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県
内
52
年
ぶ
り

市
内
で
は
64
年
ぶ
り
の
指
定

長
浜
市
内
に
あ
る
５
件
の
国
宝
は
、

い
ず
れ
も
戦
前
の
古
社
寺
保
存
法
や
国

宝
保
存
法
に
基
づ
く
旧
国
宝
を
、
現
在

の
文
化
財
保
護
法
で
国
宝
と
し
た
も
の

で
、
昭
和
29
年
３
月
20
日
ま
で
に
指
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
菅
浦
文
書
」
の

指
定
は
、
市
内
で
は
実
に
64
年
ぶ
り
の

快
挙
と
な
り
ま
す
。

滋
賀
県
内
で
は
、
昭
和
41
年
６
月
11

日
に
国
宝
指
定
さ
れ
て
以
来
と
な
り
、
52

年
ぶ
り
に
新
た
な
国
宝
が
誕
生
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

歴
史
遺
産
は
ま
ち
の「
資
源
」

長
浜
市
は
、
全
国
的
に
見
て
も
重
要

な
歴
史
文
化
遺
産
を
多
く
有
す
る
地
域

で
あ
り
、
私
た
ち
市
民
に
と
っ
て
大
き

な
誇
り
で
す
。
こ
れ
ら
の
遺
産
を
守
り

継
い
で
き
た
先
人
た
ち
に
感
謝
し
、
未

来
に
繋
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
が
先
人
の
暮
ら
し
や
歴
史
文

化
を
学
ぶ
こ
と
は
、
現
在
の
ま
ち
を
知

る
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。
歴
史
遺
産

の
保
存
に
と
ど
ま
ら
ず
、
貴
重
な
ま
ち

づ
く
り
の
資
源
と
し
て
活
用
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
す
。

「庶民が残した文化財」

指定へ指定へ国宝国宝菅浦文書が菅浦文書が
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菅浦の湖岸集落景観
周りを険しい山々に囲まれ、複雑に入り組んだ湖岸線。“奥琵琶湖の隠

れ里”と称される菅浦集落では、周囲とやや隔絶したその地理的な環境か
ら、独自の歴史文化が育まれてきました。自治村落の姿をとどめる独特の
景観は、平成26年10月6日、国の重要文化的景観に選定されました。
漁業や稲作はもちろん、林業や果樹栽培も行われており、限られた環境

を巧みに利用して暮らしてきました。その生業
なりわい

や暮らしぶりが菅浦の景観
を特徴付けています。

村
落
文
書
の
頂
点
に

古
文
書
の
重
要
文
化
財
指
定
は
７
６
４
件

で
、
う
ち
61
件
が
国
宝
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
分
野
で
は
こ
れ
ま
で
武
家
文
書
や

寺
社
文
書
し
か
国
宝
指
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。

村
人
た
ち
が
書
き
残
し
た
“
庶
民
が
残
し

た
文
化
財
”
で
あ
る
「
菅
浦
文
書
」
が
国
宝

に
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
日
本
初
の
画
期
的

な
出
来
事
で
あ
り
、「
菅
浦
文
書
」
が
日
本

の
村
落
文
書
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

「
惣
村

そ
う
そ
ん

」
菅
浦

琵
琶
湖
と
険
し
い
山
々
に
囲
ま
れ
た
菅

浦
集
落
は
、
そ
の
地
理
的
環
境
を
活
か

し
、
中
世
に
は
「
惣そ

う

」
と
い
わ
れ
る
自
治

的
村
落
を
全
国
的
に
も
い
ち
早
く
つ
く

り
、
住
民
に
よ
る
自
治
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
早
く
か
ら
警
察
・
軍
事
も
行

わ
れ
、
罪
を
犯
し
た
人
を
惣
の
責
任
の
も

と
で
裁
く
な
ど
も
し
て
い
ま
し
た
。

田
畑
を
波
か
ら
守
る
た
め
の
石
積
み

や
、
村
の
内
外
を
区
切
る
た
め
に
集
落
の

東
西
に
置
か
れ
た
「
四し

足
門

そ
く
も
ん

」
な
ど
、
惣

村
の
名
残
を
色
濃
く

残
し
て
い
ま
す
。

「
自
分
た
ち
の
村

は
自
分
た
ち
の
手
で

守
る
」
―

中
世
の
惣
村
の
精

神
は
、
現
代
の
地
方

自
治
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
あ
り
方
に
も
、

大
い
に
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
私
た
ち

に
多
く
の
ヒ
ン
ト
を

与
え
て
く
れ
ま
す
。

文
書
の
概
要

菅
浦
文
書
は
、
菅
浦
の
地
に
伝
わ
る
も
の

で
、
大
正
時
代
に
「
開
け
ず
の
箱
」
か
ら
発

見
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の

総
数
１
，２
８
１
点
に
も
お
よ
ぶ
文
書
で
、

菅
浦
文
書
65
冊
と
「
菅
浦

す
が
う
ら

与と

大
浦

お
お
う
ら

下
し
も
の

庄
し
�
う

堺
さ
か
い

絵
図

え

ず

」
１
幅
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
世
の
村
人
が
惣
村
の
歩
み
を
自
ら
記
録

し
て
お
り
、集
落
構
造
や
村む

ら

掟お
き
て

な
ど
を
伝
え

る
重
要
な
史
料
と
し
て
、
日
本
の
歴
史
上
に

お
い
て
名
高
い「
中
世
村
落
文
書
」で
す
。

絵
図
が
表
す
境
界
争
い

中
世
の
菅
浦
を
描
い
た
絵
図
と
し
て
著

名
な
「
菅
浦
与
大
浦
下
庄
堺
絵
図
」
は
、

菅
浦
と
大
浦
と
の
境
付
近
に
あ
る
田
地

(

日ひ

指さ
し

・
諸
河

も
ろ
か
わ)

を
め
ぐ
る
境
界
争
い
の
際

に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
菅
浦
と
大
浦
、

海
津
大
崎
を
絵
図
上
部
に
描
き
、
菅
浦
の

領
主
で
あ
る
竹
生
島
を
下
部
に
描
い
て
い

ま
す
。

葛
籠

つ

づ

ら

尾お

崎ざ
き

の
つ
け
根
に
朱
線
で
描
か
れ

た
境
界
線
は
、
菅
浦
の
主
張
が
記
さ
れ
て

い
る
も
の
で
、
竹
生
島
を
大
き
く
描
い
て

い
る
の
は
、
菅
浦
の
後
ろ
盾
と
し
て
の
姿

を
強
調
し
、
争
い
を
有
利
に
導
こ
う
と
す

る
た
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
自じ

検
断

け
ん
だ
ん

」
を
示
す
置
文

「
菅
浦

す
が
う
ら
の

惣そ
う

庄
し
�
う

地
下

じ

げ

置
文

お
き
ぶ
み

」
で
は
、
親
が

村
の
裁
判
に
よ
っ
て
死
罪
や
追
放
に
な
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
子
ど
も
に
は
菅
浦
の

住
民
と
し
て
家
督
を
相
続
さ
せ
る
こ
と

や
、
寺
の
住
職
が
追
放
さ
れ
て
も
、
そ
の

寺
の
財
産
を
没
収
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

な
ど
を
取
り
決
め
て
い
ま
す
。
中
世
の
菅

浦
が
裁
判
権
を
持
ち
、
自
ら
の
判
断
で
村

人
を
裁
い
て
い
た
「
自
検
断
」
の
村
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
掟
書
で
す
。

こ
の
文
書
は
、
罪
人
の
子
孫
や
寺
へ
の

処
罰
が
あ
ま
り
に
厳
し
く
行
わ
れ
た
た
め

に
、
惣
村
の
規
定
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
、
菅
浦
の
自
治
が
高
度
に
発
達
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

  

  

　　　　　　

　 　   　 　 　 　  　

「

文

「
菅
浦
文
書書
」」」と
は
と
は

「
菅
浦
文
書
」と
は

「
菅
浦
文
書
」と
は

▲菅浦与大浦下庄堺絵図(須賀神社蔵)
（滋賀大学経済学部附属史料館寄託）

▲菅浦惣庄地下置文(須賀神社蔵)
（滋賀大学経済学部附属史料館寄託）


