生
態
系
保
全
に
も
考
慮

し
て
琵
琶
湖
の
保
全
に
努
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
者
会
見
で
コ

メ
ン
ト
し
た
の
は
幸
い
で
し
た
。

人
間
活
動
の
影
響
を
追
う

長
期
的
視
野
の
研
究
を

―
―
「
固
有
種
を
核
と
し
た
世
界
で
唯

一
の
生
態
系
」
を
軸
と
し
た
琵
琶
湖
の

価
値
を
将
来
も
維
持
し
つ
づ
け
る
に
は
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

琵
琶
湖
全
体
の
生
態
系
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
を
踏
ま
え
、
ど
の
程
度
の
人
間
活

動
が
琵
琶
湖
に
生
息
す
る
生
き
も
の
に

影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
す
。
こ
れ
を
基
本
的
な
テ
ー
マ

と
し
た
研
究
活
動
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
は
調
査
の
方
法
論
か
ら
開
発
し

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
２
年
や
３

年
で
結
果
が
出
せ
る
わ
け
が
な
く
、
こ

の
仕
事
に
は
10
年
～
20
年
以
上
の

長
い
期
間
が
ど
う
し
て
も
か
か
り

ま
す
。
で
す
か
ら
若
手
の
研
究
者

に
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
若
手
が
じ

っ
く
り
と
腰
を
据
え
て
取
り
組
め

る
研
究
環
境
の
土
台
が
必
要
で
す
。

す
ぐ
に
結
果
の
出
る
こ
と
に
し

か
予
算
が
つ
き
に
く
い
現
状
で
は

難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
生

物
の
世
界
に
取
り
組
も
う
と
思
っ

た
ら
そ
れ
く
ら
い
の
覚
悟
が
い
り
ま
す
。

私
自
身
、
湖
沼
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の

調
査
研
究
を
通
じ
、
生
物
を
介
し
た
自

然
現
象
の
ほ
と
ん
ど
は
、
わ
か
っ
て
い

る
よ
う
で
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
と
実
感
し
ま
し
た
。
琵
琶
湖
の
未
来

の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
長
期
的
な
視
野
に

立
っ
た
研
究
活
動
が
実
現
し
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。

（
２
０
２
３
年
９
月
２
日
取
材
）

【価値】

ホンモロコの酢の物
撮影協力：あやめ荘（野洲市）

セタシジミ 提供：滋賀県
イケチョウガイ
提供：滋賀県立
琵琶湖博物館

ネジレモ（水面を漂っていたものを撮影）

おいしい　  琵琶湖
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■ 淡水赤潮発生の経年変化

■ 全窒素（T-N）の推移

■ 全りん（T-P）の推移

1977
（昭和52）

1979
（昭和54）

1979
（昭和54）
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（平成2）

1990
（平成2）

1990
（平成2）
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（平成12）
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（平成22）
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（平成22）
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（令和3）

2021
（令和3）

2021
（令和3）

出典：滋賀県「滋賀の環境2022（令和4年版環境白書）」を
　　　参考に編集部作成

※琵琶湖でもっとも幅が狭い箇所にかけられた琵琶湖大橋
から北を「北湖（ほっこ）」、南を「南湖（なんこ）」と呼ぶ
出典：滋賀県「滋賀の環境2022（令和4年版環境白書）」を
　　　参考に編集部作成
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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
。

Akihiro Kinda
1946年富山県生まれ。京都大
学文学部史学科卒業。同大学
大学院文学研究科博士課程単
位修得退学。専攻は歴史地理
学、人文地理学。京都大学教授、
同理事・副学長、砺波市立砺波
散村地域研究所所長などを歴
任。『琵琶湖―水辺の文化的景
観』『地形と日本人』『文化的景
観―生活となりわいの物語』『和
食の地理学』など著書多数。

インタビュー

金田 章裕さん

京都大学名誉教授
京都府立京都学・歴彩館 館長
京都府立公立大学法人 理事長

（注）内湖
沿岸流によって土砂が堆積し、そこにできた
潟湖（せきこ）。明治時代、琵琶湖の周囲には
内湖が100余りあったという。

【文化的景観】水辺の生業が残れば
文化的景観も維持できる

コアユの天ぷら
撮影協力：あやめ荘（野洲市）

おいしい　  琵琶湖

水の文化 75号　特集　琵琶湖と生きる水辺の生業が残れば文化的景観も維持できる
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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
提供：滋賀県立琵琶湖博物館

（2023年3月20日官報告示分まで）

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】

1

2

水辺の生業が残れば文化的景観も維持できる



琵
琶
湖
を
訪
れ
て
学
ぶ

海
外
の
湖
沼
関
係
者

　

開
発
と
保
全
を
巡
る
琵
琶
湖
の
経
験

を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し

て
、
１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）
か
ら
25
年

に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
「
琵
琶
湖
総

合
開
発
事
業
」（
以
下
、
琵
琶
総
）
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
後
の
琵
琶
湖
・
淀
川
流
域

社
会
を
形
づ
く
る
う
え
で
非
常
に
重
要

な
事
業
で
し
た
。

　

琵
琶
総
は
治
水
・
利
水
・
環
境
保
全

を
目
的
に
し
た
も
の
で
し
た
が
、
当
初

の
中
心
的
な
議
論
の
な
か
に
は
淀
川
下

流
域
へ
の
大
量
送
水
を
可
能
に
す
る

「
琵
琶
湖
の
改
造
」
が
あ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
琵
琶
湖
の
く
び
れ
部
分
に
湖
中

堤
防
を
築
き
、
湖
の
上
流
部
を
ダ
ム
化

す
る
と
か
、
湖
の
沖
合
い
に
ド
ー
ナ
ツ

状
に
堰
堤
を
築
き
、
そ
の
な
か
の
水
を

く
み
上
げ
て
下
流
に
送
水
す
る
こ
と
で

湖
岸
と
堰
堤
の
間
の
水
位
を
一
定
に
保

て
ば
生
態
系
へ
の
影
響
も
少
な
い
、
と

い
っ
た
乱
暴
な
議
論
が
国
の
省
庁
や
下

流
自
治
体
を
擁
護
す
る
形
で
新
聞
紙
上

に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
ほ
ん
の
数
十
年

前
の
話
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
自
然
の
恩
恵
と
脅

威
の
狭
間
で
湖
の
沿
岸
・
沖
合
漁
業
、流

入
河
川
流
域
や
沿
岸
帯
で
の
稲
作
な
ど

を
通
し
て
独
特
な
社
会
を
形
成
し
て
き

た
滋
賀
県
は
激
し
く
反
発
。
10
年
近
く

の
論
争
を
経
た
結
果
、
大
渇
水
時
で
あ

っ
て
も
一
定
の
水
量
を
下
流
に
送
水
で

き
る
よ
う
に
瀬
田
川
洗あ
ら
い
ぜ
き堰の

改
修
と
湖

岸
提
に
よ
っ
て
水
量
を
制
御
す
る
、
と

い
う
現
在
の
方
法
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
、
琵
琶
湖
を

擁
す
る
滋
賀
県
の
多
く
の
地
域
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
や
思
惑
を
乗
り
越

え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
琵
琶
湖
の

歴
史
的
経
験
を
他
の
国
々
に
伝
え
る
の

は
大
変
意
義
あ
る
こ
と
で
す
。
現
在

（
８
月
下
旬
）
も
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
水
資
源

開
発
関
係
者
が
、
琵
琶
湖
や
淀
川
流
域

の
歴
史
的
経
験
を
学
び
に
来
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
う
し
た
海
外
の
人
た
ち
を
受
け
入

れ
て
行
な
う
研
修
・
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
に
開
始
さ
れ

ま
し
た
の
で
か
れ
こ
れ
も
う
30
年
で
す
。

琵
琶
湖
に
滞
在
す
る
間
に
自
分
た
ち
の

湖
沼
に
関
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を

つ
く
っ
て
帰
国
し
ま
す
が
、
後
の
湖
沼

流
域
管
理
計
画
の
ベ
ー
ス
と
な
る
こ
と

も
多
い
で
す
。

現
状
を
伝
え
る
だ
け
で
は

相
手
の
役
に
立
た
な
い

　

こ
の
よ
う
に
継
続
的
に
行
な
っ
て
き

た
Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
研
修
の
卒
業
生
は
数
百
人

に
上
り
ま
す
。
研
修
で
は
、
高
度
処
理

を
可
能
と
す
る
下
水
処
理
場
や
活
発
な

市
民
活
動
な
ど
「
滋
賀
県
と
し
て
誇
れ

る
こ
と
」
を
見
て
も
ら
う
こ
と
も
重
要

で
す
が
、
表
面
的
な
視
察
で
は
、
彼
ら

が
政
策
を
つ
く
る
際
に
ぶ
つ
か
る
環
境

保
全
と
開
発
の
葛
藤
を
乗
り
越
え
る
糧

に
は
必
ず
し
も
な
り
ま
せ
ん
。
琵
琶
湖

に
お
け
る
試
行
錯
誤
を
、
失
敗
も
含
め

て
「
あ
の
と
き
は
こ
う
だ
っ
た
」「
の
ち

の
ち
こ
う
い
う
問
題
が
起
き
た
」
と
い

う
ス
ト
ー
リ
ー
を
学
び
、
彼
ら
が
同
様

図1 開発と保全によって変化する湖沼環境と資源価値
出典：（公財）国際湖沼環境委員会『世界の湖沼環境の悪化をどう食い止めるか』

図2 ILECの海外向け
研修・教育が及ぼす影響

悪化傾向が現れる 元の状態には
戻らない

知らない間に悪化する 回復速度は緩慢

時間の経過

水
質
、生
態
系
な
ど
の
状
態

良好

悪化

団体

滋賀県

企画・調整・実行

研修
プログラム

保全側

対話

開発側 研究者

それぞれのネットワークも生まれる世界湖沼会議で報告・検討・議論

相談

相談

協力

海外

A湖 琵琶湖

ILEC
国内

JICA
（資金提供）

一連の
資源保全の
取り組み

一定の回復を見せる
急速に低下する

最大となる
湖
沼
と
流
域
の
資
源
価
値

一連の
資源開発の
取り組み

時間の経過

大

小

１
９
８
４
年
（
昭
和
59
）
に
開
か
れ
た
「
世
界
湖
沼
環
境
会
議
」

に
お
け
る
国
連
環
境
計
画
（
以
下
、
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
の
提
言
を
受
け
、
そ

の
２
年
後
に
設
立
さ
れ
た
公
益
財
団
法
人 

国
際
湖
沼
環
境
委

員
会
（
以
下
、
Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
）。
１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
か
ら
は
海
外
向
け

の
研
修
・
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
し
、
滋
賀
県
や
各
省
庁
、

地
域
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
琵
琶
湖
の
経
験
や
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
た
施
策
な
ど
を
伝
え
て
い
る
。
副
理
事
長
を
務
め
る
中
村
正

久
さ
ん
に
、
海
外
に
伝
え
て
い
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
聞
い
た
。

世
界
に
伝
え
て
い
く

琵
琶
湖
の
歴
史
的
経
験

　
湖

甦　

【経験】
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な
状
況
に
遭
遇
し
た
と
き
に
活
か
せ
る

よ
う
に
研
修
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

例
え
ば
地
下
汚
染
を
取
り
上
げ
た
研

修
で
は
、
汚
染
が
発
覚
し
て
か
ら
数
十

年
に
わ
た
る
住
民
、
行
政
、
企
業
に
よ

る
水
質
浄
化
や
土
壌
改
善
の
経
験
を
学

ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
当
事
者
で
も

あ
っ
た
企
業
の
責
任
者
が
困
難
に
直
面

し
た
状
況
を
赤
裸
々
に
語
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
そ
れ
は
研
修
生
が
最
も
感
動
し
、

高
く
評
価
し
た
研
修
事
例
の
一
つ
で
す
。

　

日
本
が
か
つ
て
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、

開
発
一
辺
倒
で
水
質
保
全
や
生
態
系
な

ど
に
あ
ま
り
目
が
向
い
て
い
な
い
国
は

多
い
で
す
。
経
済
が
発
展
す
る
一
方
、

自
然
環
境
は
ど
ん
ど
ん
荒
廃
し
て
い
く
。

歯
止
め
を
か
け
た
い
け
れ
ど
開
発
側
の

圧
力
は
強
い
。
ど
う
す
れ
ば
…
…
と
い

う
と
き
に
日
本
の
、
琵
琶
湖
の
歴
史
的

経
験
が
生
き
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
海
外
向
け
研
修
・
教
育
は
独
立

行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以
下
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ａ
）
の
支
援
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
成

功
例
だ
け
で
な
く
失
敗
の
経
緯
も
シ
ェ

ア
し
て
い
く
こ
と
は
、
思
っ
て
い
る
以

上
の
国
際
貢
献
と
な
る
の
で
す
。

琵
琶
湖
の
経
験
も
踏
ま
え
た

「
統
合
的
湖
沼
流
域
管
理
」

　

湖
沼
は
い
わ
ば
「
溜
ま
り
水
」
で
す
。

一
度
悪
化
す
る
と
解
決
が
と
て
も
困
難

な
う
え
、
水
の
し
く
み
自
体
が
常
に
各

方
面
か
ら
大
き
な
ス
ト
レ
ス
を
受
け
る

も
の
で
す
の
で
湖
沼
を
持
続
可
能
に
す

る
た
め
の
回
答
を
一
気
に
生
み
出
す
の

は
難
し
い
で
す
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
湖

沼
と
そ
の
流
域
を
持
続
可
能
な
も
の
と

す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し

て
「
組
織
・
体
制
」「
政
策
」「
参
加
」

「
技
術
」「
情
報
」「
財
政
」
を
柱
と
す
る

「
統
合
的
湖
沼
流
域
管
理
」（
略
称
＝
Ｉ
Ｌ
Ｂ

Ｍ
）
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
琵
琶
総
に

至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
、
琵
琶
湖
は

こ
の
Ｉ
Ｌ
Ｂ
Ｍ
を
あ
る
程
度
で
き
て
い

た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
例
え
ば
湖
沼
に
ま
つ
わ

る
法
律
と
し
て
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措

置
法
と
い
う
水
質
改
善
の
た
め
の
も
の

が
あ
り
、
ま
た
湖
沼
は
広
い
意
味
で
河

川
に
含
ま
れ
る
と
す
る
河
川
法
も
存
在

し
ま
す
。
地
域
開
発
や
企
業
活
動
に
か

か
る
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
法
体
系
が
複

雑
に
関
連
し
た
政
策
が
で
き
あ
が
る
以

上
、
誰
も
が
満
足
す
る
よ
う
な
「
水
を

巡
る
社
会
的
な
し
く
み
」
は
一
朝
一
夕

に
は
で
き
ま
せ
ん
。
社
会
情
勢
も
制
度

へ
の
要
求
も
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て

い
き
ま
す
の
で
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
ざ

る
を
得
な
い
の
で
す
。

　

ま
た
、
初
期
の
琵
琶
総
の
議
論
に
あ

っ
た
よ
う
に
、
単
に
工
学
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
だ
け
で
は
解
決
が
難
し
い
、
利
害

関
係
が
複
雑
な
社
会
的
課
題
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
湖
沼
流
域
管
理
も
そ
の

一
つ
で
、
地
域
の
な
り
た
ち
や
歴
史
を

反
映
す
る
人
文
社
会
科
学
的
な
見
方
が

自
然
科
学
・
工
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
統

合
さ
れ
な
け
れ
ば
、
持
続
可
能
な
取
り

組
み
に
は
結
び
つ
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
Ｉ
Ｌ
Ｂ
Ｍ
と
い
う
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
も
と
、
立
場
や
専
門
が
異

な
る
人
た
ち
が
集
い
、
六
本
柱
に
沿
っ

て
「
こ
う
い
う
考
え
方
が
あ
る
」「
こ
ん

な
新
し
い
理
論
も
あ
る
」
と
提
示
し
、

議
論
す
る
う
ち
に
、
隠
れ
て
い
た
課
題

が
浮
上
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

温
暖
化
に
よ
っ
て
各
地
の
水
源
が
枯

渇
し
つ
つ
あ
る
な
か
、
水
資
源
と
し
て

湖
沼
と
地
下
水
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い

る
一
方
で
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
「
水
」
は
多

く
出
て
き
ま
す
が
「
湖
沼
」
は
ほ
と
ん

ど
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
が
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
、
２
０
２
２
年
（
令
和
４
）

の
「
国
連
環
境
総
会
」
で
採
択
さ
れ
た

「
持
続
可
能
な
湖
沼
管
理
（
Ｓ
Ｌ
Ｍ
）」
は

２
０
２
３
年
（
令
和
５
）
３
月
に
行
な
わ

れ
た
「
国
連
水
会
議
」
に
つ
な
が
り
ま

し
た
。
今
後
も
琵
琶
湖
の
歴
史
的
経
験

を
有
す
る
日
本
が
先
頭
に
立
っ
て
、
持

続
可
能
な
湖
沼
の
在
り
方
を
リ
ー
ド
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

（
２
０
２
３
年
８
月
22
日
取
材
）

Masahisa Nakamura
1945年北海道生まれ。米国イリノイ大学土木環境工学科博士号取得。滋賀県琵琶湖研究所
所長、滋賀大学環境総合研究センター長などを歴任。琵琶湖を含む世界40カ国の28の湖沼を
約400人の研究者を率いて4年間調査し、6つの要素から成る「統合的湖沼流域管理」を構築。

インタビュー

中村正久さん

公益財団法人 国際湖沼環境委員会 副理事長

1 2 I LECが中心となって実施する海外向け研修・教育プログラム。行政、団体、研
究者など多数の湖沼関係者が協力している 提供：（公財）国際湖沼環境委員会

琵琶湖北部の風景。今も昔もこれからも人びとは琵琶湖にかかわりつづける
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琵
琶
湖
の
周
辺
に

住
む
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト

―
―
県
外
の
人
が
抱
く
琵
琶
湖
の
イ
メ

ー
ジ
と
、
実
際
に
住
ん
で
い
る
皆
さ
ん

の
実
感
に
は
差
が
あ
り
ま
す
か
。

「
そ
も
そ
も
琵
琶
湖
っ
て
ど
こ
に
あ
る

ん
で
す
か
」「
琵
琶
湖
っ
て
泳
げ
る
ん
で

す
か
」
な
ど
、
県
外
、
特
に
関
東
の
人

な
ど
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
と
感
じ
ま
す
。
琵
琶
湖
周
辺
に
住
む

メ
リ
ッ
ト
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
も
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
滋
賀
県
の
気
候
が
安
定
し
て

い
る
理
由
の
一
つ
に
、
真
ん
中
に
琵
琶

湖
が
あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
夏
場
に

気
温
が
上
が
っ
て
も
琵
琶
湖
の
水
が
あ

る
程
度
緩
和
し
て
く
れ
ま
す
。
冬
場
は

逆
に
冷
え
込
み
を
緩
和
し
て
く
れ
る
。

災
害
も
比
較
的
少
な
く
、
安
定
し
て
お

い
し
い
お
米
が
と
れ
る
の
も
魅
力
で
す
。

　

京
都
に
も
近
く
、
か
つ
て
琵
琶
湖
は

日
本
海
側
と
都
を
つ
な
ぐ
水
路
と
し
て

舟
運
が
栄
え
ま
し
た
。
琵
琶
湖
周
辺
は

人
が
暮
ら
す
の
に
適
し
て
お
り
、
昔
か

ら
と
て
も
豊
か
な
土
地
な
ん
で
す
。

　

ふ
だ
ん
は
意
識
し
て
い
な
い
け
れ
ど
、

大
人
に
な
る
と
改
め
て
そ
の
あ
り
が
た

み
に
気
づ
き
ま
す
。
琵
琶
湖
は
私
た
ち

に
と
っ
て
い
わ
ば
「
お
母
ち
ゃ
ん
」
み

た
い
な
存
在
で
す
。

「
水
」「
土
地
」「
労
働
力
」

工
場
立
地
に
適
し
た
滋
賀

―
―
琵
琶
湖
周
辺
に
は
工
場
が
た
く
さ

ん
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

　

特
に
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
滋
賀

県
は
大
企
業
の
主
力
工
場
が
進
出
す
る

な
ど
内
陸
工
業
県
と
し
て
第
二
次
産
業

が
盛
ん
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
企
業
に
と

っ
て
必
要
な
「
水
」「
土
地
」「
労
働
力
」

な
ど
が
比
較
的
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
に
手
に

入
る
か
ら
で
す
。
京
阪
神
や
中
京
と
い

っ
た
大
都
市
圏
に
も
近
く
、
早
く
か
ら

名
神
高
速
道
路
が
通
り
、
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
の
そ
ば
に
工
業
団
地
が
で
き
た

こ
と
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

か
つ
て
日
本
各
地
で
公
害
が
問
題
に

な
っ
た
時
期
に
、
滋
賀
県
は
琵
琶
湖
を

守
る
た
め
に
全
国
的
に
も
厳
し
い
排
水

基
準
を
設
け
ま
し
た
。
企
業
が
排
水
処

理
に
多
額
の
投
資
を
し
て
も
工
場
を
存

続
さ
せ
て
い
る
の
は
、
滋
賀
県
に
工
場

が
あ
る
こ
と
が
環
境
問
題
に
力
を
入
れ シンボルロゴは中央に琵琶湖を配し、13 のゴールカラーを円形にあしらっている 提供：滋賀県

滋賀県長浜市にかつてあった大
島水泳場で遊ぶ幼少期の三和
伸彦さん（右）と双子の弟（左） 
提供：三和伸彦さん

図1 「琵琶湖を切り口としたマザーレイクゴールズ（MLGs）」13のゴール

おいしい琵琶湖

ウロリの卵巻き

撮影協力：あやめ荘（野洲市）

２
０
２
１
年
（
令
和
３
）
７
月
１
日
、
滋
賀
県
で
は
琵
琶
湖
を
切

り
口
と
し
た
「
マ
ザ
ー
レ
イ
ク
ゴ
ー
ル
ズ
（
略
称 

Ｍ
Ｌ
Ｇｓ
）」
が
策

定
さ
れ
た
。
２
０
３
０
年
の
持
続
可
能
社
会
を
目
指
す
た
め
の

目
標
で
、「
清
ら
か
さ
を
感
じ
る
水
に
」「
豊
か
な
魚
介
類
を
取

り
戻
そ
う
」
な
ど
13
の
ゴ
ー
ル
を
設
定
し
た
「
琵
琶
湖
版
Ｓ
Ｄ

Ｇｓ
」
と
も
い
え
る
。
そ
の
策
定
に
か
か
わ
っ
た
滋
賀
県
理
事

の
三
和
伸
彦
さ
ん
に
、
Ｍ
Ｌ
Ｇｓ
に
秘
め
た
思
い
を
聞
い
た
。

Ｍ
Ｌ
Ｇｓ
に
込
め
た

「
母
な
る
湖
」へ
の
思
い

　
湖

甦　

【道標】

16水の文化 75号　特集　琵琶湖と生きる



て
い
る
証
に
な
る
と
い
う
面
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
滋
賀
県
に
は
、
第
二
種
兼

業
農
家
が
多
い
ん
で
す
。
滋
賀
は
古
く

か
ら
稲
作
が
盛
ん
で
し
た
が
、
近
所
に

工
場
が
あ
る
と
平
日
は
工
場
で
働
い
て
、

週
末
は
農
業
と
い
う
生
活
が
成
り
立
つ

わ
け
で
す
。

県
民
の
暮
ら
し
を
変
え
た

琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業

―
―
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
の
お
か
げ

で
暮
ら
し
は
豊
か
に
な
っ
た
？

　

１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）
に
始
ま
っ
た

琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
は
、
琵
琶
湖
の

水
質
を
守
る
「
保
全
」、
上
下
流
の
洪

水
被
害
を
解
消
す
る
「
治
水
」、
琵
琶

湖
の
水
を
有
効
に
利
用
す
る
「
利
水
」

を
目
的
と
す
る
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
県
内
で
も
湖

岸
堤
（
湖
周
道
路
）
や
下
水
道
を
は
じ
め

と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
フ
ラ
が
整
備

さ
れ
る
な
ど
、
県
民
の
暮
ら
し
が
便
利

で
豊
か
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。

た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
琵
琶
湖
の
生

態
系
や
環
境
に
も
変
化
が
現
れ
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

―
―
琵
琶
湖
の
環
境
問
題
と
い
え
ば
、

淡
水
赤
潮
（
以
下
、
赤
潮
）
で
し
ょ
う
か
。

　

１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）
に
大
規
模
な

赤
潮
が
発
生
し
た
の
は
衝
撃
的
で
し
た
。

赤
潮
の
原
因
の
一
つ
は
生
活
排
水
、
特

に
合
成
洗
剤
に
含
ま
れ
て
い
る
リ
ン
。

そ
こ
で
、
洗
濯
に
は
リ
ン
が
含
ま
れ
て

い
な
い
粉
石
け
ん
を
使
お
う
、
と
い
う

「
石
け
ん
運
動
」
が
家
庭
の
主
婦
を
中

心
に
瞬
く
間
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

「
誰
か
が
や
っ
て
く
れ
る
」
で
は
な
く
、

「
自
分
た
ち
が
や
る
」
と
い
う
と
こ
ろ

が
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
琵
琶
湖
の
た
め
に
で

き
る
こ
と
を
考
え
て
自
ら
行
動
で
き
た

の
は
、「
自
分
た
ち
の
せ
い
で
お
母
ち
ゃ

ん
（
琵
琶
湖
）
の
具
合
が
悪
く
な
っ
た
」

と
い
う
実
感
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
な
ら
自
分
た
ち
が
な
ん
と

か
し
て
、
お
母
ち
ゃ
ん
を
元
気
に
し
よ

う
、
と
。
そ
う
い
う
感
覚
と
行
動
は
、

７
月
１
日
の
「
び
わ
湖
の
日
」
を
は
じ

め
、
年
に
３
回
行
な
わ
れ
て
い
る
一
斉

清
掃
活
動
な
ど
、
今
も
県
民
に
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
ね
。

「
石
け
ん
運
動
」か
ら

未
来
へ
の
道
標「
Ｍ
Ｌ
Ｇｓ
」へ

―
―
「
マ
ザ
ー
レ
イ
ク
ゴ
ー
ル
ズ
（
以
下
、

Ｍ
Ｌ
Ｇ
ｓ
）」
が
つ
く
ら
れ
た
経
緯
を
。

　

先
に
述
べ
た
石
け
ん
運
動
も
、
富
栄

養
化
防
止
条
例
が
で
き
て
、
無
リ
ン
の

合
成
洗
剤
が
登
場
す
る
と
、
徐
々
に
下

火
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

生
物
多
様
性
な
ど
琵
琶
湖
の
環
境
問
題

も
複
雑
で
多
様
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

琵
琶
湖
を
大
事
に
し
た
い
、
と
い
う
思

い
は
一
つ
な
の
に
、
な
か
な
か
つ
な
が

れ
な
い
。
も
っ
と
幅
広
く
共
有
で
き
る

目
標
が
必
要
だ
と
以
前
か
ら
考
え
て
い

ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
生
ま
れ
た

の
が
、
琵
琶
湖
を
切
り
口
と
し
た
２
０

３
０
年
の
持
続
可
能
社
会
へ
向
け
た
13

の
目
標
「
Ｍ
Ｌ
Ｇ
ｓ
」
で
す
。
こ
れ
は

琵
琶
湖
版
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
も
呼
ん
で
い

ま
す
。
私
な
り
に
は
以
前
か
ら
の
思
い

が
一
つ
か
な
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
「
マ
ザ
ー
レ
イ
ク
21

計
画
」
や
「
琵
琶
湖
保
全
再
生
計
画
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
県
の
計
画
に
か
か

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
行
政
だ
け

で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
り
、
そ
こ
を
補
う
に
は
、
多
く
の
皆

さ
ん
の
自
発
的
・
主
体
的
な
取
り
組
み

を
促
す
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
し

た
。
Ｍ
Ｌ
Ｇ
ｓ
は
２
０
１
２
年（
平
成
24
）

か
ら
10
年
に
わ
た
っ
て
毎
年
開
催
し
て

き
た
「
マ
ザ
ー
レ
イ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

び
わ
コ
ミ
会
議
」
の
参
加
者
の
皆
さ
ん

か
ら
い
た
だ
い
た
「
び
わ
湖
と
の
約

束
」
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

国
連
で
定
め
ら
れ
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
ゴ

ー
ル
を
「
自
分
ご
と
」
に
す
る
こ
と
が

課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
Ｍ
Ｌ
Ｇ
ｓ

は
そ
も
そ
も
「
私
は
、
今
年
１
年
、
琵

琶
湖
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を
し
ま

す
」
と
い
う
約
束
、
一
人
ひ
と
り
の
自

分
ご
と
を
み
ん
な
の
ゴ
ー
ル
と
し
て
共

有
し
た
も
の
な
の
で
す
。
Ｍ
Ｌ
Ｇ
ｓ
に

賛
同
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
、
結
果
と

し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達
成
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
２
０
２
３
年
８
月
23
日
取
材
）

Nobuhiko Miwa
1963年滋賀県長浜市出身。県の環境行政の技術部門の統
括のほか、琵琶湖の水質、水草や外来生物、レジャー利用の
適正化など琵琶湖の抱えるさまざまな課題に取り組んでいる。

インタビュー

三和伸彦さん

滋賀県理事
琵琶湖政策・MLGs（マザーレイクゴールズ）推進担当

県民主体で巻き起こった「石けん運動」。写真は、石けんに
よる上手な洗濯の仕方を教えているところ 
提供：滋賀県環境政策課

図2 産業別就業者数で見る滋賀県の産業構造
出典：滋賀県「琵琶湖ハンドブック三訂版」

図3 主業農家・副業的農家数の推移
出典：滋賀県『シン・びわ湖なう2022』
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琵
琶
湖
の
水
を
使
っ
た

独
特
な
灌
漑
技
術

　

水
は
高
き
か
ら
低
き
に
流
れ
る
。
あ

た
り
ま
え
の
自
然
の
摂
理
が
、
琵
琶
湖

の
ほ
と
り
の
農
業
を
難
し
い
も
の
に
し

て
き
た
。
戦
後
に
始
ま
っ
た
整
備
が
進

む
ま
で
、
湖
と
陸
の
境
界
は
は
っ
き
り

し
て
い
な
か
っ
た
。
沿
岸
の
多
く
は
湿

地
で
、
そ
こ
に
広
が
る
農
地
は
湿
田
だ

っ
た
と
い
う
。

　

水
田
耕
作
に
欠
か
せ
な
い
水
も
、
自

由
に
使
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
琵
琶
湖

に
注
ぎ
込
む
河
川
や
湧
水
か
ら
の
供
給

に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
目
前
の
湖
か
ら

水
路
（
ク
リ
ー
ク
）
を
引
け
た
が
、
湖
や

水
路
と
水
田
は
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
だ
っ
た

の
で
、
自
然
流
下
は
し
な
い
。
足
踏
み

水
車
や
バ
ー
チ
カ
ル
ポ
ン
プ
を
使
い
、

ク
リ
ー
ク
か
ら
畦あ
ぜ

ご
し
に
水
を
送
り
込

ん
で
い
た
。
琵
琶
湖
の
渇
水
期
に
は
ク

リ
ー
ク
の
水
位
が
下
が
る
の
で
、
そ
う

し
た
対
処
に
は
手
間
が
か
か
っ
た
。

　

水
に
関
す
る
悪
条
件
を
解
消
す
る
た

1 野洲川揚水機場に設置されたポンプ 2 沖合いに設けられた取水塔（青色）。この取水塔の下部から水を取り入れ、揚水機場か
らポンプで農地に水を送る 3 揚水・送水の状況をリアルタイムで示すモニター。これを見て揚水機場で集中管理している 4 足踏み
水車で田に水を入れる人。昭和30年頃 提供：滋賀県立琵琶湖博物館 5 野洲川下流土地改良区事務局長の津田宗厳さん

野洲川下流地区の「逆水灌漑」エリア
出典：野洲川下流土地改良区の提供資料をもとに編集部作成

2

345

導水路

幹線送水路

野洲幹線

中主幹線

守
山
幹
線

取水塔
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野洲市

野洲駅

東海
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東海
道新
幹線

守山市

野洲川揚水機場（監理センター）

灌漑エリア
送水路

導水路

幹線送水路

野洲幹線

中主幹線

守
山
幹
線

取水塔

高木調整池

野洲市

野洲駅

東海
道線

東海
道新
幹線

守山市

野洲川揚水機場（監理センター）

灌漑エリア
送水路

琵琶湖

1

滋
賀
県
の
農
業
用
水
の
う
ち
琵
琶
湖
由

来
の
水
は
全
体
の
４
割
強
。
な
か
で
も

琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
で
導
入
さ
れ
た

の
が
、
揚
水
ポ
ン
プ
で
琵
琶
湖
の
水
を
汲

み
上
げ
て
農
地
を
潤
す
「
逆ぎ
ゃ
く
す
い
か
ん
が
い

水
灌
漑
」

だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
稲
作
は
効
率
化
さ
れ

た
も
の
の
、
湿
田
が
か
さ
上
げ
さ
れ
て

乾
田
と
な
り
、
産
卵
期
に
琵
琶
湖
か
ら

水
田
に
上
っ
て
き
て
い
た
魚
た
ち
は
行
き

場
を
失
っ
た
。
途
切
れ
た
つ
な
が
り
を

取
り
戻
す
た
め
、
琵
琶
湖
で
興
味
深
い

取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
。

逆
水
灌
漑
が
潤
す

　
湖
甦　

【逆水の田んぼ】
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め
に
導
入
さ
れ
た
技
術
が
、「
逆
水
灌

漑
」
だ
。
湖
の
沖
に
設
置
し
た
取
水
塔

か
ら
湖
岸
ま
で
を
導
水
路
で
つ
な
ぎ
、

サ
イ
フ
ォ
ン
技
術
を
使
っ
て
、
内
陸
に

あ
る
揚
水
機
場
に
湖
面
と
同
じ
水
位
に

な
る
水
槽
を
つ
く
る
。
そ
こ
か
ら
巨
大

な
ポ
ン
プ
で
水
を
汲
み
上
げ
、
パ
イ
プ

ラ
イ
ン
や
貯
水
池
な
ど
を
使
い
な
が
ら
、

農
地
に
水
を
行
き
渡
ら
せ
る
。
排
水
は

開
水
路
を
別
に
設
け
て
行
な
う
。
水
は

湖
か
ら
汲
み
上
げ
、
湖
に
戻
さ
れ
る
の

で
、
湖
の
水
量
へ
の
影
響
は
小
さ
い
。

琵
琶
湖
沿
岸
で
は
、
こ
う
し
た
灌
漑
シ

ス
テ
ム
が
数
多
く
稼
働
し
て
い
る
。

整
備
完
了
か
ら
35
年

変
わ
り
ゆ
く「
意
識
」

　

琵
琶
湖
東
岸
の
野や

洲す

川が
わ

揚
水
機
場
を

訪
ね
た
。
野
洲
川
下
流
土
地
改
良
区
事

務
局
長
の
津
田
宗む
ね

厳よ
し

さ
ん
に
、「
屋
上
へ

行
き
ま
し
ょ
う
」と
誘
わ
れ
、階
段
を
登

る
。
眼
下
に
琵
琶
湖
の
景
色
が
広
が
り
、

遠
く
に
取
水
塔
も
見
え
る
。
取
水
塔
の

下
部
か
ら
水
を
取
り
入
れ
て
い
る
が
、

沖
に
あ
る
の
は
き
れ
い
な
水
の
確
保
と

併
せ
て
琵
琶
湖
の
水
位
変
動
の
影
響
を

避
け
る
た
め
だ
。
背
後
に
は
整
然
と
区

画
整
理
さ
れ
た
農
地
が
一
望
で
き
た
。

野
洲
川
や
排
水
路
の
流
れ
も
わ
か
る
。

「
水
害
の
多
か
っ
た
野
洲
川
を
国
が
改

修
す
る
こ
と
に
な
り
、
用
水
源
の
転
換

の
必
要
が
生
じ
た
の
が
、

逆
水
灌
漑
導
入
の
き
っ
か

け
で
す
。
そ
れ
に
合
わ
せ
、

圃
場
整
備
も
進
め
る
こ
と
に
な
り
改
良

区
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
」

　

野
洲
川
下
流
土
地
改
良
区
は
１
９
７

０
年（
昭
和
45
）に
設
立
さ
れ
た
。
野
洲
川

改
修
は
１
９
７
９
年（
昭
和
54
）に
、
圃
場

整
備
と
灌
漑
排
水
施
設
の
建
造
は
９
年

後
の
１
９
８
８
年（
昭
和
63
）に
完
了
し
た
。

湿
田
は
か
さ
上
げ
さ
れ
て
乾
田
化
が
進

み
、
大
型
機
械
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
バ
ル
ブ
を
ひ
ね
れ
ば
水
田
に
水
が

入
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
野
洲
川
下
流

地
域
の
農
業
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

　

こ
の
地
域
が
地
元
だ
と
い
う
津
田
さ

ん
は
、
１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）
生
ま
れ

の
58
歳
。
事
業
に
よ
り
変
わ
り
ゆ
く
風

景
の
な
か
で
育
っ
て
き
た
。

「
小
さ
い
頃
、
自
分
た
ち
で
琵
琶
湖
ま

で
行
っ
て
泳
い
だ
り
し
た
記
憶
は
な
い

ん
で
す
。
野
洲
川
が
改
修
さ
れ
る
前
は
、

家
の
近
く
の
伏
流
水
が
つ
く
る
小
川
や

池
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
大
き
く
な
り

行
動
範
囲
が
広
が
っ
た
頃
に
は
、
琵
琶

湖
の
水
質
が
悪
く
な
っ
て
い
て
、
泳
ぐ

な
ら
プ
ー
ル
で
と
い
う
感
覚
で
し
た
」

　

改
良
区
の
職
員
に
な
っ
た
の
は
27
歳

の
と
き
だ
。
圃
場
整
備
が
完
了
し
、
管

理
業
務
が
中
心
と
な
っ
て
か
ら
職
責
を

果
た
し
て
き
た
世
代
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

改
良
区
が
誕
生
し
、
地
域
の
農
業
が
変

貌
す
る
時
代
を
直
接
体
験
し
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
生
産
者
の
思
惑
や
姿
勢
が

変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
は
感
じ
る
。

「
水
は
基
本
的
に
施
設
で
集
中
管
理
で

き
る
の
で
す
が
、
集
落
ご
と
に
当
番
を

立
て
て
も
ら
い
サ
ポ
ー
ト
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。
そ
の
当
番
の
方
の
選
出
や

集
落
内
の
意
思
疎
通
が
、
円
滑
に
進
ま

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
」

　

当
番
を
「
改
良
区
の
職
員
が
や
る
べ

き
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う

野洲川揚水機場屋上から見た農地。この一帯は琵琶湖の水を用いている

野洲川揚水機場のすぐ横にある排水路。
魚はここを通って湖と水田を行き来する

魚
の
ゆ
り
か
ご

19 逆水灌漑が潤す「魚のゆりかご」



6 魚が田んぼに入れるように排水路の堰上げ作業を行なうせせらぎの郷のメンバーたち 提
供：須原魚のゆりかご水田協議会・せせらぎの郷 7 排水路に設置された堰上げ式水田魚
道。この状態ならば魚たちは水田と行き来できる 提供：滋賀県農村振興課 8 須原魚のゆ
りかご水田協議会・せせらぎの郷で代表を務める堀彰男さん

排
水
路 堰

を
設
置

一筆排水
排水路の水位が排水口まで達しない 排水路を板で堰上げすると水位差が小さくなる

魚が田んぼに上がれない…… 魚が田んぼに入って産卵できる

水田

桝 パイプ

板

こ
と
も
あ
る
。
生
産
者
の
農
地
や
施
設

へ
の
執
着
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

　

導
入
か
ら
50
年
以
上
が
経
っ
た
設
備

も
あ
り
、
漏
水
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
増

え
て
き
た
。
大
規
模
な
修
繕
や
更
新
が

必
要
な
箇
所
も
出
て
き
て
お
り
、
そ
れ

に
向
け
合
意
形
成
を
進
め
る
業
務
が
始

ま
っ
て
い
る
が
、
懸
念
も
あ
る
。

「
皆
さ
ん
状
況
は
違
い
ま
す
し
、
費
用

負
担
へ
の
考
え
方
も
そ
れ
ぞ
れ
で
す
か

ら
」

　

更
新
に
か
か
る
受
益
者
負
担
に
つ
い

て
は
、
所
有
者
と
耕
作
者
の
負
担
割
合

に
つ
い
て
も
議
論
を
重
ね
、
調
整
し
て

い
く
つ
も
り
だ
。

水
田
で
生
ま
れ
育
っ
た

琵
琶
湖
の
魚
た
ち

　

曲
が
り
角
を
迎
え
て
い
る
野
洲
川
下

流
域
で
、
興
味
深
い
活
動
を
し
て
い
る

生
産
者
が
い
る
。
須
原
地
区
で
農
業
を

営
む
堀
彰あ
や

男お

さ
ん
だ
。
近
隣
の
農
家
と

運
営
す
る
地
域
団
体
「
せ
せ
ら
ぎ
の

郷
」
で
、
滋
賀
県
が
呼
び
か
け
る
「
魚

の
ゆ
り
か
ご
水
田
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に

参
加
す
る
。

　

圃
場
整
備
以
前
、
こ
の
あ
た
り
の
水

田
に
は
ク
リ
ー
ク
か
ら
、
畦
を
越
え
て

入
っ
て
き
た
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
な
ど
、
琵
琶

湖
固
有
の
魚
た
ち
が
多
く
生
息
し
て
お

り
、
産
卵
や
稚
魚
の
成
育
の
場
と
な
っ

て
い
た
。
水
田
が
「
ゆ
り
か
ご
」
の
よ

う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
。
そ

ん
な
琵
琶
湖
の
豊
か
な
生
態
系
の
維
持

に
水
田
が
寄
与
し
て
い
た
過
去
に
学
び
、

再
現
し
よ
う
と
い
う
の
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
趣
旨
だ
。

　

圃
場
整
備
に
よ
る
か
さ
上
げ
に
よ
り
、

水
路
（
排
水
路
）
は
水
田
よ
り
も
か
な
り

低
い
と
こ
ろ
を
流
れ
る
よ
う
に
変
わ
っ

て
い
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
魚
が
水

田
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

産
卵
期
に
あ
た
る
４
月
頃
に
排
水
路
に

板
を
立
て
て
水
を
止
め
水
位
を
上
げ
、

水
田
と
の
水
位
差
を
埋
め
る
「
堰
上
げ

式
水
田
魚
道
」
を
つ
く
り
、
魚
が
水
田

に
入
れ
る
よ
う
に
し
た
。

　

産
卵
後
、
稚
魚
が
一
定
の
大
き
さ
に

育
っ
た
頃
に
、
今
度
は
水
田
か
ら
排
水

路
へ
の
魚
の
流
下
を
手
助
け
し
、
６
月

に
は
板
を
外
し
て
湖
へ
の
移
動
を
促
す
。

そ
う
や
っ
て
、
魚
と
共
生
す
る
水
田
を

つ
く
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
も
と
で
生
産
さ

れ
た
米
に
対
し
、
滋
賀
県
は
「
魚
の
ゆ

り
か
ご
水
田
米
」
と
し
て
認
証
を
与
え

ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
り
、
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

や
り
が
い
と
実
利
も
た
ら
す

「
ゆ
り
か
ご
水
田
」

「
せ
せ
ら
ぎ
の
郷
」
は
、
環
境
に
配
慮

し
た
農
業
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
指
し

ゆりかご水田のしくみ　出典：滋賀県農村振興課の提供資料をもとに編集部作成
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結
成
さ
れ
た
。
数
年
の
準
備
期
間
を
経

て
正
式
な
設
立
は
２
０
０
７
年
（
平
成

19
）。「
ゆ
り
か
ご
水
田
」
が
目
指
す
も

の
に
近
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
設
立
の
翌

年
よ
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
。

　

せ
っ
か
く
乾
田
に
し
た
区
画
に
多
量

の
水
を
入
れ
る
と
聞
き
、
昔
に
戻
す
よ

う
な
こ
と
だ
と
抵
抗
を
覚
え
る
人
も
い

た
そ
う
だ
が
、
堀
さ
ん
は
比
較
的
ス
ム

ー
ズ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
言
う
。

「
昔
は
、
道
が
あ
っ
た
の
は
集
落
の
周

り
だ
け
で
、
水
田
ま
で
は
ク
リ
ー
ク
に

浮
か
べ
た
田
舟
で
向
か
っ
て
い
た
ん
で

す
。
遠
い
水
田
だ
と
１
～
２
時
間
か
か

り
ま
し
た
よ
。
大
雨
の
と
き
、
魚
た
ち

は
勝
手
に
田
舟
に
も
入
っ
て
き
ま
し
た
。

よ
く
釣
れ
る
の
で
、
子
ど
も
の
頃
は
毎

日
の
よ
う
に
釣
り
に
行
っ
た
も
の
で
す
。

あ
の
頃
の
環
境
に
価
値
が
あ
る
と
い
う

話
を
聞
い
て
、
そ
ん
な
思
い
出
が
よ
み

が
え
っ
て
き
た
ん
で
す
よ
」

　

湖
か
ら
水
田
に
た
く
さ
ん
の
魚
が
や

っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
地
域
の

人
々
を
招
き
「
田
植
え
体
験
」
や
「
生

き
も
の
観
察
」
と
い
っ
た
行
事
を
開
催

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
２
０
０
９
年

（
平
成
21
）
か
ら
は
、
設
立
当
初
か
ら
目

指
し
て
い
た
オ
ー
ナ
ー
制
度
を
導
入
。

魚
が
健
や
か
に
育
つ
水
田
で
実
っ
た
お

米
を
食
べ
た
い
と
い
う
人
た
ち
と
の
契

約
の
も
と
、
米
づ
く
り
を
行
な
う
よ
う

に
も
な
っ
た
。

「
米
価
が
上
が
ら
な
く
な
っ
た
時
代
に
、

自
分
た
ち
の
米
に
価
値
を
認
め
て
く
れ

る
方
々
と
つ
な
が
れ
る
の
は
あ
り
が
た

い
」
と
堀
さ
ん
。
オ
ー
ナ
ー
制
度
以
外

に
も
、
自
ら
の
販
路
を
使
っ
た
販
売
も

広
げ
て
い
る
が
、「
食
べ
る
人
の
顔

が
見
え
て
い
る
と
気
持
ち
も

違
っ
て
く
る
」
と
言
う
。

「
ゆ
り
か
ご
水
田
」
は
、
や

り
が
い
と
実
利
の
両
方
を
生
産
者

に
与
え
て
い
る
。

「
で
も
、
手
が
か
か
り
ま
す
か
ら
ね
。

担
い
手
不
足
で
農
業
は
大
規
模
化
、
効

率
化
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
農
業
で
『
ゆ
り
か
ご
水
田
』

の
よ
う
な
も
の
を
や
る
難
し
さ
は
あ
り

ま
す
よ
ね
。
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か

…
…
」

　

失
わ
れ
た
古
き
良
き
も
の
の
価
値
に
、

光
を
当
て
直
す
「
ゆ
り
か
ご
水
田
」。

そ
の
成
果
に
は
、
農
法
の
考
案
は
も
ち

ろ
ん
、
基
盤
整
備
事
業
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
を
通
じ
た
人
と
人
の
つ
な
が

り
な
ど
も
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

現
代
の
価
値
観
や
技

術
力
の
も
と
で
こ
そ
輝

け
る
古
き
良
き
も
の
。

琵
琶
湖
に
は
、
日
本
に

は
、
そ
う
い
う
も
の
が

ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
眠

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

（
２
０
２
３
年
８
月
18
日
取
材
）

堀さんたちが管理する「ゆりかご水田」で魚すくいをする家族

滋賀県「魚のゆりかご水田」取り組みと認証面積の推移　
出典：『しがの農業農村整備2023』

（注）2022年は取り組みの盛んな地域で転作面積が拡大したため減少

かつての須原集落の風景。水
路に浮かぶ田舟は移動に使わ
れた 提供：須原魚のゆりかご
水田協議会・せせらぎの郷

おいしい琵琶湖

アユ丼

撮影協力：BIWAKO DAUGHTERS

魚のゆりかご水田面積
魚のゆりかご水田米認証面積
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水
の
循
環
を
感
じ
る

琵
琶
湖
北
部
の
集
落

　

西
浅
井
は
か
つ
て
交
通
の

要
衝
と
し
て
栄
え
、
日
本
海

（
福
井
県
敦
賀
）
か
ら
琵
琶
湖
へ
、

そ
し
て
淀
川
を
通
じ
て
大
阪

湾
へ
と
つ
な
が
る
舟
運
の
中

継
地
点
だ
っ
た
。

「
西
浅
井
に
何
が
あ
る
ん
や

と
聞
か
れ
た
ら
、
小
学
生
で

も
『
山や
ま

門か
ど

湿
原
』
と
答
え
ま

す
。
約
４
万
年
の
歴
史
が
あ

る
と
言
わ
れ
る
湿
原
か
ら
湧

い
た
水
が
山
や
川
を
通
っ
て
大
浦
か
ら

琵
琶
湖
へ
流
れ
込
み
、
瀬
田
の
唐
橋
を

通
っ
て
大
阪
湾
へ
出
て
雲
に
な
っ
て
戻

っ
て
く
る
。
西
浅
井
は
そ
う
い
う
水
の

循
環
が
感
じ
ら
れ
る
場
所
な
ん
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
、
西
浅
井
出
身
の
幼

馴
染
み
た
ち
と
立
ち
上
げ
た
「
Ｏ
Ｎ
Ｅ

Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ
」
の
代
表
を
務
め
る
清
水

広
行
さ
ん
。
家
業
の
建
設
業
を
営
み
つ

つ
、
米
づ
く
り
を
軸
と
し
た
ビ
ジ
ネ
ス

か
ら
環
境
事
業
ま
で
活
動
の
幅
は
広
い
。

す
べ
て
を
支
え
る
の
は

農
業
な
ど
の
一
次
産
業

　

元
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
選
手
の
清
水
さ
ん

は
、
地
元
に
帰
っ
て
く
る
ま
で
、
自
分

が
米
づ
く
り
を
す
る
と
は
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た
。
し
か
し
農
業
に
携
わ
り
、

自
ず
と
地
域
の
環
境
に
つ
い
て
も
深
く

学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

「
例
え
ば
木
桶
屋
さ
ん
は
山
か
ら
木
を

出
し
て
く
れ
る
人
が
お
ら
ん
と
仕
事
に

な
ら
ん
よ
う
に
、
第
二
次
産
業
や
第
三

次
産
業
は
、
す
べ
て
第
一
次
産
業
が
支

え
て
い
る
ん
で
す
。
農
業
を
含
め
第
一

次
産
業
は
、
水
が
な
い
と
成
り
立
た
な

い
し
、
環
境
の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
る
。

だ
か
ら
農
家
は
、
環
境
に
フ
ォ
ー
カ
ス

せ
ざ
る
を
得
な
い
ん
で
す
よ
」

　

23
歳
で
故
郷
の
西
浅
井
町
庄
村
に
戻

り
、
翌
年
福
井
県
で
就
職
。
30
歳
で
家

業
を
継
ぐ
が
、
か
つ
て
の
賑
わ
い
を
失

っ
た
庄
村
の
祭
り
を
目
の
当
た
り
に
し
、

２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
に
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｌ

Ａ
Ｓ
Ｈ
を
結
成
し
、
地
元
を
盛
り
上
げ

る
活
動
を
開
始
し
た
。

「
庄
村
を
元
気
づ
け
る
イ
ベ
ン
ト
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
で
も
イ
ベ
ン
ト

は
い
ず
れ
疲
弊
し
て
い
く
も
ん
や
か
ら

な
ぁ
と
。
で
考
え
つ
い
た
の
が
農
業
。

米
づ
く
り
も
武
器
に
な
る
や
ん
、
て
」

　

キ
ツ
イ
、
汚
い
、
儲
か
ら
な
い
、
と

い
う
農
業
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
を

払
拭
す
る
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
。
そ
の
最

た
る
も
の
が
、
街
な
か
で
自
分
た
ち
が

育
て
た
米
を
炊
き
、
居
合
わ
せ
た
人
た

ち
に
お
に
ぎ
り
を
振
る
舞
う
「
ゲ
リ
ラ

炊
飯
」
だ
。

ONESLASHの主要メンバー。右端が清水さん 提供：ONESLASH

琵
琶
湖
の
最
北
端
に
位
置
す
る
長
浜
市

の
西に

し
あ
ざ
い
ち
ょ
う

浅
井
町
は
、
１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）

に
塩
津
村
と
永
原
村
が
合
併
し
て
で
き

た
地
域
だ
。
２
０
１
０
年
（
平
成
22
）
１
月

に
長
浜
市
へ
編
入
さ
れ
た
こ
の
地
域
の

出
身
者
が
集
ま
り
「
ゲ
リ
ラ
炊
飯
」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
・
活
動
を
展
開

し
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。
20
〜
30
代
の

6
人
チ
ー
ム
「
Ｏワ

ン
Ｎ
Ｅ
Ｓス

ラ
ッ
シ
ュ

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ
」
は

何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
、
代
表
の
清

水
広
行
さ
ん
を
訪
ね
た
。

「
儲
か
る
地
域
」目
指
す

琵
琶
湖
の
若
者
た
ち

農業

　
湖

人　

【農業】
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集
落
存
続
の
た
め
に

「
稼
ぐ
」ビ
ジ
ネ
ス
を

　

商
売
っ
気
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い

ゲ
リ
ラ
炊
飯
だ
が
、
実
は
「
こ
れ
だ
け

で
も
食
っ
て
い
け
る
ほ
ど
利
益
が
出
て

い
る
」
と
清
水
さ
ん
は
言
う
。

「
最
初
は
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
で
し
た
け

ど
、
タ
ダ
で
お
に
ぎ
り
を
配
っ
て
も
、

そ
の
場
で
お
米
を
買
っ
て
も
ら
え
た
ら

十
分
回
収
で
き
る
ん
で
す
よ
。
し
か
も

今
は
オ
フ
ァ
ー
を
受
け
て
各
地
を
回
っ

て
い
る
の
で
ギ
ャ
ラ
も
い
た
だ
け
ま
す
。

１
回
行
く
と
そ
の
あ
と
２
〜
３
カ
所
は

オ
フ
ァ
ー
が
増
え
る
の
で
、
消
化
し
き

れ
ん
状
態
で
す
ね
」

　

商
売
あ
り
き
で
地
元
を
盛
り
上
げ
る
、

と
い
う
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ
の
活
動
は

す
べ
て
「
稼
げ
る
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
あ
る

こ
と
が
大
前
提
。
今
は
不
動
産
や
ア
パ

レ
ル
な
ど
の
事
業
を
多
数
展
開
し
、「
後

ろ
支
え
に
な
る
柱
が
た
く
さ
ん
あ
る
か

ら
、
好
き
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
よ
う

に
見
せ
て
い
て
も
成
り
立
つ
」
の
だ
と

清
水
さ
ん
は
明
か
す
。

「
会
社
の
事
業
で
得
た
収
益
を
い
か
に

地
元
や
農
家
に
還
元
す
る
か
、
と
い
う

サ
イ
ク
ル
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
考
え
て
い
ま

す
。
お
米
由
来
の
バ
イ
オ
マ
ス
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
『
ラ
イ
ス
レ
ジ
ン
®

』
の
製
造
・

製
品
化
の
事
業
に
し
て
も
、
農
地
を
守

る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
や
っ
て
る

だ
け
な
ん
で
す
」

４
０
０
０
人
の
町
に

４
０
０
０
人
の
雇
用
を

　

米
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
つ
く

れ
る
ラ
イ
ス
レ
ジ
ン
®

に
は
、古
米
や
破

砕
米
な
ど
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
米
を
再

利
用
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
以
上
に
清
水
さ
ん
が
重
視
し
て
い

る
の
は
田
ん
ぼ
や
農
家
を
守
る
こ
と
。

「
食
べ
る
お
米
の
消
費
量
が
こ
の
ま
ま

減
っ
て
い
く
と
、
米
農
家
が
成
り
立
た

な
く
な
る
ん
で
す
よ
。
す
る
と
耕
作
放

棄
地
が
増
え
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
集
落
が

成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
今
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
の
が
、
休

耕
田
を
利
用
し
て
資
源
米
を
つ
く
る
こ

と
。
既
存
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
ラ
イ
ス

レ
ジ
ン
®

に
置
き
換
わ
っ
て
い
け
ば
い

く
ほ
ど
、
米
農
家
全
体
の
生
産
量
が
増

え
て
い
く
わ
け
で
す
」

　

Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ
の
活
動
は
い
ず

れ
も
「
集
落
維
持
の
た
め
に
必
要
な
こ

と
を
一
つ
ず
つ
、
手
段
と
し
て
積
み
上

げ
て
い
る
結
果
」
と
清
水
さ
ん
は
言
う
。

そ
の
背
景
に
は
、
年
々
減
少
し
続
け
て

い
る
西
浅
井
町
の
人
口
が
あ
る
。

　

長
浜
市
の
統
計
で
は
、
１
９
９
０
年

（
平
成
２
）
時
点

で
５
１
７
６

人
だ
っ
た
西

浅
井
町
の
人

口
は
２
０
１
５
年
（
平
成
27
）
に
は
約
４

０
０
０
人
に
減
少
。
そ
し
て
現
在
は
約

３
６
０
０
人
。
清
水
さ
ん
は
「
実
質
１

年
に
１
集
落
が
な
く
な
っ
て
い
る
計
算

で
す
」
と
危
機
感
を
募
ら
せ
る
。

「
７
年
前
、
地
元
に
帰
る
と
決
め
た
と

き
、
４
０
０
０
人
を
雇
え
る
会
社
を
つ

く
る
こ
と
を
目
標
に
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
で
き
た
ら
地
元
を
背
負
っ
た
と
胸
を

張
っ
て
言
え
る
し
、
さ
す
が
に
じ
い
さ

ん
を
超
え
ら
れ
る
や
ろ
、
と
」

　

何
を
隠
そ
う
、
清
水
さ
ん
の
祖
父
は
、

建
設
会
社
を
立
ち
上
げ
た
だ
け
で
な
く
、

庄
村
の
圃
場
整
備
を
進
め
る
な
ど
地
域

の
発
展
に
寄
与
し
た
人
物
で
も
あ
る
。

「
幼
稚
園
生
の
頃
か
ら
『
お
前
の
お
じ

い
さ
ん
に
は
世
話
に
な
っ
た
ん
や
』
と

地
元
の
人
た
ち
か
ら
感
謝
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
を
刷
り
込
ま
れ
て
三
代
目
に
な
っ

た
ん
で
す
。
じ
い
さ
ん
が
地
域
の
イ
ン

フ
ラ
を
整
え
て
ま
ち
を
守
っ
て
き
て
、

み
ん
な
の
職
を
つ
く
っ
て
き
た
っ
て
い

う
ル
ー
ツ
を
感
じ
る
ん
で
」

　

ア
イ
デ
ィ
ア
次
第
で
な
ん
で
も
商
売

に
な
る
の
が
今
の
時
代
。「
こ
れ
か
ら
は
、

百
姓
の
『
姓
』
は
商
売
の
『
商
』」
と

語
る
清
水
さ
ん
が
目
指
す
の
は
、
可
能

性
に
満
ち
た
「
百
商
」
の
集
落
だ
。
琵

琶
湖
北
端
に
注
ぐ
水
源
そ
ば
の
集

落
で
、
未
来
へ
の
胎

動
が
始
ま
っ
て
い
る
。

（
２
０
２
３
年
８
月
23
日
取
材
）

Hiroyuki Shimizu
1986年滋賀県長浜市生まれ。プロのスノーボーダーを目指して国内外
を転戦していたが、両膝の怪我で断念し、西浅井にUターン。2016年12
月にONESLASH結成。2022年9月「MLGsふるさと活性化大使」就任。

清水広行さん

ONESLASH 代表取締役社長

1いきなり街なかで羽釜と薪で米を炊き、塩
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旬
の
魚
を
捕
ら
え
る

琵
琶
湖
伝
統
の
魞
漁

　

９
月
上
旬
、
漁
師
の
駒
井
健た

つ

也や

さ
ん

の
船
に
乗
っ
て
琵
琶
湖
に
出
た
。
駒
井

さ
ん
は
湖
底
に
刺
さ
っ
て
突
き
出
た
杭

の
曲
が
り
を
真
っ
す
ぐ
に
立
て
直
す
。   

「
今
は
禁
漁
期
間
中
（
８
月
21
日
〜
11
月
30

日
）
で
す
。
先
日
の
台
風
で
曲
が
っ
た

杭
を
直
し
、
杭
に
張
る
網
を
洗
い
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
し
て
12
月
の
か
き
入
れ
ど
き

に
備
え
ま
す
」
と
駒
井
さ
ん
。

　

小
型
定
置
網
の
漁
具
の
名
が
付
い
た

「
魞え
り

」
漁
。
湖
岸
近
く
か
ら
沖
合
い
に

向
か
っ
て
矢
印
型
に
網
を
張
り
、「
つ

ぼ
」
と
呼
ば
れ
る
行
き
止
ま
り
に
魚
を

誘
導
し
て
捕
ま
え
る
。
障
害
物
に
ぶ
つ

か
る
と
そ
れ
に
沿
っ
て
泳
ぐ
魚
の
習
性

を
利
用
し
た
、
琵
琶
湖
の
伝
統
漁
法
だ
。

　

魞
で
は
30
種
ほ
ど
の
魚
が
獲
れ
る
が
、

も
っ
と
も
需
要
が
多
い
の
は
、
成
長
し

て
も
大
き
さ
10
㎝
ほ
ど
の
コ
ア
ユ
。
12

月
に
入
る
と
琵
琶
湖
の
魞
漁
師
は
、
い

っ
せ
い
に
ヒ
ウ
オ
（
氷
魚
＝
コ
ア
ユ
に
な
る
前

の
稚
魚
）
を
獲
る
。
年
間
売
り
上
げ
の
３

〜
４
割
を
こ
の
時
期
に
稼
ぐ
と
い
う
。

「
ヒ
ウ
オ
は
ア
ユ
苗
と
し
て
養
殖
や
放

流
用
に
全
国
へ
出
荷
さ
れ
ま
す
。
１
〜

２
週
間
で
注
文
量
に
達
す
る
の
で
、
獲

り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
ま
た
禁
漁
し
、
１

月
中
旬
〜
２
月
頃
に
再
開
。
ヒ
ウ
オ
が

成
魚
の
コ
ア
ユ
に
な
っ
て
浅
瀬
に
ま
た

集
ま
っ
て
く
る
の
が
５
〜
６
月
で
す
」

　

魞
漁
の
ほ
か
に
も
駒
井
さ
ん
は
、
竹

や
塩
ビ
の
パ
イ
プ
を
寝
床
と
し
て
沈
め

る
「
竹
筒
漁
」
で
ウ
ナ
ギ
を
、
適
度
な

水
深
の
と
こ
ろ
に
網
を
仕
掛
け
る
「
刺

し
網
漁
」
で
『
琵
琶
湖
の
宝
石
』
と
呼

ば
れ
る
固
有
種
の
ビ
ワ
マ
ス
を
獲
る
。

　

こ
の
日
は
残
念
な
が
ら
ウ
ナ
ギ
も
ビ

ワ
マ
ス
も
か
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。

「
生
き
も
の
相
手
で
す
か
ら
ね
。
い
た

ら
感
謝
で
、
い
な
か
っ
た
ら
、
そ
ん
な

も
ん
や
な
あ
、
と
毎
度
落
ち
込
ん
で
る

場
合
で
は
な
い
で
す
」
と
、
若
き
漁
師

は
、
さ
ば
さ
ば
し
て
い
る
。

水
と
と
も
に
暮
ら
す

風
景
に
惹
か
れ
て

　

駒
井
さ
ん
は
滋
賀
県
立
大
学
の
環
境

建
築
デ
ザ
イ
ン
学
科
に
学
び
大
学
院
ま

で
進
ん
だ
。
ヨ
シ
を
茅
葺
屋
根
に
使
う

な
ど
地
域
資
源
を
循
環
さ
せ
る
し
く
み

と
し
て
の
建
築
を
ど
う
現
代
に
活
か
す

か
な
ど
に
取
り
組
み
、
ガ
ン
ジ
ス
川
や

ベ
ネ
チ
ア
な
ど
海
外
を
旅
す
る
う
ち

「
水
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
風
景
」

に
惹
か
れ
た
。
同
時
に
足
元
の
琵
琶
湖

の
魅
力
に
も
改
め
て
気
づ
い
た
。

　

漁
港
の
漁
師
に
話
を
聞
く
う
ち
、
漁

獲
量
の
減
少
や
後
継
者
不
足
な
ど
を
知

る
。
水
と
と
も
に
暮
ら
す
琵
琶
湖
の
風

景
を
存
続
さ
せ
る
に
は
建
築
だ
け
で
は

難
し
い
。
漁
師
の
仕
事
を
魅
力
的
な
も

の
に
し
て
後
世
に
つ
な
げ
る
こ
と
だ
、

と
駒
井
さ
ん
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
机
上
の
空
論
で
は
ダ
メ
。
自
分
自
身

で
取
り
組
み
、
や
が
て
は
モ
デ
ル
に
な

れ
れ
ば
」
と
漁
師
に
な
る
決
心
を
し
た
。

　

琵
琶
湖
で
漁
獲
高
が
も
っ
と
も
多
い

漁
法
は
魞
漁
。
国
の
研
修
制
度
を
利
用

し
て
、
志
賀
町
漁
業
協
同
組
合
の
親
方

の
も
と
で
３
年
間
、
魞
漁
の
修
行
を
し

た
。
独
立
し
て
今
は
３
年
目
だ
。

「
１
年
目
は
必
死
で
し
た
。
魞
一
式
は

親
方
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
も
あ
り
ま

す
が
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
道
具
や
他
の

漁
法
用
の
船
な
ど
を
買
う
の
に
借
金
も

し
ま
し
た
。
９
〜
11
月
は
、
ほ
ぼ
無
収

入
だ
し
、
12
月
の
１
〜
２
週
間
に
す
べ

て
を
賭
け
る
ス
ト
レ
ス
は
半
端
な
か
っ

た
。
一
日
中
、琵
琶
湖
に
出
て
、よ
く
食

べ
て
は
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
ど
ん
ど
ん

痩
せ
て
い
っ
て
、
漁
が
始
ま
っ
た
時
は

歩
く
の
も
し
ん
ど
い
く
ら
い
で
」

　

幸
い
に
し
て
１
年
目
は
よ
く
獲
れ
た
。

だ
が
、
も
っ
と
獲
る
漁
師
は
大
勢
い
る
。

「
ま
だ
改
善
点
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

毎
年
、
反
省
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と

ば
か
り
」
と
研
鑽
に
余
念
が
な
い
。

生
産
者
が
出
口
ま
で
考
え

存
続
で
き
る
し
く
み
を

　

漁
の
技
量
の
向
上
と
同
時
に
、
当
初

の
志
ど
お
り
「
琵
琶
湖
と
湖
魚
の
魅
力

を
伝
え
る
こ
と
を
通
じ
て
付
加
価
値
を

高
め
、
漁
師
と
い
う
仕
事
に
プ
ラ
ス
に

な
る
し
く
み
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
」

と
駒
井
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

　

例
え
ば
漁
業
体
験
。
早
朝
５
時
に
出

発
し
８
時
に
は
戻
り
、
獲
れ
た
魚
を
駒

井
さ
ん
が
捌
き
、
味
わ
っ
て
も
ら
う
。

ふ
だ
ん
の
漁
を
そ
の
ま
ま
体
験
で
き
る
。

　

ま
た
、
生
産
者
と
消
費
者
が
直
に
や

り
と
り
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
マ
ル
シ
ェ
に

「
琵
琶
湖
の
旬
を
届
け
る
淡
水
魚
定
期

便
」
を
出
品
し
て
い
る
。
漁
協
と
は
別

の
販
売
ル
ー
ト
で
、
一
人
ひ
と
り
の
生

産
者
を
応
援
す
る
全
国
の
熱
心
な
淡
水

魚
フ
ァ
ン
と
つ
な
が
れ
る
貴
重
な
機
会

で
も
あ
る
。

　

地
元
紙
に
月
１
回
、「
琵
琶
湖
の
漁
師 

シ
ャ
カ
リ
キ
奮
戦
記
」
と
題
し
て
エ
ッ

図1 琵琶湖の漁業就業者数・従事者数の推移図2 琵琶湖漁業の漁獲量推移
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ふ
な
ず
し
を
は
じ
め
と
す
る
琵
琶
湖
の
湖
魚
料
理
は
重
要
な

文
化
だ
。
ビ
ワ
マ
ス
や
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
、
セ
タ
シ
ジ
ミ
な
ど
の
固

有
種
、
そ
し
て
コ
ア
ユ
や
ナ
マ
ズ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
魚
介
類
が

食
さ
れ
て
き
た
。
漁
獲
量
は
１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
を
ピ
ー
ク

に
減
り
つ
づ
け
て
い
る
が
、
３
年
前
に
漁
師
と
し
て
独
立
し
た

若
者
が
い
る
と
聞
き
、
大
津
市
の
和わ

邇に

漁
港
へ
向
か
っ
た
。

漁業

出典：マザーレイクゴールズ（MLGs）評価報告書『シン・びわ湖なう2022 』
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セ
イ
を
連
載
し
、
ラ
ジ
オ
に
も
出
演
。

こ
れ
も
発
信
活
動
の
一
環
だ
。

　

泊
ま
り
が
け
で
漁
業
体
験
を
し
、
感

じ
た
こ
と
を
作
品
と
し
て
表
現
、
展
示

し
て
琵
琶
湖
の
暮
ら
し
の
魅
力
を
広
め

る
「BIW

A
K

O

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ

ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
」も
始
め
た
と
こ
ろ
だ
。

　

淡
水
魚
が
食
卓
に
の
ぼ
る
機
会
は
減

っ
て
い
る
。
需
要
が
少
な
け
れ
ば
高
く

売
れ
ず
、
や
が
て
は
獲
ら
な
く
な
る
。

打
開
策
の
一
つ
が
、
相
応
の
価
格
設
定

で
漁
を
体
感
し
な
が
ら
ご
ち
そ
う
と
し

て
湖
魚
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
、
と
い
っ

た
駒
井
さ
ん
の
よ
う
な
試
み
だ
ろ
う
。

「
生
産
者
が
出
口
も
確
保
し
、
届
け
る

と
こ
ろ
ま
で
考
え
、
産
業
と
し
て
量
が

減
っ
て
も
成
立
し
存
続
で
き
る
し
く
み

を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　

船
か
ら
下
り
て
コ
ア
ユ
の
オ
リ
ー
ブ

オ
イ
ル
漬
け
と
ゴ
リ
（
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
の
稚
魚
）

の
佃
煮
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
。「
年
間

を
通
じ
て
魚
が
動
く
奥
深
い
多
様
性
」

と
駒
井
さ
ん
が
語
る
琵
琶
湖
の
魅
力
に
、

ほ
ん
の
少
し
触
れ
た
よ
う

な
気
が
し
た
。

（
２
０
２
３
年
９
月
１
日
取
材
）

Tatsuya Komai
1992年滋賀県栗東市生まれ。滋賀県立大学環境科
学研究科環境建築デザイン学科卒業。同大学院環境
科学研究科環境計画学専攻環境空間意匠部門修了。
琵琶湖にて3年の漁師研修を経て、2020年に独立。

駒井健也さん

フィッシャーアーキテクト代表

刺し網を引き上げてビワマスがかかっていないか確認する駒井健也さん

おいし
い琵琶

湖

コアユの
オリーブ

オイル漬
け

こ
の
風
景
を
残
す
た
め
に
漁
師
の
道
へ

駒井さんも協力したオリジナル湖魚食品
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生
ま
れ
た
時
か
ら
ず
っ
と

琵
琶
湖
を
眺
め
て
き
た

　

周
囲
を
元
気
に
し
て
く
れ
る
、
活
発

な
印
象
の
武
田
み
ゆ
き
さ
ん
。
そ
の
原

動
力
を
尋
ね
る
と
、「
毎
日
眺
め
て
、
毎

日
き
れ
い
だ
と
思
う
琵
琶
湖
の
存
在
で

す
」
と
キ
ッ
パ
リ
。
武
田
さ
ん
に
と
っ

て
特
に
元
気
が
も
ら
え
る
場
所
と
い
う

守
山
市
の
み
さ
き
自
然
公
園
そ
ば
の
湖

畔
へ
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
。

「
ち
ょ
っ
と
し
ん
ど
い
な
ー
っ
て
な
っ

た
と
き
、
こ
こ
に
来
て
、
靴
下
を
脱
ぎ
、

琵
琶
湖
に
足
を
つ
け
る
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
あ
ー
、
こ
れ
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
満
タ

ン
や
な
っ
て
な
る
ん
で
す
よ
」

　

武
田
さ
ん
に
促
さ
れ
、
編

集
部
も
裸
足
に
な
っ
て
湖
水

に
足
を
つ
け
て
み
た
。
暑
い

日
だ
っ
た
の
で
湖
水
は
温
か

く
、
足
裏
に
触
れ
る
砂
が
心

地
よ
く
、
琵
琶
湖
と
の
距
離
が
一
気
に

縮
ま
っ
た
気
が
し
た
。こ
こ
か
ら
は
、北

へ
伸
び
る
琵
琶
湖
の
奥
行
き
も
見
渡
せ
、

日
本
一
の
ス
ケ
ー
ル
を
体
感
で
き
る
。

　

琵
琶
湖
近
く
で
生
ま
れ
育
っ
た
武
田

さ
ん
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
遊
び
場
と

い
え
ば
、
旧
草
津
川
と
そ
の
先
に
広
が

る
琵
琶
湖
だ
っ
た
。
川
で
は
ゴ
リ
（
ヨ

シ
ノ
ボ
リ
の
稚
魚
）
を
追
い
か
け
た
り
、
湖

で
は
貝
を
探
し
た
り
し
て
遊
ん
で
い
た
。

「
ほ
ん
ま
に
川
と
湖
で
遊
ん
で
育
っ
た

と
い
う
感
じ
で
す
」

　

武
田
さ
ん
が
子
ど
も
の
頃
は
、
家
の

周
囲
で
は
農
家
と
漁
師
が
野
菜
や
魚
を

物
々
交
換
す
る
ス
タ
イ
ル
が
ま
だ
残
っ

て
い
て
、
琵
琶
湖
と
暮
ら
し
の
距
離
が

今
よ
り
だ
い
ぶ
近
か
っ
た
と
言
う
。

　

そ
ん
な
武
田
さ
ん
が
釣
り
人
た
ち
と

一
緒
に
、
２
０
１
７
年
（
平
成
29
）
か
ら

始
め
た
の
が
琵
琶
湖
の
清
掃
活
動
だ
。

大
好
き
な
水
辺
が
汚
れ
て
い
る

そ
れ
が
嫌
で
拾
い
つ
づ
け
た

「
ご
み
拾
い
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
は
目
の
前
に

あ
る
か
ら
拾
っ
て
い
た
だ
け
。
自
分
の

好
き
な
水
辺
は
き
れ
い
な
方
が
い
い
で

す
か
ら
。
私
は
『
淡
海
を
守
る
釣
り
人

の
会
』
で
清
掃
活
動
を
始
め
る
前
か
ら

ご
み
を
拾
っ
て
い
ま
し
た
。
ご
み
拾
い

歴
は
割
と
長
い
ん
で
す
よ
」

　

そ
し
て
、
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）
に

環
境
Ｎ
Ｐ
Ｏ
リ
ー
ダ
ー
海
外
研
修
で
環

境
先
進
国
の
ド
イ
ツ
を
訪
れ
た
こ
と
か

ら
、
武
田
さ
ん
は
環
境
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
活
動
し
て
い
く
覚
悟
を
決
め
る
。

「
こ
の
時
に
一
緒
に
行
っ
た
全
国
の
第

一
線
で
活
動
し
て
い
る
環
境
リ
ー
ダ
ー

た
ち
に
刺
激
を
も
ら
い
、
自
分
の
活
動

に
向
か
う
気
持
ち
に
も
ス
イ
ッ
チ
が
入

り
ま
し
た
」

　

２
０
２
１
年
（
令
和
３
）
か
ら
は
、
守

山
市
環
境
政
策
課
環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

タ
ー
と
い
う
立
場
で
、
子
ど
も
た
ち
は

も
ち
ろ
ん
、
教
員
も
対
象
に
し
て
、
環

境
教
育
の
推
進
に
向
き
合
っ
て
い
る
。

環
境
Ｎ
Ｐ
Ｏ
リ
ー
ダ
ー
が
集
ま
る
日
本

環
境
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
属
す

る
武
田
さ
ん
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
何
か

し
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
ぞ
と
思
う
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に

声
を
か
け
て
始
め
た
の
が
、「
＃
あ
し
も

と
か
ら
」
と
い
う
活
動
。
毎
月
15
日
に

全
国
で
一
斉
に
ご
み
拾
い
を
し
て
、
一

斉
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
上
げ
る
も
の
で
、「
知
っ

て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
、
自
分
た
ち

の
地
域
の
こ
と
を
足
元
か
ら
見
直
そ

う
」
と
い
う
思
い
か
ら
名
づ
け
た
。
誰

で
も
参
加
で
き
、
足
元
か
ら
じ
わ
り
じ

わ
り
と
広
が
っ
て
い
る
。

琵琶湖東部（湖東）の水辺で遊ぶ人びと

『
水
の
文
化
』
59
号
の
特
集
「
釣
り
の
美
学
」
で
取
材
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
「
淡お
う
み海
を
守
る
釣
り
人
の
会
」。
そ
の

後
、
さ
ら
に
多
様
な
団
体
・
企
業
と
組
ん
で
清
掃
活
動
の

規
模
を
拡
大
し
て
い
る
。
あ
れ
か
ら
５
年
が
経
ち
、副
代

表
兼
事
務
局
長
と
な
っ
た
武
田
み
ゆ
き
さ
ん
と
再
会
し
た
。

清
掃

自
分
の
好
き
な
水
辺
は

き
れ
い
な
方
が
い
い

　
湖

人　
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自
然
や
環
境
を
守
る
た
め
の

第
一
歩
が「
清
掃
」活
動

「
ご
み
を
拾
っ
て
そ
の
先
は
？ 

と
聞

か
れ
る
ん
で
す
が
、
拾
い
つ
づ
け
な
い

と
あ
か
ん
も
ん
や
か
ら
ね
。
先
も
何
も

な
い
で
す
よ
」
と
武
田
さ
ん
は
笑
う
が
、

誰
も
が
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
世
界
的
な

企
業
か
ら
も
「
一
緒
に
ご
み
拾
い
を
し

た
い
」
と
問
い
合
わ
せ
が
く
る
よ
う
に

な
っ
た
。
今
、
企
業
は
生
き
残
る
た
め

に
、
脱
炭
素
や
生
物
多
様
性
の
保
全
に

取
り
組
ま
な
い
と
い
け
な
い
時
代
だ
。

琵
琶
湖
で
の
清
掃
活
動
は
そ
の
第
一
歩

と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
か
ら
熱
い

視
線
が
送
ら
れ
て
い
る
。

「
毎
回
１
０
０
人
く
ら
い
参
加
者
が
来

て
、
た
だ
の
ご
み
拾
い
な
の
に
、
皆
さ

ん
め
っ
ち
ゃ
楽
し
み
に
来
は
る
ん
で
す

よ
。
楽
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
最
強
で
、

義
務
感
や
使
命
感
で
は
続
き
ま
せ
ん
」

　

人
そ
れ
ぞ
れ
参
加
す
る
楽
し
み
は
あ

る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
ス
テ
ー
ジ
が
琵

琶
湖
で
あ
る
こ
と
も
楽
し
み
の
大
き
な

要
因
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

「
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
が
滋
賀
県
外
か

ら
。
琵
琶
湖
の
た
め
に
っ
て
、
全
国
か

ら
来
て
く
れ
は
り
ま
す
。
琵
琶
湖
を
守

る
と
か
、
水
辺
を
守
る
の
っ
て
、
や
っ

ぱ
り
最
後
は
人
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
好

き
に
な
っ
て
か
ら
じ
ゃ
な
い
と
守
り
た

い
と
思
わ
へ
ん
か
ら
、
好
き
に
な
っ
て

も
ら
う
機
会
を
増
や
す
こ
と
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
」

　

ご
み
拾
い
は
あ
く
ま
で
第
一
歩
。
一

度
活
動
し
た
企
業
に
は
も
っ
と
踏
み
込

ん
で
ほ
し
い
も
の
の
、
釣
り
人
の
会
か

ら
誘
っ
た
り
は
し
な
い
。
１
回
活
動
し

て
み
て
、
生
物
多
様
性
の
損
失
を
止
め

て
回
復
軌
道
に
乗
せ
る
「
ネ
イ
チ
ャ
ー

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
ま
で
進
む
か
ど
う
か
は
、

そ
の
企
業
に
任
せ
る
ス
タ
ン
ス
だ
。

湖
と
と
も
に
あ
る
暮
ら
し
が

未
来
に
続
く
た
め
に

　

で
は
、
武
田
さ
ん
が
目
指
す
将
来
像

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

　

み
ん
な
が
環
境
の
こ
と
を
考
え
て
行

動
す
る
こ
と
が
日
常
で
、
こ
の
先
ど
う

し
て
い
く
か
を
、
次
の
世
代
の
当
事
者

た
ち
と
一
緒
に
考
え
て
い
け
た
ら
い
い

な
と
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
琵
琶
湖

が
よ
り
身
近
な
存
在
に
な
っ
て
い
て
、

例
え
ば
湖
魚
を
食
べ
る
こ
と
な
ど
、
も

と
も
と
あ
る
文
化
が
、
新
し
い
時
代
に

沿
っ
た
新
し
い
形
で
受
け
継
が
れ
た
ら

い
い
と
考
え
て
い
る
。

　

近
年
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
が
琵
琶
湖
を

取
り
上
げ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
そ
う

で
、
そ
れ
は
琵
琶
湖
と
一
緒
に
生
き
て

い
く
こ
と
自
体
が
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
に
ほ

か
な
ら
な
い
か
ら
。

「
よ
う
や
く
世
の
中
が
琵
琶
湖
の
魅
力

に
気
づ
い
て
き
た
な
と
思
い
ま
す
」と
、

武
田
さ
ん
は
笑
み
を
浮
か
べ
た
。

（
２
０
２
３
年
８
月
21
日
取
材
）

Miyuki Takeda
滋賀県草津市出身。飼育員に憧れ専門学校を経て滋賀県立琵琶
湖博物館の飼育員となる。その後、大津市にある「ウォーターステーショ
ン琵琶」で環境団体の支援に携わる。2018年ドイツで環境リーダー
研修を受講。2021年から守山市環境コミュニケーター。2023年2月、
日本環境NPOネットワーク代表理事に就任。

武田みゆきさん

淡海を守る釣り人の会 副代表兼事務局長
守山市環境コミュニケーター

お気に入りの砂浜で
語る武田みゆきさん

淡海を守る釣り人の会が 2023 年
6月に実施した企業との清掃活動 
提供：淡海を守る釣り人の会

おいしい
琵琶湖

ゴリとス
ジエビの

佃煮

　撮影協力：駒井健也さん
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若
者
も
引
き
寄
せ
る

現
代
風
の
パッ
ケ
ー
ジ

琵
琶
湖
東
岸
の
菖あ

や
め蒲

漁
港
（
野

洲
市
）
の
そ
ば
に
、
湖
で
獲
れ
た

食
材
を
加
工
販
売
し
て
い
る
小
さ

な
店
が
あ
る
。
祖
父
母
と
両
親
が

二
代
続
け
て
漁
業
を
営
ん
で
き
た
一

家
に
生
ま
れ
た
中
川
知
美
さ
ん
が
、
２

０
１
６
年（
平
成
28
）
に
オ
ー
プ
ン
し
た

「
Ｂ
Ｉ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｏ　

Ｄ
Ａ
Ｕ
Ｇ
Ｈ
Ｔ
Ｅ

Ｒ
Ｓ（
ビ
ワ
コ
ド
ー
タ
ー
ズ
）」
だ
。

　

外
国
の
港
町
に
あ
る
商
店
の
よ
う

な
、
簡
素
で
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の

店
舗
は
、
ふ
な
ず
し
を
漬
け
る
た
め
の

小
屋
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
。

店
内
に
は
、
伝
統
的
な
調
理
法
で
食
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
湖
魚
を
、
現
代
風

に
ア
レ
ン
ジ
し
た
商
品
が
並
ぶ
。

　

フ
ナ
や
ビ
ワ
マ
ス
、
コ
イ
や
ブ
ラ

ッ
ク
バ
ス
を
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
や
ピ
ザ

な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
に
し
た
り
、
ス
ジ
エ

ビ
や
コ
ア
ユ
を
甘
辛
く
煮
た
佃
煮
を
、

凝
っ
た
デ
ザ
イ
ン
の
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
た

瓶
に
詰
め
た
り
し
て
、
手
に
取
り
や
す

い
も
の
に
仕
立
て
て
い
る
。
取
材
に
赴

い
た
日
も
、
夏
休
み
の
旅
行
で
訪
れ
て

い
た
若
者
た
ち
が
、
興
味
深
そ
う
に
商

品
を
選
ん
で
い
る
姿
が
あ
っ
た
。

　

食
品
の
販
売
以
外
に
も
「
感か
ん
む
り
ょ
う

無
漁
」

と
題
し
た
琵
琶
湖
で
の
漁
体
験
の
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
事
業
と
し
て
展
開
す
る
。

開
店
か
ら
７
年
を
経
た
今
で
は
、
琵
琶

湖
の
食
と
地
域
社
会
や
観
光
客
と
つ
な

ぐ
、
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
よ
う
な
店

に
成
長
し
た
。

　

琵
琶
湖
を
生な
り
わ
い業

の
場
と
し
て
き
た
父

と
母
の
姿
は
、
中
川
さ
ん
の
目
に
ど
の

よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

こ
か
ら
は
、
湖
と
と
も
に
あ
る
生
活
が

ど
ん
な
も
の
な
の
か
が
見
え
て
く
る
。

干
さ
れ
た
漁
網
が

ま
る
で
迷
路
の
よ
う
に

　

１
９
５
０
年
代
に
祖
父
母
か
ら
家
業

を
継
い
だ
両
親
は
、
し
じ
み
漁
を
専
業

と
し
て
い
た
方
針
を
改
め
、
拡
大
を
目

指
す
。琵
琶
湖
全
域
に
船
を
走
ら
せ
、さ

ま
ざ
ま
な
魚
種
を
獲
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
琵
琶
湖
の
魚
で
学
校
を
卒
業
さ
せ
て

も
ろ
た
わ
け
で
す
。
ま
だ
た
く
さ
ん
獲

れ
て
た
し
、
単
価
も
全
然
違
か
っ
た
。

両
親
は
と
て
も
熱
心
に
仕
事
を
し
て
い

て
、
夜
に
な
る
と
『
お
母
さ
ん
、
船
乗

っ
て
く
る
か
ら
、
は
よ
寝
え
や
』
と
漁

に
出
て
い
っ
た
も
の
で
す
」
と
中
川
さ

ん
は
言
う
。

　

体
を
張
る
ハ
ー
ド
な
仕
事
だ
が
、
辛

そ
う
な
姿
は
見
せ
な
か
っ
た
。

「
２
人
と
も
楽
し
そ
う
で
し
た
。
学
校

か
ら
帰
る
と
、
迎
え
て
く
れ
た
母
が

『
た
く
さ
ん
獲
れ
た
で
！
』
と
、
う
れ
し

そ
う
に
し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
」

　

住
ん
で
い
た
家
の
庭
に
は
、
い
つ
も

漁
で
使
っ
た
長
い
網
が
干
さ
れ
、
そ
れ

が
迷
路
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
こ
に
、
獲

れ
た
魚
を
炊
く
匂
い
が
漂
う
。
そ
れ
が

幼
少
期
の
原
風
景
だ
。

「
夏
休
み
に
は
、
お
菓
子
を
持
っ
て
漁

に
つ
い
て
い
っ
て
。
沖
の
方
で
、
ひ
も

に
つ
な
い
で
も
ら
っ
て
、
船
か
ら
ジ
ャ

ボ
ン
と
飛
び
こ
ん
だ
り
し
て
。
の
ど
が

渇
く
と
、
父
は
コ
ッ
プ
で
湖
の
水
を
す

く
っ
て
飲
ん
で
ま
し
た
。
そ
れ
く
ら
い

水
が
き
れ
い
だ
っ
た
や
ね
」

　

中
川
さ
ん
が
子
ど
も
の
頃
、
漁
業
を

営
む
家
は
す
で
に
減
り
つ
つ
あ
っ
た
。

学
校
で
も
親
が
漁
師
の
子
ど
も
は
数
え

る
ほ
ど
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
庭
の
同

級
生
も
多
か
っ
た
。

「
う
ち
に
遊
び
に
来
た
友
達
と
ご
飯
を

食
べ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
き
、
フ
ナ
の
頭

が
入
っ
た
ア
ラ
汁
を

見
て
『
魚
と
目
が
お

う
て
る
、
食
べ
ら
れ

へ
ん
』っ
て
お
び
え
て
。

私
は
『
こ
ん
な
に
お

い
し
い
の
に
！
』っ
て

食
べ
て
ま
し
た
け
ど
」

　

き
ょ
う
だ
い
の
な
か
で
も
っ
と
も
漁

に
興
味
を
も
ち
、
手
伝
い
も
よ
く
し
て

い
た
中
川
さ
ん
に
も
、
両
親
は
家
業
を

継
い
で
ほ
し
い
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。

小
さ
な
店
で
伝
え
る

湖
魚
の
お
い
し
さ

　

社
会
人
と
な
っ
た
中
川
さ
ん
は
、
職

場
で
出
会
っ
た
、
琵
琶
湖
と
釣
り
が
好

き
だ
と
い
う
男
性
と
結
婚
。
大
好
き
な

バ
ス
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
に
か
か
わ
る
事
業

を
夫
が
始
め
る
こ
と
に
な
り
、
中
川
さ

ん
も
退
職
す
る
。
夫
の
仕
事
を
手
伝
っ

古
く
か
ら
食
べ
継
が
れ
て
き
た
琵
琶
湖
の
湖
魚
料

理
だ
が
、
食
生
活
の
洋
風
化
、
多
様
化
に
よ
って
、
以

前
に
比
べ
る
と
食
卓
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か

し
、
調
理
法
や
味
つ
け
、
パッ
ケ
ー
ジ
を
見
直
し
、
伝
統

的
な
湖
魚
料
理
を
「
ふ
な
ず
し
サ
ン
ド
」
な
ど
新
し
い
形

で
提
供
し
て
い
る
店
が
あ
る
。
湖
東
に
あ
る「
Ｂ
Ｉ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｏ

Ｄ
Ａ
Ｕ
Ｇ
Ｈ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
（
ビ
ワ
コ
ド
ー
タ
ー
ズ
）」
を
訪
ね
た
。

暮らしの記憶と
湖魚の味を伝える

　
湖

人　
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て
い
る
う
ち
に
、
琵
琶
湖
や
家
業
の
た

め
に
自
分
も
何
か
し
た
い
と
い
う
思
い

が
沸
き
立
っ
た
。

　

子
ど
も
の
頃
と
比
べ
る
と
琵
琶
湖
と

は
距
離
の
あ
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
も

の
の
、
水
質
は
目
に
見
え
て
悪
化
し
て

お
り
、
か
つ
て
の
よ
う
な
漁
業
が
難
し

く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
聞
き
、
こ
の
ま

ま
で
い
い
の
か
と
思
っ
て
い
た
。

　

中
川
さ
ん
は
、
両
親
が
漁
の
傍
ら
営

ん
で
い
た
、
水
揚
げ
し
た
湖
魚
の
加
工

販
売
に
参
画
す
る
。
漁
業
に
か
か
わ
り

た
い
と
伝
え
た
と
き
、
父
親
は
賛
成
し

な
か
っ
た
そ
う
だ
。
抗
い
難
い
湖
の
変

化
を
、
間
近
で
見
て
き
た
か
ら
こ
そ
の
、

現
実
的
な
反
応
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
、
琵
琶
湖
が
変
わ
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
父
親
が
誰
よ
り
も
残
念
に

思
っ
て
い
る
の
を
中
川
さ
ん
は
感
じ
て

い
た
。
琵
琶
湖
に
寄
り
添
う
こ
と
は
、

父
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
で
も
あ

っ
た
。

　

そ
し
て
「
Ｂ
Ｉ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｏ　

Ｄ
Ａ
Ｕ

Ｇ
Ｈ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
」
が
誕
生
す
る
。
中
川

さ
ん
は
「
こ
こ
は
父
に
は
理
解
で
き
な

い
お
店
な
ん
で
す
よ
」
と
笑
う
が
、
湖

魚
料
理
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
と

き
は
古
き
良
き
味
わ
い
も
残
し
、
バ
ラ

ン
ス
を
と
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
。
そ
こ

に
は
い
つ
も
葛
藤
が
あ
る
。

　

広
大
な
琵
琶
湖
が
、
今
後
ど
ん
な
環

境
に
な
っ
て
い
く
の
か
。
漁
業
は
続
け

て
い
け
る
の
か
。
簡
単
に
答
え
が
出
る

問
い
で
は
な
い
。
だ
が
、
中
川
さ
ん
が

小
さ
な
店
で
湖
魚
の
お
い
し
さ
を
た
く

さ
ん
の
人
に
伝
え
つ
づ
け
る
こ
と
は
、

湖
で
の
漁
業
の
命
脈
を
つ
な
い
で
い
る
。

お
い
し
さ
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、

漁
業
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

夫
と
二
人
三
脚
で
、
琵
琶
湖
と
と
も

に
生
き
て
い
く
道
を
探
る
中
川
さ
ん
。

そ
の
姿
は
、
琵
琶
湖
を
船
で
走
り
回
り
、

漁
に
明
け
暮
れ
て
い
た
両
親
の
背
中
を

追
い
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
映
る
。
先

代
を
リ
ス
ペ
ク
ト
し
な
が
ら
、
自
分
ら

し
く
新
た
な
世
界
を
切
り
開
こ
う
と
す

る
精
神
も
、
父
親
譲
り
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

琵
琶
湖
を
生
業
と
す
る
暮
ら
し
は
、

姿
を
変
え
な
が
ら
引
き

継
が
れ
て
い
く
。

（
２
０
２
３
年
８
月
17
日
取
材
）

Tomomi Nakagawa
滋賀県野洲市出身。漁師の両親、祖父母に育てられ、子どもの頃
から漁についていき、獲れた湖魚のうろこはぎを手伝うなど湖魚料
理に親しむ。「わが家の味」を残したいと2016年11月、琵琶湖で獲
れた魚の加工品を扱う 「BIWAKO DAUGHTERS」をオープン。

中川知美さん

BIWAKO DAUGHTERS ショップマネージャー

1琵琶湖で獲れる魚介類がぎっしり詰まった「びわ湖のお弁当」
（数量限定。要予約） 2「BIWAKO DAUGHTERS」オリジ
ナルのサンドウィッチ。手前から「ふなずしサンド」「ビワマスクリ
ームサンド」「あゆパン」「スモークタルタルバスバーガー」

2

1

おいしい琵琶湖

びわ湖のお弁当

暮らしの記憶と
湖魚の味を伝える

Future Life wi
th 

La
ke

湖
人

【湖魚料理】

29 暮らしの記憶と湖魚の味を伝える



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
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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

1 3

2 4

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】
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水の文化書誌

擱筆にあたって

編集部より
古賀さんには「水の文化書誌」の連載だけでなく、当センターのアドバイザーとしても長年にわたり数々のご助言をいただきました。坂本
貴啓さんの連載「Ｇｏ！ Ｇｏ！ １０９水系」の取材にもご同行いただき、編集部に知識を授けてくださいました。ありがとうございました。

20年以上続いた連載「水の文化書誌」執筆
者の古賀邦雄さん。山口県の佐波川にて撮影

久留米大学御井図書館内に設置された
「古賀邦雄河川文庫」

「水の文化書誌」連載初回の誌面
（『水の文化』10号）

―
―「
水
の
文
化
書
誌
」
は
21
年
半
に
も
及
ぶ
長
期
連
載
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
で
す
か
、
も
う
そ
ん
な
に
な
り
ま
す
か
。
思
い
起
こ
せ
ば
、
１

９
９
６
年
（
平
成
８
）
に
編
著
と
し
て
出
版
し
た
『
水
・
河
川
・
湖
沼
関

係
文
献
集
―
こ
れ
か
ら
水
と
河
川
及
び
環
境
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
―
』

が
き
っ
か
け
で
し
た
。
こ
の
本
は
１
８
８
２
年
（
明
治
15
）
か
ら
１
９
９

４
年
（
平
成
６
）
に
国
内
で
発
行
さ
れ
た
水
・
河
川
・
湖
沼
関
係
の
単
行

本
お
よ
そ
１
万
冊
を
収
録
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を
陣
内
秀
信
さ
ん

が
見
つ
け
て
く
だ
さ
っ
て
、
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
を
ご
紹
介

い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

　

発
端
は
私
が
水
資
源
開
発
公
団
（
現
・
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
）
に
勤

め
て
い
た
と
き
に
「
本
を
集
め
て
整
理
し
て
は
ど
う
か
？
」
と
上
司
か

ら
言
わ
れ
た
こ
と
。
そ
れ
以
来
、
本
を
収
集
し
て
分
類
し
て
き
ま
し
た
。

　

水
に
関
す
る
本
は
ほ
ん
と
う
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
特
に
河
川

に
関
す
る
本
は
そ
の
川
が
流
れ
て
い
る
地
域
に
足
を
運
ば
な
い
と
入
手

で
き
な
い
も
の
が
多
い
で
す
。
私
の
地
元
、
筑
後
川
の
本
が
関
東
で
は

な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
信
濃
川
に
関
す
る
本
な
ら
新
潟
県

へ
行
く
の
が
一
番
い
い
。
と
き
ど
き
坂
本
貴
啓
さ
ん
の
連
載
「
Ｇ
ｏ
！ 

Ｇ
ｏ
！ 

１
０
９
水
系
」
の
取
材
に
同
行
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、

書
店
を
覗
い
て
は
希
少
な
本
を
購
入
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

―
―
津
々
浦
々
か
ら
集
め
た
書
籍
を
所
蔵
す
る
「
古
賀
河
川
図
書
館
」

を
開
き
ま
し
た
。

　

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
５
月
で
す
ね
。
口
コ
ミ
で
徐
々
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、「
こ
う
い
う
本
は
な
い
で
す
か
？
」
と
全
国
か
ら
多
く
の

人
が
訪
ね
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
り
、
知
り

合
い
も
増
え
た
の
は
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
す
。

　

２
０
２
０
年
（
令
和
２
）
３
月
に
、
所
蔵
し
て
い
た
約
１
万
２
０
０
０

冊
を
久
留
米
大
学
御み

井い

図
書
館
に
寄
贈
し
ま
し
た
。
全
国
の
大
学
図
書

館
や
国
立
国
会
図
書
館
に
な
い
貴
重
な
資
料
も
多
い
と
の
評
価
を
受
け
、

「
古
賀
邦
雄
河
川
文
庫
」
を
開
設
し
て
く
れ
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
管
理

し
て
く
れ
る
の
で
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

―
―
書
籍
は
今
も
集
め
て
い
る
の
で
す
か
？

　

今
も
書
店
に
行
く
と
、
新
し
い
河
川
の
本
が
毎
月
並
び
ま
す
の
で
、

目
に
つ
い
た
も
の
は
買
い
求
め
「
納
入
河
川
書
」
と
し
て
御
井
図
書
館

に
納
め
て
い
ま
す
。
毎
月
50
冊
ほ
ど
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
も
う
私
の

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
す
ね
。

　

使
命
感
と
い
う
ほ
ど
大
げ
さ
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
本
を
通

じ
て
当
時
の
状
況
を
記
録
と
し
て
残
し
て
お
く
」
こ
と
は
後
に
役
立
つ

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
地
球
環
境
で
は
気
候
変
動
と
そ
れ

へ
の
対
処
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
線
状
降
水
帯
と
い
う
言
葉
も

最
近
出
て
き
た
も
の
。
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
例
で
す
が
、
私
が
生
ま
れ

た
頃
と
今
と
で
は
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

―
―
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
当
セ
ン
タ
ー
へ
の
期
待
な
ど
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

水
は
生
活
す
べ
て
に
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
す
。
水
が
あ
る
か
ら

米
や
野
菜
が
で
き
る
し
、
水
が
あ
る
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
生
み
出
せ
ま

す
。「
水
と
食
料
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
な
け
れ
ば
人
間
は
生
き
て
い
け
ま

せ
ん
。
な
か
で
も
「
水
」
は
そ
の
基
盤
を
な
す
も
の
だ
と
思
う
の
で
、

読
者
の
皆
さ
ん
に
は
こ
れ
か
ら
も
興
味
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
し
、

ぜ
ひ
現
場
も
歩
い
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

　

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
が
す
ご
い
の
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
。

か
つ
て
い
ろ
い
ろ
な
機
関
が
水
や
河
川
に
関
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
が
、
今
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
ず
っ
と
続
け
て

い
た
だ
き
た
い
で
す
し
、
時
に
は
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
話
し
合
う
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
も
開
い
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

古
賀
邦
雄
さ
ん
か
ら
の
メッ
セ
ー
ジ
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持
続
可
能
な
開
発
目
標
と
は

　

ロ
ビ
ン
・
ク
ラ
ー
ク
／
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
キ
ン
グ
著
・
沖
大
幹
監
訳
『
水
の
世
界

地
図
』（
丸
善
・
２
０
０
６
）
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
生
存
の
カ
ギ
は
、
海
洋
か
ら
蒸

発
す
る
水
の
う
ち
、
あ
る
程
度
の
量
が
陸
上
に
降
り
、
河
川
を
潤
し
土
に
水
を
与

え
そ
し
て
地
下
の
帯
水
層
を
補
塡
し
て
く
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
の
水

循
環
の
な
か
で
淡
水
供
給
の
可
能
な
部
分
で
あ
り
、
私
た
ち
は
こ
れ
に
依
存
し
て

生
き
て
い
る
。
世
界
の
水
供
給
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
ス
ー
ザ
ン
・
ヴ
ァ
ー
デ

文
・
ピ
ー
タ
ー
・
Ｈ
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
画
『
み
ず
を
く
む
プ
リ
ン
セ
ス
』（
さ
・
え
・
ら

書
房
・
２
０
２
０
）
は
、
西
ア
フ
リ
カ
の
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
で
毎
朝
母
と
一
緒
に
水

汲
み
に
出
か
け
る
少
女
の
話
で
あ
る
。
多
く
の
女
性
た
ち
も
水
汲
み
に
通
う
。「
ず

っ
と
ず
っ
と　

と
お
く
ま
で　

き
ょ
う
も　

わ
た
し
は　

み
ず
を　

く
み
に
い
く

　

つ
め
た
く
て　

き
れ
い
な　

み
ず
が　

あ
る
と
い
い
な　

い
つ
の
ひ
か　

き
つ

と
」。
今
、
ア
フ
リ
カ
で
は
井
戸
を
掘
る
運
動
が
起
き
て
い
る
。

　

世
界
は
戦
争
や
内
戦
、
難
民
、
さ
ら
に
貧
困
、
人
種
差
別
、
環
境
破
壊
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
球
規
模
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」
と
い
う
理
念
の
も
と
、
国
際
連
合
の
加
盟
１
９

３
カ
国
が
達
成
を
目
指
す
の
が
２
０
３
０
年
ま
で
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
（Sustainable D

evelopm
ent Goals

）
だ
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
は
17
の
目
標
が
定
め
ら
れ

た
。
そ
の
過
程
を
追
っ
て
み
る
。

　

岩
田
元
喜
・
文
『
基
礎
か
ら
わ
か
る
！ 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
メ
デ
ィ
ア
ッ
ク
ス
・
２
０
２

１
）
は
、
１
９
７
２
年
『
成
長
の
限
界
』
の
出
版
が
人
類
に
警
告
を
与
え
、
そ
の
後
、

次
の
よ
う
に
持
続
可
能
な
開
発
目
標
が
制
定
さ
れ
た
と
記
す
。
１
９
８
０
年
「
持

続
可
能
な
開
発
」
の
概
念
が
公
表
さ
れ
、
１
９
９
２
年
リ
オ
で
「
地
球
サ
ミ
ッ
ト
」

開
催
。
１
９
９
７
年
地
球
温
暖
化
へ
の
世
界
的
取
り
組
み
「
京
都
議
定
書
」
採
択
。

２
０
０
０
年
開
発
途
上
国
の
課
題
解
決
を
目
指
す
「
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」（
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目

標
）
採
択
、
２
０
１
２
年
リ
オ
＋
20
「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
」
採
択
、
２
０
１
５
年
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
の
17
の
目
標
が
国
連
総
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

　

17
の
目
標
は
、
①
貧
困
を
な
く
そ
う
②
飢
餓
を
ゼ
ロ
に
③
す
べ
て
の
人
に
健
康

と
福
祉
を
④
質
の
高
い
教
育
を
み
ん
な
に
⑤
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
し
よ
う
⑥

安
全
な
水
と
ト
イ
レ
を
世
界
中
に
⑦
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
み
ん
な
に
、
そ
し
て
ク
リ
ー

ン
に
⑧
働
き
が
い
も
経
済
成
長
も
⑨
産
業
と
技
術
革
新
の
基
盤
を
つ
く
ろ
う
⑩
人

や
国
の
不
平
等
を
な
く
そ
う
⑪
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
⑫
つ
く
る
責
任

つ
か
う
責
任
⑬
気
候
変
動
に
具
体
的
な
対
策
を
⑭
海
の
豊
か
さ
を
守
ろ
う
⑮
陸
の

豊
か
さ
も
守
ろ
う
⑯
平
和
と
公
正
を
す
べ
て
の
人
に
⑰
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
目

標
を
達
成
し
よ
う
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

17
の
目
標
の
う
ち
、
①
貧
困
を
な
く
そ
う
、
②
飢
餓
を
ゼ
ロ
に
、
⑥
安
全
な
水

と
ト
イ
レ
を
世
界
中
に
、
⑭
海
の
豊
か
さ
を
守
ろ
う
、
⑮
陸
の
豊
か
さ
も
守
ろ
う

に
つ
い
て
、
気
候
変
動
に
対
す
る
具
体
策
を
追
っ
て
み
た
い
。

貧
困
を
な
く
そ
う
、
飢
餓
を
ゼ
ロ
に

　

深
井
宣
光
著
『
小
学
生
か
ら
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
・
２
０
２
１
）
に

よ
る
と
、
世
界
に
は
家
に
お
金
が
な
く
学
校
に
行
か
せ
て
も
ら
え
ず
、
毎
日
16
時

間
働
い
て
い
る
子
ど
も
が
約
１
億
６
０
０
０
万
人
い
る
。
こ
れ
は
世
界
の
子
ど
も

の
10
人
に
１
人
の
割
合
で
あ
る
。
食
べ
る
も
の
が
ず
っ
と
な
く
て
栄
養
不
足
で
死

ん
で
し
ま
う
ほ
ど
に
苦
し
い
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
の
人
が
８
億
１

１
０
０
万
人
い
る
。
こ
ち
ら
も
10
人
に
１
人
の
割
合
で
あ
る
。

　

世
界
の
子
ど
も
３
８
９
０
万
人
の
５
歳
未
満
が
栄
養
不
良
で
あ
る
。
飢
餓
で
苦

し
む
国
で
は
食
べ
物
が
少
な
い
の
で
痩
せ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
長
く
食
べ
も

の
が
手
に
入
ら
な
い
と
肥
満
や
過
体
重
で
体
調
が
悪
く
な
る
。
日
本
で
は
「
最
後

に
お
な
か
い
っ
ぱ
い
食
べ
さ
せ
ら
れ
な
く
て
、
ご
め
ん
ね
」
と
遺
し
て
い
っ
た
母

子
の
悲
し
い
事
件
が
起
こ
っ
た
。
日
本
の
子
ど
も
の
貧
困
率
は
１
９
８
０
年
代
か

ら
上
昇
傾
向
で
、
今
日
で
は
、
７
人
に
１
人
が
貧
困
状
態
に
あ
り
、
特
に
ひ
と
り

親
世
帯
の
相
対
的
貧
困
率
は
深
刻
で
、
ほ
ぼ
２
世
帯
に
１
世
帯
が
貧
困
状
態
に
あ

古賀 邦雄
  こが  くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会
1967年西南学院大学卒業。水資源
開発公団（現・独立行政法人水資源
機構）に入社。30年間にわたり水・
河川・湖沼関係文献を収集。2001
年退職し現在、日本河川協会、ふくお
かの川と水の会に所属。2008年5月
に収集した書籍を所蔵する「古賀河
川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協
会の河川功労者表彰を受賞。
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る
。
一
方
で
は
食
品
ロ
ス
が
あ
る
。
２
０
１
９
年
度
に
は
年
間
５
７
０
万
ト
ン
の

食
品
が
捨
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
日
本
人
一
人
あ
た
り
お
茶
碗
１
杯
分
ほ
ど
の

ご
飯
が
毎
日
捨
て
ら
れ
て
い
る
計
算
だ
。
み
き
つ
き
み
著
『
す
ぐ
で
き
る
こ
と
か

ら
が
ん
ば
っ
て
し
よ
う
こ
ど
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
弘
文
堂
・
２
０
２
１
）
が
詳
し
い
。

安
全
な
水
と
ト
イ
レ
を
世
界
中
に

　

本
田 

亮
著
『
ム
ズ
カ
シ
そ
う
な
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
こ
と
が
ひ
と
目
で
や
さ
し
く
わ
か
る

本
』（
小
学
館
・
２
０
２
１
）
に
よ
る
と
、
２
０
１
７
年
時
点
で
安
全
に
管
理
さ
れ
た
水
を

使
う
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
21
億
人
い
て
、
毎
日
８
０
０
人
の
乳
幼
児
が
汚
れ
た
水

に
よ
る
下
痢
症
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
安
全
に
管
理
さ
れ
た
飲
み
水
と
は
、
自
宅
に

あ
り
、
必
要
な
と
き
に
入
手
で
き
、
排
せ
つ
物
や
化
学
物
質
に
汚
染
さ
れ
て
い
な
い

水
源
か
ら
得
ら
れ
る
水
で
、
基
本
的
に
は
30
分
以
内
で
汲
め
る
き
れ
い
な
飲
み
水
で

あ
る
。
齋
藤
孝
著
『
こ
ど
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
大
図
鑑
３
６
５
』（
実
務
教
育
出
版
・
２
０
２
２
）

は
、
世
界
で
水
道
水
が
飲
め
る
国
は
、
日
本
を
含
め
て
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
12
カ
国
し
か
な
い
と
記
す
。
日
本
人
は
恵
ま
れ
て
い
る
。

　

バ
ウ
ン
ド
著
・
秋
山
宏
次
郎
監
修
『
数
字
で
わ
か
る
！ 
こ
ど
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
―
地

球
が
い
ま
ど
ん
な
状
態
か
わ
か
る
本
』（
カ
ン
ゼ
ン
・
２
０
２
１
）
に
よ
る
と
、
家
に
ト

イ
レ
が
な
く
て
外
で
用
を
足
し
て
い
る
人
が
６
億
７
３
０
０
万
人
も
い
る
。
排
泄

物
が
き
ち
ん
と
処
理
さ
れ
な
い
と
、
汚
染
さ
れ
た
水
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、

繁
殖
し
た
細
菌
で
感
染
症
に
か
か
っ
た
り
す
る
。
ひ
と
目
を
避
け
、
明
け
方
な
ど

に
草
む
ら
や
道
端
で
行
な
う
排
泄
は
危
険
で
あ
る
。
11
月
19
日
は
「
世
界
ト
イ
レ

の
日
」。
同
監
修
『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
図
鑑
―
地
球
の
課
題
が
よ
く
わ
か

る
！
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
・
２
０
２
２
）、
バ
ウ
ン
ド
著
・
岩
附
由
香
監
修
『
親
子
で

学
ぶ
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
扶
桑
社
・
２
０
２
１
）、
佐
藤
真
久
監
修
『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
サ
バ
イ
バ

ル
―
ク
イ
ズ
で
わ
か
る
地
球
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
！
』（
朝
日
新
聞
出
版
・
２
０
２

２
）
な
ど
が
あ
る
。

海
の
豊
か
さ
を
守
ろ
う

　

T
hink the Earth

編
著
・
ロ
ビ
ン
西
画
『
未
来
を
変
え
る
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ア
イ

デ
ア
ブ
ッ
ク
』（
紀
伊
國
屋
書
店
・
２
０
１
８
）
は
、
人
間
は
太
古
か
ら
海
の
恩
恵
を
受

け
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
た
と
記
す
。
し
か
し
、
今
で
は
人
間
の
経
済
活
動
に
伴
い
、

海
の
環
境
が
大
い
に
変
わ
っ
て
き
た
。
大
量
の
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
ゴ
ミ
が
海
を
汚
染
し
、
海
の
生
き
も
の
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
海
を
汚

す
ゴ
ミ
を
巨
大
な
フ
ェ
ン
ス
で
回
収
し
、
海
流
や
風
を
利
用
し
て
ゴ
ミ
を
自
然
に

集
め
る
方
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
魚
を
獲
り
つ
づ
け
る
と
水
産
資
源

が
減
少
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
魚
や
牡
蠣
の
養
殖
が
進

ん
で
い
る
。
上
田
隼
也
監
修
『
み
ん
な
で
調
べ
よ
う
・
考
え
よ
う
！
―
小
学
生
か

ら
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
丸
わ
か
り
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
』（
主
婦
と
生
活
社
・
２
０
２
２
）、
た
か
ま
つ
な

な
著
『
お
笑
い
芸
人
と
学
ぶ
13
歳
か
ら
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
く
も
ん
出
版
・
２
０
２
０
）、

保
坂
直
紀
著
『
海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
―
永
遠
の
ご
み
の
行
方
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
・

２
０
２
０
）
な
ど
を
参
考
書
籍
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

陸
の
豊
か
さ
も
守
ろ
う

　

松
葉
口
玲
子
監
修
『
地
球
と
き
み
を
つ
な
ぐ
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
お
話
―
考
え
る
力
と

思
い
や
り
の
心
が
そ
だ
つ
』（
学
研
プ
ラ
ス
・
２
０
２
２
）
に
よ
れ
ば
、
地
球
上
の
生
き

も
の
13
万
種
類
以
上
を
調
査
し
た
結
果
、
森
林
の
開
発
に
よ
っ
て
３
万
８
０
０
０
以

上
の
種
が
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
と
い
う
。
森
林
の
役
割
は
水
を
蓄
え
、
土
砂
崩
れ
を

防
ぎ
、
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、
気
候
を
や
わ
ら
げ
、
海
の
生
き
も
の
に
栄
養
を
運

ぶ
。
開
発
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
森
林
は
、
世
界
で
年
間
３
３
０
万
ha
に
上
る
。
地
球

温
暖
化
と
な
り
、
山
火
事
や
水
害
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
。
陸
上
の
生
態
系
は
動

物
も
含
め
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
オ
オ
カ
ミ
が
減
少
す
る
と
、
シ
カ
が
増
え
若

芽
を
食
べ
て
し
ま
う
の
で
、
草
木
を
食
べ
て
い
た
虫
や
ネ
ズ
ミ
が
減
り
、
ど
ん
ど
ん

生
き
も
の
が
減
少
す
る
。
国
内
の
絶
滅
危
惧
種
は
、
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
、
ラ
イ
チ
ョ

ウ
、
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
、
ラ
ッ
コ
、
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
、
オ
オ
ク
ワ
ガ
タ
な
ど
が
あ
る
。
植

林
を
施
し
、
森
林
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
蟹
江
憲
史
監
修
『
マ
ン
ガ

で
わ
か
る
！ 

は
じ
め
て
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
図
鑑
―
10
才
か
ら
知
っ
て
お
き
た
い
』（
永
岡
書

店
・
２
０
２
１
）、
同
監
修
『
12
歳
ま
で
に
身
に
つ
け
た
い
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
超
き
ほ
ん
』

（
朝
日
新
聞
出
版
・
２
０
２
１
）、
笹
谷
秀
光
監
修
『
大
人
が
本
当
に
答
え
ら
れ
な
い
!? 

ニ
ッ
ポ
ン
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ぜ
な
に
ク
イ
ズ
図
鑑
』（
宝
島
社
・
２
０
２
２
）
を
挙
げ
る
。

気
候
変
動
に
具
体
的
な
対
策
を

　

高
橋
真
樹
著
『
こ
ど
も
気
候
変
動
ア
ク
シ
ョ
ン
30
―
未
来
の
た
め
に
で
き
る
こ

と
』（
か
も
が
わ
出
版
・
２
０
２
２
）
は
、
気
候
変
動
の
対
策
と
し
て
具
体
的
な
行
動
を

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
よ
り
マ
イ
ボ
ト
ル
を
使
う
。
マ
イ
バ
ッ

ク
＆
マ
イ
容
器
を
使
う
。
で
き
る
だ
け
包
装
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
選
ぶ
。
身
の

回
り
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
減
ら
す
。
洋
服
は
み
ん
な
で
使
う
。
も
の
を
大
事
に
す

る
、
修
理
し
て
使
う
。
地
域
の
も
の
を
食
べ
る
。
食
品
ロ
ス
を
へ
ら
す
。
ゴ
ミ
拾

い
を
す
る
。
生
ゴ
ミ
を
コ
ン
ポ
ス
ト
で
減
ら
す
。
使
わ
な
い
電
気
を
消
す
。
照
明

器
具
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
。
部
屋
を
断
熱
構
造
に
す
る
。
太
陽
光
発
電
を
つ
け
、
使

う
。
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
。
電
気
自
動
車
な
ど
Ｃ
Ｏ
２

の
少
な
い
乗
り
物
を
使

う
。
動
植
物
を
育
て
る
。

　

す
な
だ
ゆ
か
著
『
は
じ
め
て
の
脱
炭
素
―
見
て
、
知
る
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
』（
小

峰
書
店
・
２
０
２
２
）
に
よ
る
と
、
人
間
の
活
動
で
石
油
、
石
炭
、
天
然
ガ
ス
を
使

い
、
二
酸
化
炭
素
を
増
や
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
世
界
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量

（
２
０
１
９
年
）
は
３
６
７
億
ト
ン
と
な
り
、
地
球
の
温
暖
化
が
進
み
、
暴
風
雨
や
旱か
ん

魃ば
つ

な
ど
異
常
気
象
が
進
ん
だ
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
著
『
き
み
の
地
球

を
守
っ
て
』（
光
文
社
・
２
０
２
２
）、
丸
山
啓
史
著
『
気
候
変
動
と
子
ど
も
た
ち
―
懐

か
し
い
未
来
を
つ
く
る
大
人
の
役
割
』（
か
も
が
わ
出
版
・
２
０
２
２
）、
渡
邉
優
著

『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
辞
典
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
２
０
２
２
）
も
詳
し
い
。

　

最
後
に
、
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ー
ン
ベ
リ
編
著
『
気
候
変
動
と
環
境
危
機
―
い
ま
私

た
ち
に
で
き
る
こ
と
』（
河
出
書
房
新
社
・
２
０
２
２
）
を
掲
げ
る
。
世
界
の
学
者
１
０

４
人
が
結
集
し
、
日
本
で
は
た
だ
一
人
沖
大
幹
先
生
が
論
じ
て
い
る
。



36

小
規
模
集
落
水
道
を

め
ぐ
る
政
策
的
動
向

本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
は
、

な
ぜ
人
び
と
は
小
規
模
集
落
水
道
を
維

持
し
続
け
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
探
る

こ
と
で
あ
る
。

小
規
模
集
落
水
道
と
は
、
近
代
的
な

上
水
道
シ
ス
テ
ム
（
簡
易
水
道
含
む
）
の
整

備
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
、
集
落
独
自

に
小
規
模
な
戸
数
（
給
水
人
口
１
０
０
人
以

下
）
に
給
水
す
る
小
規
模
水
道
を
指
す
。

該
当
す
る
人
口
規
模
は
２
０
０
万
人
程

度
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

小
規
模
集
落
水
道
を
と
り
ま
く
国
の

体
制
整
備
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
で
い
る
。

高
齢
化
や
人
口
減
少
に
よ
る
近
い
将
来

の
担
い
手
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、

小
規
模
集
落
水
道
の
代
替
案
と
し
て
、

上
水
道
シ
ス
テ
ム
の
導
入
や
給
水
車
に

よ
る
送
水
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
水
道
課
は
、
２
０
２
３

年
（
令
和
5
）
7
月
に
人
口
減
少
の
続
く

過
疎
地
へ
の
新
た
な
配
水
手
法
と
し
て
、

タ
ン
ク
車
で
水
を
運
ぶ
「
運
搬
送
水
」

の
指
針
を
と
り
ま
と
め
た
。
運
搬
送
水

は
、
浄
水
場
と
配
水
池
（
給
水
タ
ン
ク
）
の
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間
を
管
路
で
結
ば
ず
、
車
両
で
送
水
す

る
手
法
で
あ
る
。
大
規
模
な
コ
ス
ト
の

か
か
る
管
路
敷
設
工
事
が
不
要
の
た
め
、

人
口
の
少
な
い
集
落
へ
の
送
水
に
適
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
厚
生
労
働
省
が
担
っ
て
い
た

上
水
道
に
関
連
す
る
業
務
は
２
０
２
４

年
（
令
和
6
）
4
月
に
国
土
交
通
省
（
水
道
整

備
・
管
理
行
政
）
と
環
境
省
（
水
道
水
質
基
準
策

定
）
へ
の
移
管
が
決
ま
っ
た
。
水
を
め

ぐ
る
行
政
の
役
割
分
担
は
各
省
に
ま
た

が
り
、
複
雑
だ
っ
た
。
国
土
交
通
省
は

こ
れ
で
上
下
水
道
を
一
元
的
に
所
管
す

る
こ
と
に
な
り
、
半
世
紀
以
上
続
い
た

縦
割
り
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
動
向
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
上
水
道
シ
ス
テ
ム
の
導

入
や
給
水
車
に
よ
る
送
水
と
い
っ
た
政

策
的
対
応
に
つ
い
て
、
地
元
の
反
応
は

必
ず
し
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。

前
号
（
74
号
）
で
論
じ
た
よ
う
に
、
当
該
地

域
の
人
び
と
は
、
人
口
減
少
や
高
齢
化

が
進
む
か
ら
こ
そ
、
水
道
組
合
の
維
持

管
理
を
通
じ
て
培
わ
れ
て
き
た
人
間
関

係
の
断
絶
や
む
ら
の
自
治
機
能
の
低
下

を
恐
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

１
０
０
年
近
く
小
規
模
集
落
水
道
を
維

持
す
る
新
潟
県
村
上
市
大
毎
集
落
を
と

り
あ
げ
て
、
小
規
模
集
落
水
道
が
む
ら

（
村
落
）
の
自
治
機
能
の
安
定
化
と
ど
の

よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
。

そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
水
道
組
合

の
性
格
と
暮
ら
し
の
し
く
み
を
解
明
す

る
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
編
成
し
、
夏
の

調
査
合
宿
を
行
な
っ
た
。
今
回
は
そ
の

成
果
か
ら
み
え
て
き
た
こ
と
を
論
じ
て

い
こ
う
。

小
規
模
集
落
水
道
と

社
会
集
団
の
重
層
性

次
ペ
ー
ジ
（
p
38
）
の
表
の
よ
う
に
、
大

毎
集
落
に
は
7
つ
の
小
規
模
集
落
水
道

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た

だ
し
、
す
べ
て
が
組
合
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
組
織
だ
っ
た
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

水
源
は
い
ず
れ
も
湧
き
水
で
あ
り
、

水
神
の
掛
け
軸
が
な
く
と
も
水
神
の
祠

が
あ
っ
た
り
、
水
神
を
祀
っ
て
い
る
こ

と
は
共
通
す
る
。
水
神
講
は
大
毎
水
道

組
合
の
よ
う
に
女
性
だ
け
の
集
ま
り
だ

っ
た
よ
う
だ
が
、
中
町
水
道
組
合
で
は

男
女
混
合
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
水
神
講
は
水
神
の
掛
け
軸
を
飾
っ

て
共
同
飲
食
し
て
、
歌
っ
た
り
踊
っ
た

り
、
そ
れ
は
楽
し
み
だ
っ
た
と
懐
か
し

む
よ
う
に
語
ら
れ
た
。

組
合
費
を
徴
収
し
な
い
水
道
で
あ
っ

て
も
、
タ
ン
ク
や
配
管
の
不
具
合
が
生

じ
た
場
合
に
は
そ
の
都
度
、
費
用
を
徴

地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
課
題
を
、

若
者
た
ち
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
議
論
し
、
そ
の
解
決
策
を
提
案
す
る
研
究
活
動

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
。
３
年
目
は
新
潟
県
村
上

市
の
大お

お
ご
と毎

集
落
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

大
毎
集
落
に
は
５
月
に
訪
問
し
て
い
る
学
生
た
ち
に
ミ
ツ
カ
ン
の
若

手
社
員
３
名
が
合
流
し
、
７
月
29
日
（
一
部
の
学
生
は
７
月
28
日
）
か
ら
31

日
の
２
泊
３
日
で
、
調
査
の
た
め
の
ゼ
ミ
合
宿
を
行
な
い
ま
し
た
。

「
小
規
模
集
落
水
道
」
が
大
毎
集
落
と
い
う
む
ら
の
自
治
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か

―
ゼ
ミ
合
宿
か
ら
わ
か

っ
て
き
た
こ
と
を
、
こ
の
研
究
活
動
の
か
じ
取
り
役
で
あ
る
野
田
岳

仁
さ
ん
に
記
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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収
す
る
。
こ
れ
ら
は
配
管
の
管
理
や
修

繕
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
、
水
の
利
用

自
体
は
無
料
で
あ
る
。

私
た
ち
が
普
段
利
用
す
る
上
水
道
シ

ス
テ
ム
で
は
、
水
は
「
商
品
」
で
あ
り
、

上
水
道
は
貨
幣
と
交
換
す
る
「
サ
ー
ビ

ス
」
で
あ
る
が
、
大
毎
の
水
道
は
そ
れ

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
大
毎
の
水
道
は
、

貨
幣
交
換
で
き
な
い
「
コ
モ
ン
ズ
（
共
有

資
源
）」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
利

用
と
管
理
は
組
合
員
に
限
ら
れ
、
排
除

性
の
働
く
コ
モ
ン
ズ
で
あ
る
こ
と
が
基

本
的
性
格
で
あ
る
。

水
道
を
離
れ
て
大
毎
集
落
を
み
つ
め

て
み
る
と
、
じ
つ
に
多
様
な
社
会
集
団

が
存
在
し
て
い
る
。
と
な
り
組
が
も
っ

と
も
身
近
な
単
位
で
あ
り
、
10
戸
程
度

の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。
か
つ
て
は
冠
婚

葬
祭
を
担
い
、
忘
年
会
を
す
る
も
の
だ

っ
た
。
月
に
一
度
は
組
長
の
家
（「
ヤ
ド
」

と
呼
ば
れ
る
）
に
集
ま
り
、
む
ら
の
運
営

や
日
常
の
悩
み
事
を
相
談
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
で
は
、
協
議
委

員
と
い
う
新
た
な
役
割
が
つ
く
ら
れ
、

各
組
か
ら
基
本
的
に
は
男
性
を
一
人
ず

つ
選
出
す
る
（
任
期
は
２
年
）。
協
議
委
員

が
む
ら
の
執
行
部
と
組
員
の
橋
渡
し
役

と
な
り
、
総
会
に
掛
け
る
議
案
を
協
議

す
る
。
組
長
は
、
月
に
３
度
ほ
ど
配
布

物
を
組
員
に
配
布
す
る
役
割
を
担
い
、

組
の
と
り
ま
と
め
を
行
な
う
。

年
齢
集
団
で
は
、
若
者
組
（
青
年
団
）

は
旧
山
北
町
全
域
の
青
年
団
に
統
合
さ

れ
（『
山
北
の
民
俗
４
』）、
集
落
の
青
年
団
は

解
散
し
た
が
、
子
供
組
（
子
供
会
）、
年

寄
組
（
老
人
会
）
は
健
在
で
あ
る
。
近
年

で
は
中
老
組
に
あ
た
る
世
代
の
集
団
が

一
部
の
有
志
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
婦

人
会
は
解
散
し
て
い
る
が
、
女
性
の
親

睦
の
グ
ル
ー
プ
は
複
数
あ
る
。
な
か
で

も
嫁
入
り
し
た
人
た
ち
だ
け
の
グ
ル
ー

プ
が
あ
り
、
知
り
合
い
の
少
な
か
っ
た

時
代
に
は
と
て
も
助
け
ら
れ
た
と
語
る

人
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま

た
、
男
女
を
問
わ
ず
気
の
合

う
仲
間
た
ち
と
の
親
睦
会
が

複
数
あ
る
よ
う
だ
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
集
落

に
は
7
つ
の
水
道
が
存
在
し

て
い
る
。
さ
ら
に
戸
数
最
大

の
大
毎
水
道
組
合
は
9
つ
の

組
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
び
と
は

複
数
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
7
つ
の
小
規
模
集
落
水
道
や
暮

ら
し
に
か
か
わ
る
社
会
集
団
の
重
層
性

が
大
毎
集
落
の
人
び
と
の
つ
な
が
り
の

豊
か
さ
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

と
な
り
組
の
再
編
と

平
準
化
の
論
理

こ
の
重
層
性
の
意
味
を
考
え
る
う
え

聞き取りに協力してくれた渡辺弘子さん。
12月限定の組長の仕事、大毎の女性
グループのことなどを語った

水の文化 75号　みず・ひと・まちの未来モデル

■［表］大毎集落の７つの小規模集落水道

名称 開設時期 加入戸数 年会費 水神講 水神の掛け軸
大毎水道組合 大正13年 80戸（口数86） 2400円 昭和30年頃まで 9幅
中町水道組合 大正13年以前（最古） 9戸 なし 昭和30年頃まで 1幅
町村水道 昭和初期 15戸 1000円 平成に入る頃まで 1幅
瀬戸水道 不明 8戸 なし なし なし（水神の祠あり）
薬師水道 不明 8戸 なし なし なし
(仮）ガンネンジ水道 不明 2戸 なし なし なし
(仮）オジマチ水道 昭和30年頃 8戸 なし なし なし（水神の祠あり）

丸勝屋下 伝造
｢様」の一部が「水」
となっている

五平治
「昭和28年12月14日」
の裏書きあり

七左エ門
「昭和2年5月13日」の
裏書きあり

八右エ門
「昭和17年3月15日」の
裏書きあり

染屋
「大正14年12月」の
裏書きあり

すべての掛け軸を
見せ

てくれた大毎水道組
合

の組合長、佐藤均さ
ん
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で
見
逃
せ
な
い
の

が
、
と
な
り
組
の

再
編
で
あ
る
。

大
毎
集
落
で
は
、

２
０
１
０
年
（
平
成

22
）
に
17
組
あ
っ

た
と
な
り
組
を
12

組
に
再
編
し
て
い

る
。
そ
の
理
由
は
、

居
住
者
の
減
少
に

よ
っ
て
空
き
家
が

増
え
、
10
戸
を
下
回
る
組
が
で
て
き
た

た
め
で
あ
る
。

地
図
を
広
げ
て
再
編
前
と
後
の
と
な

り
組
の
構
成
を
み
て
い
る
と
気
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
再
編
前
の
と
な
り
組

に
は
大
毎
水
道
組
合
の
組
の
ま
と
ま
り

は
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

再
編
後
に
な
る
と
大
毎
水
道
組
合
の
9

つ
の
組
の
構
成
員
が
再
編
前
よ
り
も
ま

と
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
か
ら
だ
。

し
か
し
、
聞
き
と
り
を
重
ね
て
い
く

と
、
水
道
組
合
の

組
を
重
視
し
て
再

編
し
た
と
い
え
る

わ
け
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
っ
た
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、

人
び
と
が
意
識
を

し
な
い
ほ
ど
に
、

水
道
組
合
の
つ
な

が
り
が
溶
け
込
ん

で
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
答
え
を
だ
せ
る
段
階
で
は

な
い
。
追
加
調
査
が
必
要
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
と
な
り
組
は

な
ぜ
10
戸
を
下
回
っ
て
は
い
け

な
い
の
か
を
考
え
て
い
こ
う
。

じ
つ
は
、
大
毎
集
落
の
と
な

り
組
の
組
長
の
任
期
は
一
ヶ
月

で
あ
る
。
全
国
的
に
み
れ
ば
、

一
年
の
任
期
と
す
る
地
域
が
多

い
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
大
毎
で
は
、
毎
月
組
長
が

交
代
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な

る
と
、
10
戸
を
下
回
っ
て
し
ま

え
ば
、
年
間
2
回
組
長
を
務
め

る
家
が
複
数
で
て
く
る
。
そ
れ

は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、

組
の
再
編
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

オ
ヤ
っ
と
気
に
な
っ
た
こ
と
の
ひ
と

つ
は
、
こ
の
10
戸
と
い
う
小
さ
な
ま
と

ま
り
の
数
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
大
毎
水

道
組
合
で
は
、
か
つ

て
20
戸
に
増
え
た
組

を
２
つ
に
わ
け
て
、

ひ
と
組
あ
た
り
10
戸

に
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に

わ
ざ
わ
ざ
住
民
が
水

神
の
掛
け
軸
を
新
た

に
描
い
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
い
っ
た

い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
の
は
、
現

在
の
地
域
政
策
の
方
向
性
と
は
真
逆
の

対
応
を
み
せ
て
い
る
か
ら
だ
。

73
号
（
詳
細
は
神
奈
川
県
真
鶴
編
第
3
回
を
参
照

の
こ
と
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の

地
域
政
策
は
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
に

よ
る
担
い
手
不
足
を
考
慮
し
て
、
地
域

組
織
を
合
理
化
・
広
域
化
さ
せ
る
傾
向

に
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
さ
な
ま
と
ま
り

を
よ
り
大
き
な
ま
と
ま
り
へ
集
約
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
。
地
域
組
織
も
農

地
も
水
道
も
こ
の
流
れ
に
あ
る
。

瀬戸水道に加入しているという五十嵐甲（きのえ）さん。給水タンクの場所や配水について教えてくれた

■大毎水道組合（９組）の
　「水神様」掛け軸
今は佐藤均組合長が保管。
それぞれの名称は代表者の屋号

丸良
新たに描き起こした
ので絵柄が異なる。
住民で組合員の佐
藤功さんが描いた

中町水道組合の組
合長を務める

佐藤憲一さん。かつ
て行なってい

た水神講の話やと
なり組の再編

などを語る

佐藤憲一さんが保管
する中町水道組合
の水神の掛け軸

九郎治（くろうじ）
昭和44年に住民の
｢豊さん」が描いた
もの

太治右エ門
傷みが激しいため、畳
の上に置いて撮影

お話をお聞きした
加藤キヨコさん（右

から

２人目）を囲むゼミ
生とミツカン若手社

員
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け
れ
ど
も
、
大
毎
集
落
の
社
会
集
団

は
小
さ
く
ま
と
ま
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

疑
問
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
と
な

り
組
の
組
長
は
な
ぜ
一
ヶ
月
で
交
代
さ

せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む
ら
の
し
く
み
を
つ
ぶ
さ
に
調
べ
て

い
く
と
、
集
落
運
営
の
基
本
原
理
と
で

も
呼
べ
る
よ
う
な
性
格
と
無
関
係
で
は

な
い
こ
と
が
み
え
て
き
た
。

そ
の
こ
と
が
象
徴
的
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
事
例
を
ひ
と
つ

だ
け
あ
げ
て
お
こ
う
。

大
毎
集
落
は
自
治
会
費
を

細
か
く
階
級
に
わ
け
て
徴
収

し
て
い
た
（
注
）。
記
録
に
残

っ
て
い
る
だ
け
で
、
２
０
１

１
年
度
（
平
成
23
）
に
４
階
級
か
ら
２
階

級
（
免
除
が
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
３
階
級
）
に
し

て
い
る
。
１
級
と
２
級
で
は
３
倍
近
い

開
き
が
あ
る
。
こ
れ
は
各
戸
の
世
帯
構

成
や
経
済
状
況
に
あ
わ
せ
て
設
定
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
各
戸
に
「
平
等
」
に

一
定
額
を
求
め
る
平
等
割
よ
り
も
、
各

戸
の
実
情
を
汲
み
入
れ
た
「
公
平
性
」

を
重
視
し
た
制
度
と
い
え
る
。
こ
れ
は

見
立
割
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
各
家

の
権
利
と
義
務

（
負
担
）
が
公
平

に
な
る
よ
う
に

工
夫
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
平
準
化
の
論
理

と
呼
ん
で
お
け
ば
、
こ
の
考
え
方
が
む

ら
運
営
の
基
本
原
理
と
し
て
至
る
所
に

貫
か
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
と
な
り
組

の
組
長
は
な
ぜ
一
ヶ
月
で
交
代
さ
せ
る

の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
組
長
の
労
働

負
担
を
軽
減
さ
せ
た
り
、
特
定
の
人
物

に
権
力
が
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
を
避
け

よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
権
力
と
労
働
負
担
の
分
散

化
と
い
う
工
夫
で
も
あ
る
の
だ
。

過
疎
地
域
で
は
人
材
難
ゆ
え
、
世
話

役
や
面
倒
見
の
よ
い
人
物
に
役
職
や
仕

事
を
固
定
化
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ

れ
が
組
織
の
弱
体
化
に
拍
車
を
か
け
る

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
大
毎
集
落
は
そ

う
な
ら
な
い
し
く
み
を
つ

く
り
だ
し
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
見
逃
せ
な

い
の
は
、
こ
れ
が
大
毎
の

自
治
機
能
の
維
持
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
住
民
は
、
毎

年
一
回
は
必
ず
組
長
を
経
験
す
る
。
そ

う
な
る
と
、
必
然
的
に
む
ら
の
運
営
に

無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
使
い

古
さ
れ
た
言
葉
で
似
つ
か
わ
し
く
な
い

が
、
こ
れ
が
住
民
の
「
主
体
性
」
を
ひ

き
だ
す
し
く
み
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
規
模
集
落
水
道
と

「
む
ら
」の
秩
序

さ
て
、
こ
こ
ま
で
み
て
く
る
と
、
問

題
は
こ
の
平
準
化
の
論
理
と
水
道
組
合

が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
毎
水
道
を
め

ぐ
る
動
き
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

となり組の再編につ
いて当時の経

緯や配慮を語る加
藤良成（よしな

り）さん。再編にあた
っては良成さん

が考えた案が採用さ
れた

吉祥清水で水分補給

■ 大毎集落のとなり組の再編

満願寺

大
毎
川

大
毎
川

再編前
17組

再編後
12組

（注）自治会費の階級
かつては40階級ほどあったという人や５から７階級という人などさまざまではっきりしない。
『山北の民俗４』によると６km離れた中継集落では1988年（昭和63）時点で13階級あっ
たという。さほど遠くない数字であろう。

水の文化 75号　みず・ひと・まちの未来モデル
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１
９
７
８
年
（
昭
和
53
）
に
は
、
旧
山

北
町
か
ら
簡
易
水
道
の
水
源
に
大
毎
水

道
組
合
（
以
下
、
大
毎
水
道
）
の
水
源
を
充

て
た
い
と
い
う
打
診
が
あ
っ
た
が
、
そ

れ
を
断
っ
て
い
る
。
１
９
９
３
年
（
平
成

5
）
に
は
、「
魅
力
あ
る
集
落
づ
く
り
事

業
」
に
よ
っ
て
、
大
毎
水
道
の
水
を
供

給
し
た
水
汲
み
場
「
吉
祥
清
水
」
が
整

備
さ
れ
、
環
境
省
に
よ
る
「
平
成
の
名

水
百
選
」
に
も
選
ば
れ
た
。

そ
し
て
、
昨
年
度
の
集
落
の
総
会
で

は
大
毎
水
道
の
水
源
地
の
所
有
権
を
購

入
す
る
こ
と
を
決
議
し
て
い
る
。

大
毎
水
道
は
、
利
用
と
管
理
の
し
く

み
か
ら
わ
か
る
通
り
、
組
合
員
だ
け
が

利
用
で
き
る
排
除
性
の
働
く
コ
モ
ン
ズ

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
成
に
入
っ
て

か
ら
水
汲
み
場
を
整
備
し
て
、
水
を
不

特
定
多
数
に
開
放
し
た
り
（
年
間
の
利
用
者

約
2
万
人
）、
集
落
と
し
て
水
源
地
を
購

入
す
る
な
ど
、
大
毎
水
道
は
む
ら
全
体

の
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
な
る
方
向
へ
よ
り

質
的
に
変
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
動
き
も
じ
つ
は
、
平
準
化
の
論
理
と

無
関
係
で
は
な
い
。

調
査
を
進
め
て
意
外
だ
っ
た
の
は
、

大
毎
水
道
以
外
の
水

道
の
水
源
は
そ
れ
ほ

ど
安
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
で

あ
る
。
水
道
組
合
の

規
模
が
小
さ
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
、

不
安
定
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ

え
、
大
毎
水

道
の
豊
か
さ

を
羨
む
声
は

あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
た
。

町
村
水
道
で
さ
え
、
も
と
も
と
の
水

源
（
い
ま
の
瀬
戸
水
道
の
水
源
）
で
は
水
量
が

乏
し
か
っ
た
た
め
、
新
た
な
水
源
を
探

し
当
て
、
さ
ら
に
農
業
用
水
の
水
源
の

一
部
を
加
え
て
安
定
化
を
図
っ
て
い
る

の
だ
。

こ
の
よ
う
な
状

況
に
あ
り
、
大
毎

集
落
は
た
し
か
に

水
が
豊
か
な
地
域

で
あ
る
も
の
の
、

そ
の
内
実
を
丁
寧

に
み
て
い
く
と
、
集
落
内
で
水
を
め
ぐ

る
格
差
が
な
い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
近
年
の
動
き
を
み
る
と
、

大
毎
水
道
を
む
ら
の
「
み
ん
な
の
も

の
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
格

差
を
是
正
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

大
毎
水
道
の
コ
モ

ン
ズ
化
と
は
、
各

家
の
権
利
と
義
務

（
負
担
）
が
公
平
に

な
る
よ
う
に
調
整

す
る
平
準
化
の
論

理
と
密
接
に
結
び

つ
い
た
も
の
な
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
規
模
集

落
水
道
の
運
営
に
は
、
む
ら

の
秩
序
を
支
え
る
平
準
化
の

論
理
が
貫
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
上
水
道
シ
ス
テ
ム
で
は

決
し
て
代
替
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
だ
。
事
実
、
大

毎
集
落
に
は
１
９
７
８
年
（
昭
和
53
）
に

簡
易
水
道
が
導
入
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
人
び
と
の
利
用
は
極
め
て

限
定
的
で
、
小
規
模
集
落
水
道
の
利
用

に
強
く
こ
だ
わ
っ
て
き
た
か
ら
だ
。

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
仮
に
小
規

模
集
落
水
道
を
廃
止
し
た
り
、
上
水
道

シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

む
ら
の
秩
序
の
切
り
崩
し
に
直
結
す
る

だ
ろ
う
。

大
毎
集
落
の
人
び
と
が
小
規
模
集
落

水
道
を
維
持
し
続
け
る
理
由
は
、
水
道

組
合
が
こ
の
よ
う
に
む
ら
の
秩
序
の
維

持
と
不
可
分
な
存
在
だ
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。（

２
０
２
３
年
７
月
29
～
31
日
取
材
）

2023年度の研究対象地域が大毎集落に決
まるとさまざまな文献に目を通し、５月には現地
を訪問する。しかしテーマは難解だ。会うべき
人、聞くべきことは無尽蔵にある。夏合宿の初
日から（数人は前日から）学生たちとミツカン若
手社員は精力的に動いたものの、夜の討議で
は調査が不十分であることを野田さんから指摘
された。
しかし、２日目になると調査はスピードアップ

する。水道チームと生活チームが情報を共有し
ながら、新たな人に会いに行き、一度会った人で
も聞くべきことがあれば臆せず会いに行く。日数
が限られているのに、調べること、わからないこ
とは数多。その危機感が「迷っている暇はない」
とみんなを後押ししているように見えた。
水道組合を一つひとつ調べていくと、事前情

報と実態が異なることがわかってきた。そして、と
なり組をはじめとする重層的な集落構造が徐々
に明らかになってきた。そばで見ていて、まるで謎
解きのようだった。
大毎集落の夏は暑かったが、汗だくになりなが

ら聞き取りに回る学生たちとミツカンの若手社
員も熱かった。これから研究をどうまとめていく
のか、期待したい。

謎解きのような研究活動（編集部）

大毎集落の歴史に
つい

て語る満願寺住職
の佐

藤道雄さん

大毎水道組合の水源地を集落と
して購入した経緯を語る大毎集
落総代（区長）の佐藤栄作さん
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フナをご飯と一緒に発酵させた「ふなずし」

唯
一
の
正
解
が
な
い

多
様
性
の
醍
醐
味

「
ふ
な
ず
し
」
は
、
魚
を
塩
と
米
な
ど
の
デ

ン
プ
ン
で
乳
酸
発
酵
さ
せ
た
「
な
れ
ず
し
」

の
一
種
で
、
近お
う
み江

（
琵
琶
湖
地
域
）
の
伝
統
食
だ
。

酸
味
と
ク
セ
の
あ
る
香
り
が
酒し
ゅ
こ
う肴

な
ど
に
ぴ

っ
た
り
で
、
好
き
な
人
に
は
た
ま
ら
な
い
。

　

春
の
産
卵
期
に
獲
っ
た
主
に
「
ニ
ゴ
ロ
ブ

ナ
」
の
鰓え
ら

・
鱗う

ろ
こ・
内
臓
を
取
り
除
き
、
一
尾

丸
ご
と
３
カ
月
ほ
ど
塩
漬
け
（
地
元
で
は
「
塩
切

り
」
と
言
う
）
し
た
の
ち
、
８
月
半
ば
か
ら
４

〜
６
カ
月
間
、
白
米
と
交
互
に
重
ね
て
漬
け

込
み
自
然
発
酵
さ
せ
る
。

　

こ
れ
が
一
般
的
な
製
法
だ
。「
し
か
し

…
…
」
と
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
専
門
学

芸
員
の
橋
本
道
範
さ
ん
は
言
う
。

「
い
ま
現
実
に
ふ
な
ず
し
の
つ
く
り
方
は
と

て
も
多
様
で
す
。
家
庭
、
地
域
、
店
舗
に
よ

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
重
ね
ら
れ
、
こ

れ
と
い
う
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
飯い
い

漬
け
期

間
一
つ
と
っ
て
も
、
３
カ
月
で
食
べ
る
と
こ

ろ
も
あ
れ
ば
、
３
年
の
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

塩
切
り
し
た
フ
ナ
を
洗
っ
て
乾
か
す
の
が
何

日
か
、
と
い
っ
た
些
細
な
点
か
ら
、
飯
漬
け

の
と
き
手
水
と
し
て
焼
酎
を
使
う
場
合
も
あ

る
な
ど
、
こ
だ
わ
り
が
多
彩
な
の
で
す
。
そ

れ
が
微
妙
な
味
の
違
い
に
現
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
多
様
性
こ
そ
、
ふ
な
ず
し
の
醍
醐

味
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」

　

ふ
な
ず
し
は
平
安
時
代
か
ら
琵
琶
湖
地
域

の
名
産
品
だ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
の
１
６
８

９
年
（
元
禄
２
）
の
レ
シ
ピ
本
『
合ご

う
る
い類
日に

ち
よ
う用

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
古

く
か
ら
琵
琶
湖
地
域
の
名
産
品
と
し
て

知
ら
れ
る
「
ふ
な
ず
し
」
で
す
。

栄
養
価
の
高
い

乳
酸
発
酵
食
品

ふ
な
ず
し

ふ
な
ず
し
（
滋
賀
県
） 21

水の文化 75号　食の風土記
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料り
ょ
う
り
し
ょ
う

理
抄
』
に
よ
れ
ば
、
塩
切
り
の
記
載

が
な
く
、「
寒
の
内
」（
旧
暦
12
月
）
に
漬
け

ら
れ
、
餅
米
の
玄
米
で
飯
漬
け
す
る
、

と
あ
る
。

「
寒
ブ
ナ
を
漁
獲
し
て
冬
に
漬
け
る
と
い

う
の
も
驚
き
で
す
が
、
塩
切
り
せ
ず
ダ

イ
レ
ク
ト
に
米
で
漬
け
る
、
と
い
う
の
も

ふ
な
ず
し
づ
く
り
の
プ
ロ
に
聞
く
と
『
そ

ん
な
漬
け
方
は
あ
り
え
な
い
』
と
の
こ
と

で
し
た
」
と
橋
本
さ
ん
は
言
う
。

　

橋
本
さ
ん
の
研
究
チ
ー
ム
は
、
２
０

２
０
年
（
令
和
２
）
か
ら
、
こ
の
「
古こ

ふ

な
ず
し
」
の
再
現
実
験
を
４
回
重
ね
て

き
た
。
玄
米
の
風
味
が
移
り
、
ジ
ャ
ー

キ
ー
の
よ
う
な
食
感
の
硬
く
て
香
ば
し

い
ふ
な
ず
し
に
な
っ
た
と
い
う
。
古
ふ

な
ず
し
は
や
が
て
廃す
た

れ
、
江
戸
後
期
か

ら
今
に
近
い
ふ
な
ず
し
が
普
及
す
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た

ふ
な
ず
し
の
歴
史
的
な
多
様
性
の
一
つ

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
単
な
る
保
存
食
で
は
残
ら
な
か
っ
た

は
ず
。
日
常
食
で
あ
る
と
同
時
に
祭
事

や
寄
り
合
い
で
の
儀
礼
食
で
も
あ
り
ま

す
。
各
家
庭
で
持
ち
寄
り
、
お
持
た
せ

に
も
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

欠
か
せ
な
い
食
文
化
。
そ
れ
が
地
域
性

を
生
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

　

ふ
な
ず
し
以
外
に
も
琵
琶
湖
地
域
に

は
淡
水
魚
の
な
れ
ず
し
が
17
種
類
も
あ

り
、
す
べ
て
今
に
続
い
て
い
る
と
い
う
。

こ
ん
な
地
域
は
滋
賀
県
だ
け
だ
。

次
世
代
に
伝
え
て
い
け
る

新
し
い
形
を
求
め
て

　

と
は
い
え
、
ふ
な
ず
し
を
つ
く
る
家

庭
は
減
り
、
そ
の
味
を
ま
っ
た
く
体
験

し
た
こ
と
の
な
い
世
代
も
増
え
て
い
る
。

　

大
津
市
石
山
寺
山
門
前
に
店
を
構
え

る
「
至し

誠せ
い
あ
ん庵

」
で
は
、
ふ
な
ず
し
と
と

も
に
「
ふ
な
ず
し
パ
イ
」
や
「
ふ
な
ず

し
ク
ッ
キ
ー
」
を
製
造
販
売
し
て
い
る
。

「
捨
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
飯
の
部
分

で
何
か
で
き
な
い
か
と
、
20
年
前
に
母

が
考
案
し
ま
し
た
。
パ
イ
生
地
の
上
に

飯
を
敷
き
、
チ
ー
ズ
を
乗
せ
て
焼
き
上

げ
ま
す
」
と
話
す
の
は
取
締
役
の
井
上

貫か
ん

太た

さ
ん
だ
。

　

風
邪
を
ひ
い
た
ら
ふ
な
ず
し
を
食
べ

ろ
。
そ
ん
な
言
い
伝
え
が
あ
る
。「
栄
養

価
の
高
い
乳
酸
発
酵
食
品
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
皆
さ
ん

に
手
軽
に
ふ
な
ず
し
の
味
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
き
た
い
」
と
井
上
さ
ん
が
言
う

よ
う
に
、
今
も
続
け
て
い
る
試
み
だ
。

料
理
を
引
き
立
て
る
調
味
料
と
し
て
飯

を
使
う
、
と
い
っ
た
提
案
も
し
て
い
き

た
い
と
い
う
。

　

橋
本
さ
ん
も
「
も
と
も
と
の
多
様
性

を
軸
に
し
た
ふ
な
ず
し
の
文
化
を
若
い

人
た
ち
が
継
承
し
、
時
代
に
沿
っ
た
ま

っ
た
く
新
し
い
形
の
ふ
な
ず
し
が
出
て

き
て
ほ
し
い
」
と
話
し
て
い
る
。

　

チ
ー
ズ
と
同
じ
乳
酸
発
酵
食
品
な
の

で
ワ
イ
ン
と
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
も
よ
い
。

「
洋
食
に
合
う
ふ
な
ず
し
」
も
次
代
へ

の
新
し
い
在
り
方
の
一
つ
だ
ろ
う
。

（
２
０
２
３
年
９
月
２
日
、
9
月
22
日
取
材
）

ふなずしのつくり方

産卵期の春に獲った25㎝程度
のニゴロブナの鱗、鰓、内臓を
取り除き、血抜きし、３カ月ほど
塩漬け。この工程をしっかりやら
ないと匂いが強くなってしまう
塩漬けしたニゴロブナを取り出
し、水で洗って塩分を抜く
卵をもったメスなので、腹は強
く押さえないように注意しなが
ら洗う。鱗が残っていないか
道具も使いながら確認
水洗いしたらかごに入れて一
昼夜干す
干し終えたフナを一尾ずつ取
り出し、鰓ぶたからご飯を詰め
ていく。ご飯は多めにした方が
発酵はより進む
樽にビニールを敷いてご飯を
入れ、フナの頭が外側を向くよ
うに並べる
隙間なくしっかりご飯を詰める。
最後は表面をご飯で覆って蓋
をする。８月半ばから４～６カ
月ほどこのまま発酵させる

［取材協力］至誠庵
滋賀県大津市石山寺3-2-37　Tel.077-534-9191
志じみ釜めし湖舟内（不定休）
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栄養価の高い乳酸発酵食品「ふなずし」

1至誠庵のある大津市は琵琶湖のなかで
も対岸が近く、南湖（なんこ）と呼ばれるエ
リア 2滋賀県立琵琶湖博物館専門学芸員
の橋本道範さん。江戸時代の製法をなぞっ
た「古（こ）ふなずし」づくりにも取り組む 
3有限会社至誠庵取締役の井上貫太さん。
ニゴロブナの鰓や鱗、内臓を取り除く作業
は子どもの頃から手伝っていた 4石山寺
山門前に店を構える至誠庵。自家製ふなず
し、湖魚佃煮を製造・販売している



や
わ
ら
か
く
て

安
ら
ぐ
風
景

「
馬
鈴
薯
の
花
さ
く
こ
ろ
、
街
の
小
舟

は
ま
た
幾
つ
と
な
く
矢
部
川
の
流
れ
を

溯
り
初
め
る
。
さ
う
し
て
甘
酸
ゆ
い
燐

光
の
息
す
る
た
び
に
、
あ
を
あ
を
と
眼め

に
沁し

み
る
螢
籠
に
美
く
し
い
假か

り

寝ね

の
夢

を
時
た
ま
に
閃
め
か
し
な
が
ら
水
の
ま

に
ま
に
夜
を
こ
め
て
流
れ
下
る
の
を
習

慣
と
す
る
の
で
あ
る
。」　

　

な
ん
と
美
し
い
情
景
で
し
ょ
う
か
。

坂本クンと行く川巡り  第24回  
Go ! Go ! 109水系

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内

で
、編
集
部
の
面
々
が
全
国
の
一
級

河
川
「
１
０
９
水
系
」
を
巡
り
、
川

と
人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が

ら
、
川
の
個
性
を
再
発
見
し
て
い
く

連
載
。今
回
は
八
女
茶
の
産
地
や
水

郷
柳
川
を
擁
す
る
矢
部
川
で
す
。

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や
大河川の本流と支流で行政管轄を分けるのではなく、中小河
川までまとめて治水と利水を統合した水系として一貫管理す
る方針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済
上特に重要な水系で政令で指定したもの」（河川法第4条
第1項）を一級水系と定め、全国で109の水系が指定され
ている。

川名の由来【矢部川】
八女郡が上妻郡、下妻郡と分かれた時代に八女が訛って矢
部と称して残ったとされる。

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校
生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするようにな
り、川に興味をもちはじめ、川に青春を捧げる。全国の河川
市民団体に関する研究や川を活かしたまちづくりの調査研
究活動を行なっている。筑波大学大学院システム情報工
学研究科修了。白川直樹研究室「川と人」ゼミ出身。博
士（工学）。国立研究開発法人土木研究所自然共生研
究センター専門研究員、東京大学地域未来社会連携研究
機構北陸サテライト特任助教を経て2023年10月より現職。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

金沢大学 人間社会研究域地域創造学系 講師
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柳
川
出
身
の
作
家
、
北
原
白
秋
は
作
品

の
一
節
で
矢や

部べ

川が
わ

の
情
景
を
こ
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
ま
す
（
『
思
ひ
出
―
抒
情
小

曲
集
』
）
。
そ
の
と
お
り
矢
部
川
に
は
や

わ
ら
か
い
情
景
が
あ
り
ま
す
。

　

初
め
て
訪
れ
た
と
き
の
印
象
も
、
上

流
域
の
茶
畑
、
中
流
域
の
農
村
水
路
、

下
流
域
の
水
郷
柳
川
の
運
河
な
ど
、
ど

れ
も
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
風
景
で

し
た
。
そ
れ
に
は
矢
部
川
の
自
然
の
営

み
が
つ
く
り
出
し
た
地
形
や
気
候
風
土

の
み
な
ら
ず
、
人
が
つ
く
り
出
し
た
社

会
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
す
。
今
回
、

改
め
て
矢
部
川
流
域
を
巡
り
、
個
々
の

情
景
が
生
ま
れ
た
理
由
を
探
し
て
み
ま

し
た
。

矢
部
川
の
気
候
風
土
が

育
て
た
八
女
茶

　

矢
部
川
を
遡
っ
て
い
く
と
、
八や

女め

市

に
入
り
ま
す
。
川
か
ら
少
し
離
れ
た
と

こ
ろ
に
緑
の
丘
陵
地
が
見
え
て
き
ま
す
。

川
か
ら
離
れ
て
丘
陵
地
を
上
っ
て
み
ま

し
た
。
見
渡
す
限
り
の
茶
畑
で
す
。
八

女
市
は
八
女
茶
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
が
確

立
さ
れ
た
お
茶
の
一
大
産
地
で
す
。
実

は
川
も
茶
畑
風
景
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。

お
茶
の
風
景
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た

か
、
八
女
市
役
所
農
業
振
興
課
の
谷
口

博
信
さ
ん
、
深
野
晃
弘
さ
ん
に
お
話
を

う
か
が
い
ま
し
た
。

「
八
女
は
お
茶
の
発
祥
の
地
で
す
。
室

町
時
代
に
中
国
（
明
）
か
ら
持
ち
帰
っ

た
茶
の
種
を
、
栄え
い
り
ん
し
ゅ
う
ず
い

林
周
瑞
禅
師
が
庄
屋

の
松
尾
太
郎
五
郎
久
家
に
栽
培
・
製
茶

の
技
法
と
と
も
に
伝
授
し
た
の
が
発
祥

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
八
女
茶
は
少
し

甘
め
の
味
が
特
徴
で
す
」

　

お
茶
が
な
ぜ
こ
の
地
で
栽
培
さ
れ
た

か
、
八
女
茶
の
甘
味
が
出
る
の
か
に
は

理
由
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

「
川
霧
で
す
。
八
女
の
盆
地
は
朝
夕
に

川
霧
が
発
生
し
ま
す
。
川
か
ら
の
水
蒸

気
が
お
茶
の
天
敵
で
あ
る
霜
を
防
止
し

な
が
ら
寒
暖
を
繰
り
返
す
こ
と
で
甘
み

が
増
し
ま
す
」

　

こ
の
気
候
風
土
が
八
女
茶
を
生
み
出

し
ま
し
た
。
茶
は
新
芽
か
ら
摘
み
取
り

ま
で
日
光
に
当
て
つ
づ
け
た
「
煎
茶
」

と
摘
み
取
り
３
週
間
前
か
ら
日
光
を
遮

っ
て
育
て
た
「
玉
露
」
が
あ
る
そ
う
で

す
が
、
な
か
で
も
八
女
伝
統
本
玉
露
は

日
光
の
遮
断
に
稲
わ
ら
を
用
い
る
な
ど

厳
し
い
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
も
の
だ
け

が
ブ
ラ
ン
ド
と
な
り
ま
す
。
全
国
茶
品

評
会
に
も
出
展
さ
れ
る
八
女
の
お
茶
は
、

川
霧
の
気
候
風
土
と
伝
統
製
法
が
合
わ

さ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

現
代
に
つ
な
が
る

「
土
木
の
神
様
」の
国
づ
く
り

　

水
都
と
し
て
知
ら
れ
る
柳
川
は
、
実

は
矢
部
川
の
支
流
、
沖お
き
の
は
た
が
わ

端
川
の
水
路
網

で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

水
廻
り
廻
ら
す
毛
細
水
脈

矢
部
川

廻水路の一つである「黒木堰」から見た矢部川。水を分け合いながら流れていく

水廻り廻らす毛細水脈 矢部川45



矢
部
川

筑
後
川

矢部川

花宗川

笠原川

星野川

剣
持
川

田
代
川

辺
春
川

白
木
川

楠田川

飯江川

沖端川

塩
塚
川

有明海

矢
部
川

筑
後
川

矢部川

花宗川

笠原川

星野川

剣
持
川

田
代
川

辺
春
川

白
木
川

楠田川

飯江川

沖端川

塩
塚
川

九
州
縦
貫
自
動
車
道

九
州
新
幹
線

天
神
大
牟
田
線

三
国
山

久留米市

柳川市

みやま市

八女市

日
向
神
ダ
ム

花
巡
堰

馬
渡
堰

黒
木
堰

惣
河
内
堰

花
宗
堰

三
ヶ
名
堰

込
野
堰

唐
ノ
瀬
堰広

瀬
堰松

原
堰

筑後船小屋

九
州
縦
貫
自
動
車
道

九
州
新
幹
線

天
神
大
牟
田
線

三
国
山

久留米市

柳川市

みやま市

筑後船小屋

八女市

日
向
神
ダ
ム

花
巡
堰

馬
渡
堰

黒
木
堰

惣
河
内
堰

花
宗
堰

三
ヶ
名
堰

込
野
堰

唐
ノ
瀬
堰広

瀬
堰松

原
堰

八
女
中
央
大
茶
園八

女
市
役
所

柳
川

古
文
書
館

筑後川河川事務所
矢部川出張所

や
な
が
わ
有
明
海

水
族
館

八
女
中
央
大
茶
園八

女
市
役
所

柳
川

古
文
書
館

筑後川河川事務所
矢部川出張所

や
な
が
わ
有
明
海

水
族
館

田中吉政

八
女
茶

　

街
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
水
路
網
が

張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
運
河
の
舟
巡

り
で
有
名
な
水
郷
柳
川
の
風
景
が
広
が

っ
て
い
ま
す
。
北
原
白
秋
も
こ
の
水
風

景
で
育
ち
ま
し
た
。

　

こ
の
風
景
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 
柳
川
古
文
書

館
学
芸
員
の
白
石
直
樹
さ
ん
に
お
話
を

聞
き
ま
し
た
。

「
１
６
０
１
年
（
慶
長
６
）
に
田
中
吉
政

が
柳や
な

河が
わ

城
に
入
城
し
た
際
、
城
下
町
の

基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
吉
政
は
柳
河
城

の
周
囲
に
水
路
網
を
築
き
ま
す
が
、
こ

れ
が
今
の
掘
割
の
も
と
に
な
り
ま
し
た
。

の
ち
に
、
北
原
白
秋
は
こ
の
風
景
を

『
水
郷
』
と
表
現
し
て
文
学
で
発
表
し

た
の
が
、
水
郷
柳
川
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
ゆ
え
ん
で
す
」

　

そ
の
後
、
吉
政
は
水
路
網
だ
け
で
な

く
、
柳
川
と
久
留
米
を
結
ぶ
田
中
往
還
、

柳
川
と
八
女
を
結
ぶ
街
道
、
有
明
海
沿

岸
32
ｋｍ
に
も
及
ぶ
潮
止
め
堤
防
「
慶
け
い
ち
ょ
う長

本ほ
ん

土ど

居い

」
を
築
き
ま
し
た
。
柳
河
城
を

起
点
と
し
た
都
市
計
画
が
田
中
吉
政
時

代
に
確
立
さ
れ
、
現
代
の
基
盤
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

白
石
さ
ん
は
こ
の
水
路
の
重
要
性
を

防
災
の
角
度
か
ら
語
り
ま
す
。

「
柳
川
の
周
り
に
は
、
ク
リ
ー
ク
と
呼

ば
れ
る
農
業
水
路
網
が
張
り
巡
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。
低
平
地
は
水
捌
け
が
わ
る

く
内
水
被
害
が
出
や
す
い
で
す
が
、
ク

 矢部川
 水系番号 ： 93
 都道府県 ： 福岡県 熊本県
 源流 ： 三国山（994 ｍ） 
 河口 ： 有明海  
 本川流路延長 ： 61 km 83位／109
 支川数 ： 23河川 98位／109
 流域面積 ： 647 km2 84位／109
 流域耕地面積率 ： 24.1 ％ 10位／109
 流域年平均降水量 ： 2450.4 mm 26位／109
 基本高水流量 ： 3500 m3/ s 81位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 4923 m3/ s 78位／109

 流域内人口 ： 16万6123人 57位／109
 流域人口密度 ： 257人 / km2 35位／109

（基本高水流量観測地点：船小屋〈河口から15.3km地点〉）
※河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点
の集水面積）　
※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに坂本貴啓さん作成
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏
面）　流域内人口 ＝ 国土交通省「一級水系における流域等の面積、総人
口、一般資産額等について（流域）」を参照（最終閲覧日2013年4月）

【矢部川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19年）、流域界データ（昭和
52 年）、行政区域（令和4）、鉄道データ（令和4年）、高速道路時系列デ
ータ（令和4年）」より編集部で作図

1八女茶について教えてくれた八女市農業振興課の谷口博信
さん（右）と深野晃弘さん（左）　2高台から見た八女市の茶畑
3稲わらで編んだ「こも」で被覆した茶畑　4八女伝統本玉
露の茶摘み風景3,4提供：八女市建設経済部農業振興課

5水郷柳川の基盤をつ
くった田中吉政の肖像
眞勝寺蔵／写真提供：
柳川古文書館　
6柳川の歴史や田中吉
政の功績について語る
柳川古文書館主査幹
（学芸員）の白石直樹さん

1

5

6

3

2

4
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久留米藩築堰
柳川藩築堰

※年代は藩政時代における築堰・改築年松原
堰

花巡堰
花
巡
廻
水
路

三
ヶ
名
廻
水
路

込
野
廻
水
路

唐
ノ
瀬

廻
水
路

黒
木
廻
水
路

惣
河
内
廻
水
路

馬
渡

廻
水
路
笠原川

星野川

花宗川

筑後川
へ

剣持川

田代川

沖
端
川

柳
川
へ

辺春
川

白木
川

広瀬用
水

三ヶ名堰

馬渡堰

黒木堰

1664年
1714年
1794年

1685年
1761年

1789年
1844年

1763年
1794年

1683年

1686年

1680年

1762年

込野堰

惣河内堰

17
16
年

広瀬
堰

不明

有明
海

唐ノ瀬堰

花宗堰

廻水路

（有馬領）久留米藩

取水口

取水口
花巡廻水路
合流口

黒木廻水路
合流口

取水口

取水口

花巡堰 はなめぐりぜき 三ヶ名堰 さんがみょうぜき

馬渡堰 まわたりぜき 込野堰 こみのぜき

黒木堰 くろぎぜき 唐ノ瀬堰 とうのせぜき

惣河内堰 そうこうちぜき

柳川藩（立花領）

取水口

取水口

取水口

込野廻水路
合流口

リ
ー
ク
へ
一
時
的
に
水
を
集
め
る
こ
と

で
、
浸
水
を
防
ぐ
『
も
た
せ
』
と
呼
ば

れ
る
効
果
が
あ
り
ま
す
」

　

こ
れ
は
現
代
の
流
域
治
水
に
通
ず
る

優
れ
た
公
共
事
業
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

今
の
暮
ら
し
の
骨
格
を
つ
く
っ
て
い
る

と
思
う
と
当
時
の
都
市
計
画
技
術
の
高

さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
水
郷
柳
川
に
行

く
際
の
目
線
が
変
わ
り
そ
う
で
す
。

廻
水
路
か
ら
窺
い
知
る

「
協
調
」を
礎
と
す
る
風
土

　

江
戸
時
代
、
矢
部
川
の
左
岸
は
立
花

領
（
柳
川
藩
）、
右
岸
は
有
馬
領
（
久
留
米
藩
）

だ
っ
た
た
め
御お

さ
か
い
が
わ

境
川
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。

　

１
６
２
０
年
（
元
和
６
）
に
立
花
宗む

ね

茂し
げ

が
再
入
封
し
、
矢
部
川
左
岸
の
領
主
と

な
り
ま
す
。
宗
茂
は
関
ヶ
原
合
戦
の
前

に
柳
川
周
辺
の
平
野
部
を
広
く
治
め
て

い
ま
し
た
が
、
水
源
と
な
る
上
流
域
を

も
た
な
か
っ
た
た
め
、
農
業
用
水
の
確

保
に
苦
労
し
た
そ
う
で
す
。

「
宗
茂
は
再
入
封
す
る
際
に
幕
府
と
交

渉
し
、
水
田
が
広
が
る
三
潴
地
区
を
手

離
す
代
わ
り
に
、
矢
部
川
左
岸
の
源
流

域
ま
で
を
領
地
と
し
ま
す
。『
水
田
よ

り
も
水
源
』
と
考
え
て
い
た
の
で
す
ね
。

有
明
海
を
干
拓
す
れ
ば
水
田
は
つ
く
れ

ま
す
が
、
自
分
の
領
地
（
自
領
）
に
水
が

な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
か

ら
」
と
八
女
の
歴
史
と
廻
水
路
に
詳
し

い
郷
土
史
家
の
馬
場
紘
一
さ
ん
は
言
い

ま
す
。

　

一
般
的
に
水
田
を
潤
す
た
め
に
は
灌

漑
面
積
の
約
15
倍
の
水
源
面
積
が
必
要

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
矢
部
川
は
わ

ず
か
４
倍
程
度
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
水

田
地
帯
を
広
げ
ら
れ
た
の
は
、
矢
部
川

沿
い
に
「
廻
水
路
」
を
設
け
た
か
ら
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

宗
茂
の
「
自
領
に
降
っ
た
雨
（
水
）

に
よ
っ
て
自
領
の
水
を
賄
う
」
と

い
う
考
え
か
ら
、
廻
水
路
と
い
う

他
の
川
に
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な

水
利
慣
行
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

廻
水
路
と
は
、
相
手
の
堰
の
上 7廻水路の詳細を記載している『矢部川細図』（安政6年写）八女市立図書館蔵

8廻水路は「協調」の風土の現れと語る郷土史家の馬場紘一さん

78

矢部川の廻水路と主要堰
馬場紘一さん提供資料、国土交通省HPなどを参考に編集部作成
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柳
川

流
に
自
領
の
堰
を
設
け
て
取
水
し
た
水

を
、
相
手
の
堰
を
迂
回
し
て
川
に
落
水

さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
下
流
に
あ
る
自
領

の
堰
へ
水
を
安
定
的
に
回
す
た
め
の
水

路
で
す
。

　

廻
水
路
の
図
を
見
る
と
、
立
花
領
に

も
有
馬
領
に
も
支
川
が
あ
り
ま
す
。
自

領
の
支
川
が
矢
部
川
に
流
れ
出
る
と
、

相
手
が
堰
で
取
水
す
る
前
に
、
自
領
の

支
川
直
下
に
設
け
た
堰
か
ら
廻
水
路
で

取
水
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
廻
水
路
に
か
か
わ
る
最
上

流
部
の
有
馬
領
の
花
巡
堰
か
ら
上
流
の

集
水
域
は
、
立
花
領
と
有
馬
領
に
跨
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
花
巡
堰
の
右
岸

側
に
越
流
部
を
設
け
、
河
川
水
の
一
部

が
立
花
領
の
用
水
と
し
て
越
水
す
る
よ

う
に
も
し
て
い
ま
す
。

　

今
も
矢
部
川
で
は
、
渇
水
に
な
る
と

廻
水
路
が
機
能
を
発
揮
し
、
左
右
岸
そ

れ
ぞ
れ
の
田
畑
に
自
領
の
水
を
届
け
て

い
ま
す
。

張
り
巡
ら
さ
れ
た

掘
割
か
ら
広
が
る
活
動

　

北
原
白
秋
に
よ
っ
て
水
郷
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
柳
川
で
す
が
、
一
時

期
は
ヘ
ド
ロ
に
ま
み
れ
た
悪
臭
漂
う
水

路
に
な
っ
て
い
た
と
き
も
あ
り
ま
し
た
。

掘
割
の
水
を
守
る
活
動
を
今
日
ま
で
多

く
の
市
民
が
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

水
郷
を
白
秋
の
時
代
の
水
景
に
戻
そ

う
と
活
動
す
る
の
が
「
水
の
会
」
で
す
。

１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
８
月
１
日
（
水
の

日
）
に
発
足
し
ま
し
た
（
水
の
会
の
詳
細
は
、

水
の
文
化
32
号
参
照
）
。
も
う
30
年
以
上
続

く
水
の
会
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
活
動

を
行
な
っ
て
き
た
の
か
、
山
口
徳
雄
さ

ん
、
平
野
幸
二
さ
ん
、
平
田
健
造
さ
ん

に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
発
足
当
初
は
、
水
質
悪
化
が
ひ
ど
く

柳
川
の
掘
割
を
埋
め
て
し
ま
お
う
と
い

う
議
論
も
あ
り
ま
し
た
が
、
水
の
会
発

足
者
の
故
・
広
松
伝つ
た
えさ

ん
の
尽
力
に
よ

り
、
掘
割
の
水
質
再
生
も
進
み
、
こ
の

水
郷
の
風
景
は
守
ら
れ
ま
し
た
」

　

そ
の
後
、
柳
川
だ
け
で
な
く
上
下
流

の
交
流
を
通
じ
て
矢
部
川
流
域
の
水
景

を
守
っ
て
い
こ
う
と
、
２
０
０
５
年
（
平

成
17
）
に
『
矢
部
川
を
つ
な
ぐ
会
』
も

発
足
し
て
流
域
を
視
野
に
入
れ
た
活
動

も
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

柳
川
で
は
生
き
物
を
テ
ー
マ
に
し
た

子
ど
も
た
ち
の
活
動
も
盛
ん
で
す
。
柳

川
の
近
く
に
広
が
る
有
明
海
は
干
満
の

差
が
あ
り
干
潟
特
有
の
魚
も
多
く
い
る

た
め
、
魚
を
見
せ
よ
う
と
近
藤
潤
三
さ

ん
が
水
産
用
冷
凍
庫
跡
を
改
装
し
て
私

営
の
「
お
き
の
は
た
水
族
館
」
を
立
ち

上
げ
ま
す
。
そ
の
後
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｓ
Ｐ

Ｅ
Ｒ
Ａ
森
里
海
・
時
代
を
拓
く
が
「
や

な
が
わ
有
明
海
水
族
館
」
と
改
名
し
管

理
運
営
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
代
表
の

内
山
里さ
と
み海
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
学
生
館
長
を
置
く
こ
と
も
こ
だ
わ
り

の
一
つ
で
す
。
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）

か
ら
高
校
生
が
館
長
に
な
り
、
す
で
に

三
代
目
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
水
族
館

の
運
営
に
携
わ
る
こ
と
で
、
若
者
ら
し

い
発
想
で
、
多
く
の
人
に
魅
力
を
発
信

す
る
水
族
館
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」

　

張
り
巡
ら
さ
れ
た
掘
割
の
水
脈
は
、

一
人
ひ
と
り
が
水
へ
の
関
心
を
呼
び
起

こ
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
い
知
れ
ま
し
た
。

利
水
者
と
の
協
力
で

「
先
行
排
水
」を
実
施

　

矢
部
川
の
下
流
、
海
抜
０
ｍ
地
帯
の

低
平
地
に
ク
リ
ー
ク
が
張
り
巡
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。
特
徴
は
、
干
拓
に
よ
り
張

り
巡
ら
さ
れ
た
水
路
網
で
形
成
さ
れ
た

農
業
地
帯
、
河
口
の
有
明
海
に
広
が
る

干
潟
漁
業
（
ノ
リ
養
殖
、
ア
サ
リ
漁
な
ど
）
で

す
。
低
平
地
な
の
で
大
雨
が
降
る
と
水

は
け
が
悪
く
、
洪
水
が
広
が
り
や
す
い

面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
低
平
地

の
水
の
利
用
、
治
水
に
お
い
て
近
年
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局

筑
後
川
河
川
事
務
所
矢
部
川
出
張
所
の

橋
口
忍
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
矢
部
川
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
水

を
張
り
巡
ら
せ
て
い
ま
す
。
分
派
す
る

沖
端
川
を
通
じ
て
夏
場
は
柳
川
の
掘
割

9「水の会」の活動について語る山口徳雄さん（左）、平
野幸二さん（中）、平田健造さん（右）　10 「水郷」の名に
ふさわしい柳川の風景。人びとの活動が掘割を守った　
11やながわ有明海水族館学生館長の亀井裕介さん　
12やながわ有明海水族館を運営するNPO法人SPERA
森里海・時代を拓くの内山里海さん　13やながわ有明
海水族館の外観。入りやすい雰囲気　14掘割を清掃す
るNPO法人SPERA森里海・時代を拓くのメンバーたち
11, 14提供：NPO法人SPERA森里海・時代を拓く

9

1011

12

13

14
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低平地

土木×PICF
Aアート

の
水
が
足
り
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
気

を
配
り
、
冬
場
は
有
明
海
で
盛
期
を
迎

え
る
ノ
リ
養
殖
の
た
め
に
水
を
流
し
た

り
と
微
妙
な
調
整
の
も
と
水
利
用
が
行

な
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

水
が
限
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
複
雑
な
水

利
用
が
な
さ
れ
る
反
面
、
洪
水
時
に
は

低
平
地
の
水
を
い
か
に
排
出
す
る
か
に

取
り
組
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。

「
近
年
は
雨
の
降
り
方
も
変
わ
り
、
矢

部
川
も
水
害
に
見
舞
わ
れ
る
年
が
あ
り

ま
し
た
（
２
０
１
２
年
決
壊
）
。
内
水
被
害
を

少
し
で
も
抑
え
よ
う
と
、
利
水
者
に
協

力
し
て
も
ら
い
、
事
前
に
ク
リ
ー
ク
の

水
位
を
下
げ
て
お
き
、
洪
水
の
流
れ
込

む
余
地
を
つ
く
る
『
先
行
排
水
』
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
矢
部
川
の
流

域
治
水
と
し
て
の
取
り
組
み
で
す
」

　

水
が
欲
し
い
時
は
流
し
、
多
す
ぎ
る

時
は
排
除
す
る
。
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
難
し
い
で
す
。
河
川
管
理
者
だ
け
で

は
難
し
い
複
合
的
な
水
管
理
を
、
地
域

と
協
力
し
な
が
ら
治
水
、
利
水
の
両
面

か
ら
独
自
に
試
行
し
て
い
ま
す
。
ま
さ

に
「
矢
部
川
流
」
と
も
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
が
張
り
巡
ら
せ
た

流
域
の
毛
細
水
脈

　

水
利
用
の
複
雑
な
矢
部
川
で
す
が
、

の
ぞ
き
込
む
と
川
遊
び
し
や
す
そ
う
な

水
量
が
流
れ
て
い
ま
す
。
本
来
な
ら
も

っ
と
多
い
で
あ
ろ
う
矢
部
川
の
水
で
す

が
、
川
か
ら
派
生
し
て
、
流
域
各
所
に

行
き
届
い
て
い
る
そ
の
様
は
、
ま
さ
に

「
毛
細
水
脈
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

風
景
で
す
。

　

田
中
吉
政
時
代
に
基
礎
を
築
い
た
水

郷
柳
川
の
都
市
計
画
、
両
岸
に
廻
水
路

で
水
を
分
け
合
っ
た
歴
史
、
有
明
海
の

干
拓
の
変
遷
が
、
水
脈
と
し
て
歴
史
を

刻
ん
で
い
っ
た
と
も
み
て
と
れ
ま
す
。

人
が
張
り
巡
ら
せ
た
毛
細
水
脈
の
筋
の

一
つ
ひ
と
つ
に
、
矢
部
川
流
域
の
暮
ら

し
の
息
遣
い
を
感
じ
ま
し
た
。

　
（
２
０
２
２
年
11
月
９
～
11
日
取
材
）

※
文
中
の
方
々
の
所
属
や
肩
書
き
は
取
材
当
時
の
も
の

（
編
集
部
）

15国土交通省が堰を操作し、地域と連携して先行排水
を実施している「長嶋・海津地区（みやま市）」16矢部川
下流域の内水氾濫を抑えるため、事前に水路の水を抜くな
ど先行排水を行なっているエリア（南校区はみやま市が実
施）15，16提供：国土交通省九州地方整備局筑後川河
川事務所　17矢部川の「先行排水」などを説明してくれ
た国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所の皆さ
ん。矢部川出張所所長の橋口忍さん（中）、調査課企画係
長の梶原徹さん（右）、調査課企画係の楠原美沙さん（左）

長嶋・海津地区先行排水
クリーク流域面積 230ha
対象クリーク延長 15.1㎞
貯留効果 3,700㎥

南校区地区先行排水
クリーク流域面積 850ha
対象クリーク延長 48.0㎞
貯留効果 215,500㎥

主要河川
先行排水実施箇所
クリーク流域箇所

矢
部
川 

⇨

矢
部
川

矢
部
川

飯
江
川 

⇨

は
え
が
わ

⇦ 飯江川

飯江川飯江川

長嶋・海津

南校区

漁を終えた漁船が戻る矢部川河口の夕暮れ

九州地方整備局筑後川河川事務所と佐賀県の障害福祉サービス事業所のPICFA
（ピクファ）のコラボレーション「土木×アート」から生まれた作品群（ショベルカー、ス
コップ、ヘルメット）提供：国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所

15

16

17

矢部川下流域の先行排水実施エリア提供：みやま市

南校区

長嶋・海津

水廻り廻らす毛細水脈 矢部川49
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「アドバイザー会議」を実施 第29回「水にかかわる生活意識調査」
結果レポート公開

ミツカンの水づかい
～三木工場・ビオトープ～
オリエンテーション&ワークショップ実施

　1995年に調査を開始した「水にかか
わる生活意識調査」は、日常生活と水の
かかわりや意識を明らかにすることを目
的とした定点調査です。29回目となる
2023年度は、20代～60代の1500名を
対象に実施し、7月にHPで結果レポート
を公開しました。
　昨今の値上げラッシュのなか、水道や
電気などのライフライン料金について生
活者はどのように感じているのでしょうか。
今回は、このような状況下だからこその新たな試みとして、これら
の料金の妥当性や許容度を探る趣旨の設問を追加しました。また、
結果レポートのなかから、不安な災害で「線状降水帯」が急上昇
したことを取り上げ、リリースを発信。これをきっかけに「社会変化
と水インフラ研究会」にお声がけいただき、勉強会に参加しました。
　来年度は、第30回という節目を迎えますので、アドバイザー会
議や勉強会での学びを活かし、より有益な調査となるよう検討を
重ねてまいります。

　2023年6月、ミツカングループ社員向けの企画として「ミツカ
ンの水づかい～三木工場・ビオトープ～」を実施しました。昨年
に引き続き、水ジャーナリストの橋本淳司さんにご協力いただき、
オリエンテーション（6月6日）とビオトープを併設する三木工場
でのワークショップ（6月13日）を行ないました。
　オリエンテーションでは、現三木工場長が「三木工場の水使
用量、水循環システムの仕組み」を、三木工場設立に携わったミ
ツカンのOBが「当時の背景やコンセプト」を説明。そして、橋本
さんからは「現代社会における生産拠点（工場）での水事情」を
お話しいただきました。
　ワークショップでは、オリエンテーションでの内容を踏まえ、

実際に三木工場の利排水設備やビオトープを見学。また、三木
工場の排水を使用している地域関係者の方々から水の重要性
や三木工場の取り組みへの思いなどを伺い、さまざまな部門の
社員がチームごとに討議し、明日からできる「未来アクション紙
芝居」の作成・発表を行ないました。
　自社の水への取り組み、地域との関係性などを知り、これから
自分たちにできることを考える貴重な機会となりました。
　今後も、社員が自社の事業活動における「水」の重要性を認
識し、「水」に関する興味関心を深め、視野を広げる企画を継続
していくことで、「人と社会と地球の健康」の実現に貢献してまい
ります。

　2023年9月、当センターのアドバイザーである沖大幹さん、陣
内秀信さん、鳥越皓之さんとセンタースタッフが一堂に会してアド
バイザー会議を実施しました。
　本年度前半の活動内容、そして社外のステークホルダーに聞
き取りを行なった活動の評価を報告。さらに2024年度の活動計
画案をお伝えし、意見交換を行ないました。
　アドバイザーの方々から客観的かつ長期的な視点からいただ
いた数々のご意見をもとに、2024年度以降もセンター活動を推
進してまいります。

センター活動報告

調査

イベント

会議

2023年7月 
 
 

「水にかかわる生活意識調査」結果レポート 
ライフライン料金の妥当性と許容度に関する新規調査を実施 
水道料金は、3人に1人以上が「妥当だと感じている」 

＝調査期間：2023年5月30日(火)～6月5日(月)／対象エリア：東京圏・大阪圏・中京圏＝ 
  
ミツカン水の文化センター（株式会社Mizkan Partners 広報部内）では、今年6月に、東京圏（東京・神

奈川・埼玉・千葉）、大阪圏（大阪・兵庫・京都）、中京圏（愛知・三重・岐阜）の在住者1,500名を対象と
した「水にかかわる生活意識調査」を実施し、集計結果をまとめました。 
本調査は、1995年の第1回以降、日常生活と水のかかわりや意識を明らかにすることを目的とした定点調査と

して、継続性を重視する中に、その時々のトピックを取り入れながら調査を実施してまいりました。 
今年は、昨年のリニューアルにより追加した、水への関心や感謝、水に関する体験や経験といった生活者の水へ

の関心度を明らかにするための設問の継続に加え、水と災害にまつわる設問について2年ぶりに調査しました。さらに、
昨今の値上げラッシュを受け、水道をはじめとしたライフライン料金の妥当性や許容度を探る趣旨の調査を実施しま
した。また、今年も、当センターのアドバイザーであり、東京大学 大学院工学系研究科 教授の沖大幹先生に、
調査結果の解説をいただきました。 
なお、今年の調査データおよび過去（第1回～28回）の集計概要など詳細な情報は、ミツカン水の文化センター

のホームページ（https://www.mizu.gr.jp/）で公開しています。 
  

《調査結果》 
 

【１】 水への高関心度層に若者多し 
…「水にどの程度関心があるか？」に対し、 

20代・30代は「とても関心がある」が10％超で、他の年代を上回る結果に。 
 

【２】 不安な災害で「線状降水帯」が急上昇 
…「不安に感じる災害は？」に対し、 
「線状降水帯」の回答率が前回を7.1ポイント上回る24.4％と大幅増加。 
順位も12位→4位に急上昇。 

 
【３】 水道は、料金妥当で値上げも許容？ 

…各ライフラインの「料金について、現在どのように感じているか？」に対し、 
水道料金は、3人に1人以上が「妥当だと感じている」と回答。 

…「料金の値上げを受け入れやすい順位は？」の「1位」回答率において、 
水道料金が46.5％でトップ。 

 
◆沖大幹先生による解説 ～Oki’s View～ 

      水への関心：関心を左右するものとは？ 
      災 害：最近よく耳にする「線状降水帯」は以前から発生していた？ 
      水道料金：持続可能な水の安定供給のために― 

 
 

〔この件に関するお問い合わせ先〕 
ミツカン水の文化センター ホームページ内、お問い合わせフォーム（下記URL）よりお願いいたします。 

https://www.mizu.gr.jp/customer/group/mizu.html 
※ミツカングループでは、テレワーク勤務を推進しております。 
  誠に恐縮ですが、ホームページからのお問い合わせへのご理解とご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。 

 

第 29回（令和五年度）定点調査 

ミツカン東京ヘッドオフィスで開催したアドバイザー会議

三木工場・ビオトープで実施したワークショップの様子。円内は講師をお願いした水ジャーナリストの橋本淳司さん



編
集
後
記

琵
琶
湖
を
実
際
に
訪
れ
取
材
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
器
の
大
き

さ
に
魅
了
さ
れ
た
。
日
本
一
の
面
積
が
、
生
ま
れ
育
っ
た
知
多
半
島

が
す
っ
ぽ
り
収
ま
り
、
東
京
23
区
よ
り
も
広
い
こ
と
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
関
わ
る
全
て
の
人
を
包
み
込
み
、
自
分
勝
手
な
振
る
舞
い
に

も
理
解
を
示
し
、
周
り
か
ら
の
絶
大
な
信
頼
を
得
て
い
る
姿
に
、
憧

れ
に
似
た
大
人
の
余
裕
を
感
じ
た
の
だ
と
思
う
。（
五
）

長
い
歴
史
の
中
で
、
環
境
も
社
会
も
人
の
価
値
観
も
変
化
す
る
中
、

「
何
を
し
、何
を
し
な
い
方
が
良
か
っ
た
の
か
」
を
記
録
す
る
こ
と
が
、

後
世
の
大
き
な
財
産
に
な
る
と
伺
い
、「
水
と
人
」
と
の
関
係
を
追
い

続
け
て
き
た
琵
琶
湖
研
究
の
深
奥
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
同
じ
く

奥
深
い
「
ふ
な
ず
し
」
の
世
界
。
食
べ
比
べ
目
的
で
、
滋
賀
県
を
訪

問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。（
松
）

滋
賀
県
と
い
う
と
彦
根
城
を
思
い
出
し
ま
す
。
桜
の
季
節
に
訪
れ
た

彦
根
城
は
薄
曇
り
の
中
、
満
開
の
桜
と
天
守
が
素
晴
ら
し
い
風
景
を

つ
く
り
出
し
て
い
ま
し
た
。
堀
周
辺
も
散
歩
し
た
の
で
す
が
、
あ
の

堀
の
水
も
す
べ
て
琵
琶
湖
か
ら
引
い
て
い
る
の
か
と
今
さ
ら
な
が
ら

に
気
づ
き
ま
し
た
。
彦
根
城
の
堀
は
三
重
だ
っ
た
そ
う
な
の
で
、
次

は
外
堀
の
痕
跡
探
し
に
行
き
た
い
で
す
。（
飯
）

「
東
京
は
山
が
な
い
か
ら
、
ど
こ
に
い
る
か
わ
か
ら
ん
」。
山
の
多
い

土
地
で
育
っ
た
友
人
が
言
っ
て
い
た
。
琵
琶
湖
の
そ
ば
で
生
き
る

人
々
も
、
湖
水
と
山
々
が
か
た
ち
づ
く
る
風
景
で
自
分
の
立
ち
位
置

を
つ
か
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
自
分
に
と
っ
て
の
座
標
の
「
０
」
に

つ
い
て
の
話
は
、
そ
の
人
の
言
葉
が
聞
け
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思

う
。
そ
ん
な
取
材
は
楽
し
い
。（
秋
）

最
終
回
を
迎
え
た「
水
の
文
化
書
誌
」。
古
賀
さ
ん
か
ら
撮
影
用
に
書

籍
を
お
送
り
い
た
だ
く
や
り
取
り
を
、
水
の
文
化
26
号
か
ら
続
け
て

き
ま
し
た
。
そ
の
荷
物
の
中
に
は
必
ず
、
棒
ラ
ー
メ
ン
、
お
茶
、
お

菓
子
な
ど
福
岡
に
ち
な
ん
だ
お
土
産
が
。
同
郷
の
家
族
が
常
に
楽
し

み
に
し
て
い
ま
し
た
。
今
後
は
書
籍
の
や
り
取
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

い
つ
も
の
羊
羹
は
こ
れ
か
ら
も
お
送
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。（
力
）

大
津
で
地
元
の
人
し
か
い
な
い
食
堂
に
入
っ
て
昼
定
食
を
頼
ん
だ
。

唐
揚
げ
を
頬
張
り
つ
つ
学
習
船「
う
み
の
こ
」に
つ
い
て
聞
く
と「
乗

り
ま
し
た
！
」
と
若
い
店
員
さ
ん
が
声
を
弾
ま
せ
、
常
連
さ
ん
た
ち

は
「
俺
も
乗
っ
た
」「
一
年
違
い
で
乗
れ
な
か
っ
た
」
と
言
い
、厨
房

の
お
か
み
さ
ん
は
「
乗
っ
た
乗
ら
ん
で
年
齢
が
わ
か
る
か
ら
困
る
ん

よ
」
と
笑
う
。
な
ん
だ
か
幸
せ
な
昼
下
が
り
だ
っ
た
。（
前
）
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第75号
ホームページアドレス

https://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写転売

『水の文化』75号のアンケートにご協力く
ださい。機関誌『水の文化』をより充実した
ものにするため参考とさせていただきます。

回答はこちらから

今号の制作にご協力いただいた皆さまの書籍のなかから、琵琶湖や
滋賀県を深く知ることができる書籍を抽選で4名の読者に差し上げ
ます。右の「75号アンケート」にWebから回答のうえご応募ください。
なお、応募期限は2023年11月30日（木）とさせていただきます。

https://forms.office.com/r/pX5hTjdhuX

皆さまからの感想、
情報をお待ちしています ！

アンケート用紙をお持ちの方は
下記へご返信ください。

ＦＡＸ：03（6784）3056

水
の

文
化

 Inform
ation

①『忍びの滋賀―いつも京都の日陰で』（姫野カオルコさんの著書）
②『琵琶湖―水辺の文化的景観』（金田章裕さんの著書）

③『おいしい琵琶湖八珍―文化としての湖魚食』（滋賀県ミュージアム活性化推進委員会編）
④『RICE IS COMEDY―人口4000人のまちで仕掛ける「地域の生存戦略」』（ONESLASHの著書）

それぞれ1名

① ② ③

④

琵琶湖関連の書籍をプレゼント！



（上）朝焼けに染まる琵琶湖。時刻や天
候によってさまざまな表情を見せる
撮影：藤牧徹也

（下）現代風に湖魚料理をアレンジし、
おいしさを伝えつつ漁業を守ろうとする
BIWAKO DAUGHTERS
撮影：渡邉まり子

表紙：最北端の葛籠尾崎（つづらお
ざき）から琵琶湖を望む。古来、人び
とは琵琶湖とともに生きてきた
撮影：川本聖哉
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