
筰2010.11.1　議会だより

黒壁1号館はガラス工房

　
こ
の
町
は
琵
琶
湖
の
北
部
に
位

置
し
、
歴
史
上
で
も
戦
国
時
代
１

５
７
５
（
天
正
３
）
年
、
天
下
統

一
を
目
指
し
た
信
長
か
ら
戦
功
の

あ
っ
た
秀
吉
が
浅
井
氏
の
領
地
の

大
半
と
小
谷
城
を
与
え
ら
れ
、
初

め
て
城
持
ち
の
大
名
と
な
っ
た
地

と
し
て
有
名
で
す
。

　
な
か
で
も
長
浜
の
町
を
南
北
に

貫
く
北
国
街
道
沿
い
は
江
戸
時
代

か
ら
昭
和
末
期
ま
で
商
業
の
町
と

し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
そ
う
で
す

が
、
昨
今
の
時
代
の
流
れ
か
ら
郊

外
に
三
つ
の
大
規
模
店
舗
が
進
出

し
て
来
た
後
は
、
客
数
が
激
減
し

店
を
た
た
む
業
者
が
あ
と
を
絶
た

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　
こ
う
し
た
商
店
街
の
危
機
的
状

況
を
乗
り
切
ろ
う
と
、
地
元
の
有

志
た
ち
が
立
ち
あ
が
っ
た
き
っ
か

け
は
、
明
治
以
来
、
町
の
中
心
地

の
一
角
に
あ
っ
た
「
黒
壁
銀
行
」

の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
き
た
建
物

の
解
体
に
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
市
民
間
に
黒
壁
を
残
そ
う
、
こ

の
地
に
息
づ
く
文
化
遺
産
を
未
来

へ
守
り
生
か
そ
う
と
い
う
気
運
が

高
ま
り
、
昭
和
６３
年
、
第
３
セ

ク
タ
ー
「
黒
壁
」
が
誕
生
し
、
江

戸
時
代
の
面
影
を
残
す
古
い
街
並

み
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
始

ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　
い
ま
で
は
町
の
中
核
と
な
っ
て

い
る
の
が
「
黒
壁
銀
行
」
の
建
物

を
修
復
し
て
で
き
た
「
黒
壁
ガ
ラ

ス
館
」
で
す
。

　
歴
史
上
の
有
名
な
人
物
が
い
る

歴
史
あ
る
町
に
、
何
故
「
ガ
ラ
ス

館
」
な
の
か
？
歴
史
あ
る
町
な
ら

ば
観
光
客
向
け
に
「
黒
壁
銀
行
」

を
「
歴
史
博
物
館
」
と
か
「
歴
史

資
料
館
」
へ
の
再
利
用
を
考
え
る

の
が
普
通
で
、
そ
う
い
っ
た
意
見

も
当
然
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
博

物
館
、
資
料
館
は
一
度
見
た
ら
、

二
度
、
三
度
の
来
町
は
期
待
で
き

な
い
。
歴
史
が
刻
ま
れ
た
蔵
や
民

家
を
ガ
ラ
ス
工
房
や
シ
ョ
ッ
プ
、

カ
フ
ェ
と
し
て
再
生
し
た
街
並
み

こ
そ
長
浜
の
売
り
に
な
る
と
い
っ

た
「
黒
壁
」
ス
タ
ッ
フ
・
リ
ー
ダ

ー
山
崎
さ
ん
の
説
明
に
感
心
す
る

ば
か
り
で
し
た
。

　
２０
年
前
は
１
時
間
に
４
人
程

度
し
か
通
行
し
て
い
な
か
っ
た
商

店
街
を
今
で
は
年
間
１
８
０
万
人

の
大
勢
の
観
光
客
が
楽
し
げ
に
行

き
交
っ
て
い
ま
す
。

　
戦
国
時
代
に
鉄
砲
、
江
戸
時
代

に
は
浜
ち
り
め
ん
や
ビ
ロ
ー
ド
の

製
造
を
始
め
た
長
浜
市
民
の
進
取

の
気
性
が
、
今
も
こ
の
町
を
生
き

生
き
と
さ
せ
て
い
ま
す
。

　
古
い
ま
ち
並
み
と
、
オ
シ
ャ
レ

な
お
店
が
見
事
に
調
和
し
た
、
ま

た
行
き
た
く
な
る
町
で
し
た
。
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