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土
地
柄
が
独
特
の
水
文
化
を
生
み
だ
し
た 

 

　
莫
大
な
量
の
水
を
た
た
え
、
近
畿
地
方
の
約
１
３
０
０
万

人
の
命
と
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る
琵
琶
湖
。
周
辺
に
は
、
古

く
か
ら
水
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
文
化
が
発
展
し
て

き
た
。
そ
の
中
で
も
、
湖
西
に
位
置
す
る
高
島
市
新
旭
町
の

針
江
地
区
は
、「
生
水
の
郷
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。 

　
こ
こ
は
、
背
後
の
比
良
山
系
に
降
っ
た
雪
や
雨
が
、
何
年

も
か
け
て
伏
流
水
と
な
り
、
や
が
て
琵
琶
湖
に
流
れ
こ
む
土

地
。
豊
か
な
湧
き
水
が
あ
る
た
め
、
昔
か
ら
人
々
が
住
み
、

集
落
を
つ
く
っ
て
き
た
。 

　
こ
の
針
江
地
区
の
各
家
々
で
は
、
豊
富
に
湧
き
出
す
地
下

水
を
生
活
用
水
と
し
て
利
用
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
設
け

て
い
る
の
が
川
端
と
呼
ば
れ
る
水
仕
事
用
の
施
設
で
あ
る
。

「
生
水
の
郷
委
員
会
」
の
石
津
文
雄
さ
ん
に
よ
る
と
、「
か
つ

て
は
、
琵
琶
湖
畔
の
あ
ち
こ
ち
に
川
端
は
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、

今
こ
れ
だ
け
ま
と
ま
っ
て
現
役
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は
針

江
地
区
だ
け
」
と
の
こ
と
。 

　
も
ち
ろ
ん
、
水
と
水
路
を
き
れ
い
に
保
つ
に
は
、
各
戸
の

協
力
が
欠
か
せ
な
い
。
昔
か
ら
こ
の
地
域
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
で
水
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
、
き
ち
ん
と
し
た
ル
ー
ル

と
信
頼
関
係
が
あ
っ
た
。 

　「
川
端
は
、
地
下
水
が
湧
き
出
る
『
元
池
』
と
、
そ
の
周
囲

の
『
坪
池
』
や
『
端
池
』
で
成
り
立
っ
て
い
て
、
私
た
ち
は
、

そ
れ
ぞ
れ
を
う
ま
く
使
い
分
け
て
い
る
ん
で
す
」
と
石
津

さ
ん
。 

　
具
体
的
に
は
、
元
池
の
水
は
、
い
ち
ば
ん
き
れ
い
な
水
と

し
て
飲
み
水
や
炊
事
用
に
使
わ
れ
る
。
次
の
坪
池
で
は
野
菜

な
ど
を
洗
っ
た
り
す
る
ほ
か
洗
顔
な
ど
も
し
、
さ
ら
に
次
の

端
池
で
は
鍋
や
食
器
を
洗
う
。
器
に
つ
い
た
お
焦
げ
や
食
べ

か
す
な
ど
は
、
そ
こ
に
放
さ
れ
て
い
る
鯉
た
ち
の
エ
サ
と
な

り
、
水
を
き
れ
い
に
し
て
く
れ
る
。「
魚
た
ち
と
う
ま
く
付

坪池の水で野菜を洗う。家の中で段階的に使われた水は家の前の水路に入り、また隣家の端池につ
ながる。そして再び水路に戻って、やがて琵琶湖に流れて行く。これらのシステムの総称が「川端」だ

今も続く水と共にある暮らし 
川端をめぐる水の文化 〈針江生水の郷〉 

しょう    ずか　 ばた

か  

ば
た 

し
ょ
う
ず 

も
と
い
け 

つ
ぼ
い
け 

は
た
い
け 
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端
池
で
は
鍋
や
食
器
を
洗
う

器
に
つ
い
た
お
焦
げ
や
食
べ

か
す
な
ど
は
、
そ
こ
に
放
さ
れ
て
い
る
鯉
た
ち
の
エ
サ
と
な

り
、
水
を
き
れ
い
に
し
て
く
れ
る
。「
魚
た
ち
と
う
ま
く
付

き
合
い
な
が
ら
、
水
を
大
切
に
使
う
工
夫
が
古
く
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
ん
で
す
」。 

　
石
津
さ
ん
が
副
代
表
を
し
て
い
る
「
生
水
の
郷
委
員
会
」

が
誕
生
し
た
の
は
今
か
ら
５
年
前
の
こ
と
。
そ
の
き
っ
か
け

は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
映
像
詩 

里
山
・

命
め
ぐ
る
水
辺
」
の
中
で
、
琵
琶
湖
畔
の
生
き
物
た
ち
の
生

態
と
と
も
に
、
こ
の
地
の
川
端
の
暮
ら
し
が
紹
介
さ
れ
た
こ

と
だ
と
い
う
。 

　「
地
域
の
自
然
、
景
観
、
湧
き
水
の
文
化
な
ど
に
関
心
を

抱
い
た
来
訪
者
が
一
気
に
増
え
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
、

心
な
い
一
部
の
人
が
個
人
の
家
を
覗
き
見
た
り
、
炊
事
場

の
道
具
を
動
か
し
た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
住
民
が
不
安
感

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
町
の
有
志
が
集

ま
っ
て
、
地
元
の
人
が
安
心
で
き
て
、
来
訪
者
も
満
足
し
て

見
学
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
を
作

り
ま
し
た
」 

　
同
会
で
は
、
落
ち
着
い
て
町
を
見
学
し
た
い
人
た
ち
に
対

し
て
、
有
償
で
ガ
イ
ド
を
実
施
し
て
い
る
。
集
落
を
巡
る
水

路
網
や
湧
水
を
利
用
し
た
川
端
を
見
学
し
、
さ
ら
に
、
川
に

戻
さ
れ
た
水
を
最
後
に
浄
化
す
る
琵
琶
湖
畔
の
ヨ
シ
群
落
に

ま
で
足
を
伸
ば
す
。「
水
は
森
か
ら
生
ま
れ
て
琵
琶
湖
に
流
れ

込
み
ま
す
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
で
す
」

と
石
津
さ
ん
。 

　
昔
な
が
ら
の
佇
ま
い
を
色
濃
く
残
す
静
か
な
旧
家
が
並
ぶ

針
江
の
町
を
歩
く
と
、
水
路
を
流
れ
る
澄
ん
だ
水
が
各
所
で

目
に
と
ま
る
。
こ
の
町
の
人
た
ち
は
、
湧
き
水
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
ら
の
水
も
含
め
て
、
自
分
た
ち
の
周
り
に
あ
る
水
を
「
し

ょ
う
ず
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
名
の
通
り
、
こ
の
地
の
清
ら
か
な
水

は
、
ま
さ
に
「
生
き
た
水
」「
生
き
る
水
」「
命
の
水
」
な
の
だ

と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
。  

（
文
責
・
Ｃ
Ｅ
Ｌ
編
集
室
） 

案内役の石津さんの本職は農業で、この地域で有機農
法を行っている。絶滅しかかった地域固有の生き物の生
息環境の再生や、渡り鳥の生息地づくりにも努めている

自然の浄化作用の上で重要な役割を果たすヨシ群落。
地域の子どもたちやボランティアの方々とともに再生に向け
たさまざまな努力があった

琵琶湖畔の船着場。魚と野鳥の豊かな生息場所でもあり、
かつての琵琶湖周辺にはこういう景色が広がっていたという

小学生の登校路にある川端には「御自由にお飲みください」の文字が。
夏場など、子どもたちが喜んで飲んでいくという

町を流れる「針江大川」の水は、ほとんどが湧き水のため、年間を通して水温が一定に保たれてい
る。夏は冷たく冬は温かいので、「真冬には蒸気が上がることもあります」と石津さん

都会での雑踏から離れて川端の
生活体験ができるよう、古い民家
を利用した宿泊施設も用意されて
いる（自炊のみで要予約）

針江地区の中心に位置する公民
館前の公園には水車が設けられて
おり、夏には周辺の水辺で豊かに
梅花藻の花が咲く
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