
伝
統
知
・
地
域
知
を
活
用
し
た
自
然
護
岸
の

再
生

　
手
引
き
書
を
踏
ま
え
た
自
然
護
岸
の
再
生

が
二
〇
二
〇
年
に
始
ま
り
ま
し
た
。
新
田
を

開
発
す
る
に
あ
た
り
、
洪
水
時
に
湖
へ
流
下

し
た
土
砂
を
活
用
す
る
伝
統
知
・
地
域
知
を

先
に
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
自
然
護
岸

の
再
生
に
応
用
さ
れ
ま
し
た
。
近
年
の
河
川

で
は
、
上
流
部
に
は
砂
防
堰
堤
が
築
か
れ
、

土
砂
が
溜
ま
り
や
す
い
中
～
下
流
域
で
は
定

期
的
な
土
砂
の
浚
渫
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

（
写
真
７
）。
そ
の
結
果
、
土
砂
が
湖
に
流
下

す
る
機
会
が
著
し
く
減
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
一
方
、
浚
渫
さ
れ
た
土
砂
の
処
分

が
（
写
真
７
下
）、
河
川
管
理
者
に
と
っ
て

少
な
か
ら
ぬ
負
担
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
流
入
河
川
で
浚
渫
さ
れ
た
土
砂
を
、

本
来
で
あ
れ
ば
流
入
す
る
は
ず
の
湖
に
お
い

て
自
然
護
岸
再
生
の
資
材
に
利
用
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
防
災
・

減
災（
河
道
浚
渫
と
湖
で
の
自
然
護
岸
再
生
）

と
自
然
再
生
（
自
然
護
岸
再
生
に
よ
る
生
息

場
所
の
再
生
）の
両
立
を
目
指
し
た
の
で
す
。

こ
の
方
針
に
従
い
、
二
〇
二
〇
～
二
〇
二
一

年
度
に
は
、
三
方
五
湖
内
の
三
か
所
で
自
然

護
岸
が
再
生
さ
れ
ま
し
た
。

　
海
に
最
も
近
い
久
々
子
湖
は
（
図
１
）、

も
と
も
と
砂
浜
が
多
い
湖
で
し
た
。
こ
の
湖

の
漁
業
者
の
間
に
は
「
河
川
が
湖
に
運
ん
だ

土
砂
は
冬
の
北
風
で
拡
が
っ
て
砂
浜
に
な

る
」
と
い
う
口
伝
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
知
識

を
応
用
し
た
自
然
護
岸
再
生
の
試
み
が
久
々

子
湖
で
始
ま
り
ま
し
た
。
季
節
風
が
強
く
吹

く
冬
が
始
ま
る
頃
、
風
下
に
あ
た
る
湖
の
南

岸
（
か
つ
て
砂
浜
が
広
が
っ
て
い
た
場
所
）

の
一
ヶ
所
に
、
流
入
河
川
で
浚
渫
し
た
土
砂

を
搬
入
し
、
そ
の
後
は
、
風
ま
か
せ
・
波
ま

か
せ
で
砂
浜
を
拡
げ
ま
し
た
（
図
６
）。
こ

の
よ
う
な
、
自
然
の
力
を
頼
り
に
自
然
再
生

を
進
め
る
方
法
は
「
自
然
を
活
か
し
た
工

法
：Building with nature

」
と
呼
ば
れ
、

オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
巨
大
養
浜
事
業
に
前
例

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
法
で
は
、
砂
浜
を
整

地
す
る
際
に
工
事
車
両
を
使
わ
ず
、
代
わ
り

に
風
や
波
と
い
っ
た
自
然
の
力
を
利
用
し
ま

す
。
そ
の
た
め
、
事
業
に
係
る
出
費
を
抑
制

で
き
る
だ
け
で
な
く
、
二
酸
化
炭
素
排
出
の

抑
制
に
も
つ
な
が
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
自

然
の
力
を
借
り
て
再
生
し
た
砂
浜
で
は
、
砂

浜
に
な
ら
な
か
っ
た
場
所
に
比
べ
て
、
手
引

き
書
で
保
全
・
再
生
の
対
象
と
し
た
ゴ
カ
イ

の
仲
間
や
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
な
ど
の
生
物
の
密

度
が
、
著
し
く
増
え
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
知
・
地
域
知
を

写真 6　かつての湖岸の姿を知るための聞取り調査（提供：関岡裕
明）

写真 7　流入河川の上流部に築かれた砂防堰堤（上）と下流部で浚渫された土
砂（下）

写真 5　ヨシが繁茂する湖岸
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う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
三
方
五
湖
で
も
、

自
然
再
生
協
議
会
が
伝
統
知
・
地
域
知
を
活

用
し
た
取
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
三
方
五
湖
自
然
再
生
協
議
会
は
、
三
方
五

湖
と
そ
の
周
辺
地
域
で
自
然
再
生
を
実
施
す

る
た
め
の
推
進
母
体
と
し
て
、
二
〇
一
一
年

五
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。「
湖
と
里
を
と

り
ま
く
自
然
と
人
の
つ
な
が
り
の
再
生
」
を

目
標
に
掲
げ
、
六
つ
の
部
会
が
自
然
再
生
事

業
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
の
部
会
活

動
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
知
・
地
域
知

が
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
湖
の

近
く
に
あ
り
洪
水
の
時
に
浸
水
し
や
す
い
水

田
や
水
路
が
、
フ
ナ
や
コ
イ
な
ど
の
魚
類
の

産
卵
や
仔
魚
の
生
育
に
重
要
な
場
所
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
知
識
は
、
水
田
で
耕
作
す
る

農
業
者
だ
け
で
な
く
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
関

係
者
の
間
で
、
世
代
を
超
え
て
広
く
共
有
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
伝
統
知
・
地
域
知
は
、

水
田
と
水
路
を
つ
な
ぐ
水
田
魚
道
の
設
置
と

そ
の
管
理
、
シ
ュ
ロ
を
使
っ
た
水
路
で
の
採

卵
と
水
田
で
の
仔
魚
育
成
な
ど
の
形
で
、
魚

類
の
繁
殖
や
生
育
を
再
生
す
る
取
組
み
に
活

か
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
５
）。

　
ま
た
、
ヨ
シ
な
ど
の
水
生
植
物
が
繁
茂
す

る
湖
岸
は
、
魚
介
類
の
棲
み
処
や
ゆ
り
か
ご

で
あ
る
と
同
時
に
、
陸
地
の
浸
食
や
高
潮
に

よ
る
浸
水
の
リ
ス
ク
を
軽
減
し
て
く
れ
る
自 図 5　産卵のために用水路へ遡上したコイ（上）と採卵用のシュロへ産卵するコイ（下）

写真 4　洪水発生時（2017 年 10 月）に河川が湖に運んだ土砂。こうした
土砂が湖辺の新田開発に用いられた

然
の
護
岸
で
も
あ
り
ま
す
（
写
真
５
）。
三

方
五
湖
自
然
再
生
協
議
会
で
は
、
こ
の
「
自

然
護
岸
」
の
再
生
に
取
り
組
む
自
然
護
岸
再

生
部
会
が
設
け
ら
れ
、
二
〇
一
六
年
よ
り
自

然
護
岸
を
再
生
す
る
た
め
の
検
討
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
三
方
五
湖
で
は
江
戸
時
代
よ
り

干
拓
と
埋
立
て
に
よ
っ
て
湖
岸
の
多
く
が
陸

地
化
さ
れ
、
昭
和
時
代
の
後
期
に
は
、
わ
ず

か
に
残
っ
た
自
然
の
湖
岸
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト

護
岸
に
置
き
換
え
ら
れ
ま
し
た
。
自
然
護
岸

を
再
生
す
る
た
め
に
は
、
湖
岸
の
本
来
の
姿

を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
三
方
五
湖
で

は
そ
の
た
め
の
科
学
的
知
見
が
非
常
に
限
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
か
つ
て
の
湖
岸

の
姿
を
知
る
た
め
の
聞
取
り
調
査
を
行
う

こ
と
に
し
ま
し
た
。
三
方
五
湖
に
コ
ン
ク

リ
ー
ト
護
岸
が
導
入
さ
れ
る
よ
り
前
と
な
る

一
九
七
五
年
以
前
の
湖
岸
の
風
景
と
往
時

の
生
物
相
を
知
る
漁
業
者
と
湖
岸
に
出
か

け
、
現
地
を
見
な
が
ら
聞
取
り
を
行
い
ま
し

た
（
写
真
６
）。
こ
の
調
査
結
果
に
基
づ
い

て
、
今
後
行
う
自
然
護
岸
の
再
生
方
針
に

関
す
る
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果

は
「
久
々
子
湖
、
水
月
湖
、
菅
湖
、
三
方
湖

お
よ
び
は
す
川
等
の
自
然
護
岸
再
生
の
手
引

き
」（
以
下
、手
引
き
書
）と
し
て
整
理
さ
れ
、

二
〇
二
〇
年
三
月
に
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
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祭
礼
が
地
域
の
絆
を
生
み
、
漁
業
を
中
心
に

地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
る
点
な

ど
も
評
価
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う

し
た
情
報
を
今
に
伝
え
て
く
れ
る
伝
統
知
・

地
域
知
が
し
っ
か
り
と
地
域
に
保
全
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の

認
定
を
主
導
し
た
三
方
五
湖
世
界
農
業
遺
産

推
進
協
議
会
を
中
心
と
し
て
、
伝
統
漁
法
を

継
承
す
る
た
め
の
技
術
講
習
会
や
、
湖
魚
料

理
の
啓
発
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
写

真
９
）。
こ
う
し
た
生
活
の
中
で
受
け
継
が

れ
て
き
た
地
域
文
化
の
継
承
は
、
三
方
五
湖

自
然
再
生
協
議
会
の
全
体
構
想
に
も
位
置
付

け
ら
れ
た
目
標
で
も
あ
り
ま
す
。
今
後
、
自

然
再
生
協
議
会
や
農
業
遺
産
の
取
組
み
に
よ

り
、
三
方
五
湖
の
伝
統
知
・
地
域
知
が
次
の

世
代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。
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踏
ま
え
た
自
然
護
岸
の
再
生
活
動
は
、
今
、

三
方
五
湖
地
域
で
着
実
に
進
み
つ
つ
あ
り
ま

す
。

地
域
文
化
の
継
承
と
課
題

　
三
方
五
湖
地
域
で
は
、
昭
和
時
代
の
中
頃

写真 9　現代風にアレンジされた湖魚料理

写真 8　神事で奉納される三方五湖で捕れたフナ（提供：関岡裕明）

ま
で
漁
業
を
中
心
と
し
た
生
活
が
受
け
継
が

れ
て
き
ま
し
た
。
湖
で
獲
れ
た
魚
介
類
は
生

活
の
糧
に
用
い
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
祭
礼

に
も
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
あ
る
神
社
で

は
、
中
世
か
ら
伝
わ
る
五
穀
豊
穣
祈
願
の
神

事
の
中
で
、
湖
で
漁
獲
さ
れ
た
フ
ナ
が
神
饌

と
し
て
、
定
め
ら
れ
た
作
法
で
奉
納
さ
れ
て

き
ま
し
た
（
写
真
８
）。
ま
た
、
他
の
神
社

で
は
湖
で
獲
れ
た
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
が
供
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
高
度
経
済
成
長

期
が
訪
れ
る
と
と
も
に
漁
業
離
れ
が
進
み
、

近
年
で
は
漁
業
者
の
高
齢
化
と
後
継
者
不
足

が
進
行
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
神
事

の
作
法
が
簡
素
化
さ
れ
た
ほ
か
、
湖
魚
料
理

を
食
べ
る
機
会
も
著
し
く
減
り
ま
し
た
。今
、

長
き
に
わ
た
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
湖
の
漁

業
と
、
そ
れ
に
根
差
し
た
地
域
文
化
の
継
承

が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
福
井
県
と
三
方

五
湖
が
立
地
す
る
若
狭
町
・
美
浜
町
は
、
湖

の
伝
統
漁
法
と
そ
れ
に
根
差
し
た
地
域
文
化

を
継
承
し
て
い
く
た
め
の
新
た
な
取
組
み
を

開
始
し
、
二
〇
一
九
年
二
月
に
「
三
方
五
湖

の
汽
水
湖
沼
群
漁
業
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
日

本
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
認

定
に
あ
た
っ
て
は
、
塩
分
濃
度
が
異
な
る
五

つ
の
湖
で
、
四
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ

獲
り
す
ぎ
な
い
伝
統
漁
法
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
点
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
漁

獲
量
や
漁
期
の
申
合
せ
・
相
互
監
視
な
ど
に

よ
っ
て
生
物
多
様
性
の
保
全
が
図
ら
れ
て
い

る
点
や
、
湖
辺
の
集
落
に
点
在
す
る
神
社
や

図 6　自然の力を利用して再生した砂浜（白線内に囲まれた部分）
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祭
礼
が
地
域
の
絆
を
生
み
、
漁
業
を
中
心
に

地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
る
点
な

ど
も
評
価
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う

し
た
情
報
を
今
に
伝
え
て
く
れ
る
伝
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知
・

地
域
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が
し
っ
か
り
と
地
域
に
保
全
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の

認
定
を
主
導
し
た
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方
五
湖
世
界
農
業
遺
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推
進
協
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会
を
中
心
と
し
て
、
伝
統
漁
法
を

継
承
す
る
た
め
の
技
術
講
習
会
や
、
湖
魚
料

理
の
啓
発
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
写

真
９
）。
こ
う
し
た
生
活
の
中
で
受
け
継
が

れ
て
き
た
地
域
文
化
の
継
承
は
、
三
方
五
湖

自
然
再
生
協
議
会
の
全
体
構
想
に
も
位
置
付

け
ら
れ
た
目
標
で
も
あ
り
ま
す
。
今
後
、
自

然
再
生
協
議
会
や
農
業
遺
産
の
取
組
み
に
よ

り
、
三
方
五
湖
の
伝
統
知
・
地
域
知
が
次
の

世
代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。
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