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魚
と
人
の
１
万
年 

　
琵
琶
湖
地
域
で
は
、
１
万
年
以
上
に

わ
た
っ
て
、
魚
と
人
と
が
関
わ
り
を
持

ち
続
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
関
係

が
今
に
至
る
ま
で
、
ず
っ
と
同
じ
だ
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
魚

と
私
た
ち
人
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
琵
琶
湖
の
魚
た
ち
、
特
に
コ
イ
科
魚

類
（
鯉
や
鮒
の
な
か
ま
）
に
と
っ
て
、

人
は
天
敵
で
し
た
。
産
卵
の
た
め
湖
辺

に
近
づ
い
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
沖
合

い
を
遊
泳
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
、
さ

ま
ざ
ま
な
手
段
で
捕
獲
し
よ
う
と
し
て

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
お
よ
そ
１
２

５
０
年
ほ
ど
前
か
ら
、
人
が
魚
た
ち
に

対
し
て
奇
妙
な
行
動
を
と
り
始
め
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
殺せ

っ

生し
ょ
う

禁
断
で
す
。 

 

殺
生
禁
断
と
は 

　
殺
生
禁
断
と
は
、
仏
教
の
一
番
大
切

な
戒か

い

律り
つ

で
あ
る
不
殺
生
戒
（
生
き
物
を

殺
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
決
ま
り
）

を
守
っ
て
、
強
制
的
に
生
き
物
を
殺
さ

せ
な
い
と
い
う
行
為
で
す
。
通
常
は
、

時
間
を
限
定
し
た
り
、
場
所
を
限
定
し

た
り
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、

お
寺
の
境
内
や
周
辺
で
は
厳
重
に
実
行

さ
れ
ま
し
た
。
図
１
は
、
14
世
紀
に

描
か
れ
た
『
石
山
寺
縁
起
』

に
見
え
る
殺
生
禁
断
の
様

子
で
す
。
簗や

な

と
よ
ば
れ
る

魚
を
捕
る
仕
掛
け
が
僧
侶

た
ち
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
、

捕
ら
れ
た
魚
が
お
寺
の
人

間
に
よ
っ
て
逃
が
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
僧
侶
が

網
を
切
り
、
漁
師
３
人
が

追
い
払
わ
れ
て
い
ま
す
。
場
所
は
石

山
寺
近
く
の
瀬
田
川
で
、
観
音
様
の

目
の
前
で
の
殺
生
は
特
に
許
さ
な
い

と
い
う
石
山
寺
の
強
い
意
志
が
こ
の

絵
に
は
描
き
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

仏
教
の
教
え
を
守
る
た
め
に
お
寺
が

武
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
当
時
と
し

て
は
当
然
の
こ
と
で
、
単
に
教
義
と

し
て
不
殺
生
が
布
教
さ
れ
て
い
た
だ

け
で
な
く
、
実
際
の
武
力
に
よ
っ
て

殺
生
禁
断
が
強
制
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

 

奥
島
の
殺
生
禁
断 

―
１
通
の
古
文
書
か
ら
― 

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
武
力
で
強

制
さ
れ
た
殺
生
禁
断
に
も
抜
け
道
が

あ
り
ま
し
た
。
図
２
は
、
琵
琶
湖
の

東
部
、
奥
島
（
近
江
八
幡
市
）
の
長

命
寺
周
辺
の
殺
生
禁
断
に
つ
い
て
、

弘
長
２
年
（
１
２
６
２
年
）、
近
江
の

守
護
佐
々
木
泰や

す

綱つ
な

が

下
し
た
裁
判
の
判
決

文
で
す
。
長
命
寺
の

寺
僧
ら
を
訴
え
た
の

は
奥
島
の
大
嶋
神
社

の
神
主
ら
で
、
法
廷

で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ

う
な
主
張
を
し
て
い

ま
す
。 

大
嶋
神
社
神
主
ら

　
魚
が
１
０
０
０
喉こ

ん
（
匹
）
に
な

る
前
に
寺
僧
ら
が
□え

り

を
壊
し
た
。 

長
命
寺
寺
僧
ら
　
魚
が
１
０
０
０

喉
に
な
っ
た
上
で
の
行
動
で
あ
る
。 

　
こ
の
両
者
の
主
張
か
ら
、
大
嶋
神

社
の
、
□
と
よ
ば
れ
る
魚
を
捕
る
仕

掛
け
が
、
実
は
長
命
寺
周
辺
の
殺
生

禁
断
の
エ
リ
ア
内
に
設
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
、
１
０
０

０
喉
ま
で
は
捕
獲
し
て
よ
い
と
い
う

お
寺
と
神
社
と
の
協
定
の
も
と
で
運

営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
現
実
の
殺
生
禁
断
は
、

一
方
で
は
武
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ

つ
つ
も
、
漁ぎ

ょ

撈ろ
う

を
全
否
定
す
る
の
で

は
な
く
、
一
方
で
は
現
在
の
資
源
管

理
に
も
通
じ
る
よ
う
な
形
で
、
漁
撈

と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
実
施
さ

れ
て
い
た
の
で
し
た
。 

 

殺
生
禁
断
の
歴
史
的
な
意
味 

　
で
は
、
こ
う
し
た
殺
生
禁
断
は
、

魚
と
人
と
の
１
万
年
以
上
の
歴
史
の

な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
歴
史
家
の
網

野
善
彦
さ
ん
は
、
殺
生
禁
断
が
漁
撈

の
発
展
に
と
っ
て
「
ブ
レ
ー
キ
」
と
な

り
、
漁
撈
お
よ
び
漁
民
に
「
消
極
的
意

味
を
も
つ
影
響
」
を
及
ぼ
し
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
ま
す
（
網
野
善
彦
、
２

０
０
１
）。
確
か
に
琵
琶
湖
で
も
、
そ

う
し
た
側
面
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。 

　
し
か
し
、
私
は
む
し
ろ
、
殺
生
禁

断
の
現
実
的
圧
力
の
中
で
、
漁
撈
が

不
殺
生
戒
と
折
り
合
い
を
つ
け
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ

の
後
の
漁
撈
は
、
魚
に
対
す
る
む
き

出
し
の
欲
望
に
沿
う
形
で
発
展
し
た

の
で
は
な
く
、
欲
望
を
抑
制
す
る
要

素
を
抱
え
つ
つ
展
開
し
た
の
で
す
。 

　
殺
生
禁
断
は
13
世
紀
を
ピ
ー
ク
に

下
火
に
な
っ
て
い
く
よ
う
で
す
。
大

き
な
流
れ
と
し
て
は
、
漁
撈
そ
の
も

の
を
禁
止
・
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、

「
殺
し
て
お
い
て
供
養
す
る
」（
塚
本
学
、

１
９
９
５
）
と
い
う
方
向
、
事
後
に
抑

制
す
る
方
向
に
向
か
い
ま
す
。
と
は

い
え
、
私
た
ち
の
社
会
が
歴
史
の
中

で
漁
撈
の
無
原
則
な
発
展
を
抑
制
す

る
要
素
を
獲
得
し
て
き
た
意
味
は
決

し
て
小
さ
く
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
魚

と
の
関
わ
り
方
を
模
索
す
る
上
で
、
も

し
か
し
た
ら
一
つ
の
財
産
と
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

図１　『石山寺縁起』巻二（鎌倉時代・14世紀／石山寺所蔵） 

図２　近江国守護佐々木泰綱下文（鎌倉時
代・弘長２年（1262年）／長命寺所蔵） 

　
本
稿
は
琵
琶
湖
博
物
館
総
合
研
究
「
東
ア
ジ
ア
の
中

の
琵
琶
湖:

コ
イ
科
魚
類
の
展
開
を
軸
と
し
た
環
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史
に

関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
を
紹
介
し
た
も
の
で
す
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