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滋
賀
県
は
、
琵
琶
湖
を
中
心
に
４
つ

の
地
域
（
湖
北
・
湖
東
・
湖
南
・
湖
西
）

に
分
け
ら
れ
、
地
域
色
豊
か
な
生
活
文

化
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。
お
け
風
呂
も

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
風
土
に

密
着
し
て
育
ま
れ
て
き
た
文
化
の
ひ
と

つ
で
す
。 

　「
お
け
風
呂
」
と
は
、
お
も
に
湖
北

か
ら
湖
東
、
湖
南
に
か
け
て
使
わ
れ
て

き
た
風
呂
で
、
一
般
に
ゴ
エ
モ
ン
ブ
ロ

や
オ
ケ
ブ
ロ
と
呼
ば
れ
ま
す
。
底
の
な

い
丸
い
桶
を
、
平
皿
を
ひ
っ
く
り
返
し

た
よ
う
な
釜
の
上
に
す
え
て
、
か
ま
ど

で
少
量
の
湯
を
沸
か
し
、
体
を
つ
け

る
だ
け
で
な
く
、
桶
に
笠
や
ふ
た
を

し
て
蒸
気
で
桶
内
を
温
め
る
、
お
風

呂
と
サ
ウ
ナ
の
中
間
の
よ
う
な
風
呂

で
す
。 

　
特
に
、
湖
北
・
湖
東
で
使
わ
れ
て

き
た
お
け
風
呂
の
形
は
、
横
か
ら
扉

を
開
け
て
入
る
独
特
の
も
の
で
、
全

国
的
に
み
て
も
特
異
な
形
を
し
て
い

ま
す
。
琵
琶
湖
博
物
館
の
収
蔵
庫
に
は
、

６
つ
の
お
け
風
呂
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、

Ｃ
展
示
室
の
冨
江
家
で
は
、
湖
東
の

お
け
風
呂
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
お
け
風
呂
に
は
、
風
呂
桶

の
形
だ
け
で
な
く
、
そ
の
使
い
方
に
、

〝
環
境
に
や
さ
し
い
〞
く
ら
し
方
を

考
え
て
い
く
た
め
の
多
く
の
ヒ
ン
ト

が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
お
け
風
呂
は
、

少
な
い
湯
で
風
呂
桶
内
を
温
め
る
た
め
、

燃
料
や
水
の
節
約
に
な
り
ま
す
。
残

り
湯
は
、
小
便
と
混
ぜ
て
肥
料
と
し

て
利
用
す
る
の
で
、
川
の
水
を
汚
し

ま
せ
ん
。 

　
現
代
の
私
た
ち
は
、
昭
和
20
〜
30

年
代
ま
で
、
農
家
で
行
わ
れ
て
い
た
、

お
け
風
呂
の
使
い
方
か
ら
、「
環
境
に

や
さ
し
い
無
駄
の
な
い
循
環
型
の
く

ら
し
方
」
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
ぜ
ひ
、
琵
琶
湖
博
物
館
の
冨
江
家

を
訪
ね
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ビ
ア
樽

の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
形
を
し
た
お

け
風
呂
に
実
際
に
ふ
れ
て
い
た
だ
き

な
が
ら
、
ほ
ん
の
40
、
50
年
前
ま
で
、

農
家
の
方
々
が
実
践
し
て
い
た

「〝
環
境
に
や
さ
し
い
〞
く
ら
し
の
知
恵
」

に
つ
い
て
、
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。 

太湖の位置 

家船と、その沖合の家船の人たちに 
よってつくられた細い長いヨシ原 

冨江家のおけ風呂 ▼
 

船溜まり簡略図 

　
日
本
に
は
「
う
ま
い
水
」、
中
国
で

は
「
あ
ま
い
水
」
と
い
う
表
現
が
あ
り

ま
す
。
豊
か
で
安
全
な
水
が
求
め
続
け

ら
れ
て
い
る
現
在
、
人
々
は
、
日
常

生
活
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
「
水
」

や
「
水
辺
」
と
接
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。 

　
中
国
・
江チ

ア
ン

蘇ス
ー

省
太タ
イ

湖フ
ゥ

で
は
、
古
く

か
ら
多
く
の
「
家
船
生
活
者
」（
中
国

語
名
で
「
連
家
船
漁
民
」）
が
太
湖
の

「
水
」
や
「
水
辺
」
と
関
わ
り
な
が
ら

暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。
太
湖
の
家
船

生
活
者
は
、
家
船
以
外
に
漁
業
を
す

る
た
め
、
家
船
よ
り
も
や
や
小
ぶ
り

の
舟
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
漁
業

を
営
ん
で
い
ま
す
。 

　
家
船
は
、
太
湖
の

岸
辺
に
近
い
特
定
の

場
所
に
停
泊
し
て
い

る
こ
と
が
多
い
で
す
。

通
常
、
家
船
の
停
泊

す
る
船
溜だ

ま
り
に
は
、
数
艘
の
家
船

が
か
た
ま
っ
て
停
泊
し
て
い
ま
す
。

船
溜
ま
り
は
場
所
に
よ
っ
て
様
々
な

形
態
を
と
り
ま
す
が
、
一
つ
の
典
型

的
な
例
と
し
て
無ウ
ー

錫シ

市
近
郊
の
船
溜

ま
り
を
模
式
化
す
れ
ば
、
図
の
通
り

で
す
。
図
の
両
側
に
沖
へ
向
け
て
細

長
い
ヨ
シ
原
は
、
家
船
の
人
た
ち
に

よ
っ
て
、
年
代
を
か
け
て
作
ら
れ
た

も
の
で
す
。
こ
の
ヨ
シ
原
で
は
ヨ
シ

そ
の
も
の
の
利
用
も
あ
り
ま
す
が
、

家
船
に
対
す
る
風
除
け
と
家
船
の
安

定
し
た
停
泊
の
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
ヨ
シ
原
の
間
が
い
わ
ば

門
に
あ
た
り
、
地
元
の
太
湖
漁
民
は
「
進

出
口
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
船
の
沖

側
の
水
辺
空
間
に
対
し
て
、
そ
の
家

船
は
特
定
の
権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
カ
モ
を
飼
っ
た
り
、
ヨ
シ
な

ど
の
植
物
を
植
え
た
り
す
る
の
で
す
。

ま
た
、
家
船
の
人
た
ち
は
、
通
常
、

畑
も
持
っ
て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
こ

の
船
溜
ま
り
を
利
用
し
て
い
る
人
た

ち
が
、
奥
ま
っ
た
や
や
恵
ま
れ
た
畑

を
利
用
し
、
新
し
く
来
た
人
た
ち
は

沖
に
近
い
方
の
畑
を
利
用
し
ま
す
。 

　
中
国
の
近
代
化
に
と
も
な
い
、
太

湖
と
暮
ら
す
家
船
生
活
も
変
化
を
余

儀
な
く
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
湖
周

辺
の
農
山
漁
村
に
お
け
る
「
水
」
あ

る
い
は
「
水
辺
」

が
ど
の
よ
う
に

変
貌
し
て
き
た

の
か
を
捉
え
て

い
く
こ
と
は
、

今
後
、
さ
ら
に

必
要
に
な
っ
て

く
る
で
し
ょ
う
。 
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