
ま
ち
お
こ
し
成
功
の
草
分
け・
長
浜

湖
北（
滋
賀
県
北
東
部
）に
広
が
る
人
口
約
12
万
人

の
長
浜
市
。
そ
の
中
心
部
に
、1
9
8
0
年
代
の
終
わ

り
に
ガ
ラ
ス
工
芸
を
取
り
入
れ
て
地
域
活
性
化
を
実

現
し
た「
黒
壁
ス
ク
エ
ア
」と
呼
ば
れ
る
ま
ち
な
み
が
あ

る
。
人
気
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
全
国
か
ら
年
間
約

2
0
0
万
人
が
訪
れ
、
ま
ち
お
こ
し
成
功
の
草
分
け
的

存
在
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

長
浜
は
4
0
0
年
以
上
前
、
豊
臣
秀
吉
が
初
め
て

城
を
持
ち
大
名
へ
の
出
世
を
果
た
し
て
、
城
下
町
を
築

い
た
。
湖
上
交
通
の
拠
点
と
し
て
、
そ

し
て
現
代
で
い
う〝
規
制
緩

和
〞と〝
減
税
〞で
自
由
な

商
売
を
図
る
制
度「
楽
市
楽

座
」に
よ
っ
て
商
人
の
ま
ち
と
し
て
繁
栄
を
み

た
。
今
年
話
題
に
な
っ
た
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
で

も
あ
り
、
歴
史
好
き
か
ら
も
注
目
度
が
高
い
。

黒
壁
ス
ク
エ
ア
は
J
R
長
浜
駅
周
辺
に
ひ
ら
け
、
東

西
を
走
る
明
治
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
通
り
、
駅
前
通
り
、
大

手
門
通
り
や
、
南
北
を
走
る
北ほ

っ
こ
く国
街
道
や
博
物
館
通

り
を
中
心
に
、
旅
心
を
そ
そ
る
多
彩
な
店
舗
が
歩
い
て

回
れ
る
範
囲
に
集
中
し
て
軒
を
連
ね
て
い
る
。
長
浜
駅

の
そ
ば
に
保
存
さ
れ
て
い
る
旧
長
浜
駅
を
起
点
と
す
る

明
治
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
通
り
は
か
つ
て
船
町
と
呼
ば
れ
た

界
隈
で
、
腰
板
と
し
て
舟
板
を
貼
っ
た「
舟ふ

な
い
た
べ
い

板
塀
」の
建

物
が
残
る
。
こ
の
道
を
さ
ら
に
進
む
と
北
国
街
道
が
現

れ
、
黒
壁
漆
喰
や
蔵
造
り
で
統
一
さ
れ
た
ま
ち
な
み
が

目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
北
国
街
道
は
昔
、
北
陸
と

京
阪
神
を
結
ぶ
重
要
な
街
道
で
、
長
浜
は
そ
の
宿
駅

だ
っ
た
。
今
で
も
老
舗
の
商
家
や
道
中
安
全
を
願
っ
た

常
夜
灯
が
立
ち
並
び
、
歴
史
風
情
が
た
だ
よ
う
。

ガ
ラ
ス
工
芸
に
よ
っ
て
ま
ち
が
蘇
る

こ
の
街
道
で
ひ
と
き
わ
目
立
つ
黒
壁
の
建
物
は
、
ま

ち
お
こ
し
の
立
役
者
と
な
っ

た
最
初
の
拠
点「
黒
壁
ガ

ラ
ス
館
」だ
。
1
9
0
0

年（
明
治
33
年
）に
建
て
ら

れ
、「
黒
壁
さ
ん
」「
黒
壁
銀
行
」の
愛
称
で
親
し
ま
れ
た

国
立
第
百
三
十
銀
行
長
浜
支
店
跡
で
、
歴
史
的
資
産

の
保
存
と
ま
ち
お
こ
し
を
兼
ね
て
1
9
8
9
年（
平
成

元
年
）、
黒
壁
ガ
ラ
ス
館
と
し
て
蘇
っ
た
。
約
3
万
点

の
ガ
ラ
ス
製
品
を
販
売
す
る
同
館
の
周
囲
に
は
、
ガ
ラ

ス
工
房
や
ガ
ラ
ス
作
品
づ
く
り
が
体
験
で
き
る
教
室
な

ど
、
ガ
ラ
ス
関
連
の
施
設
が
集
中
し
て
い
る
。

黒漆喰塗り、和洋折衷の重厚な「黒壁ガラス館」では、花器や食器、ヨーロッパの伝統的ガラス製品、オルゴールなどを販売展示

1.体験教室が併設され、オリジナル作品もつくれる「ステン
ドガラス館」第2工房　2.エングレーヴィングの実演風景
と、模様が彫りつけられたガラス食器　3.ガラス制作の
実演。窯の中で約1300℃に熱せられたガラスからグラス
アートが生まれる　4.真剣な表情でステンドグラス作品
に取り組む教室参加者。熟練のガラス職人が指導して
くれる　5.6.ガラスの装飾部分は、はんだで色ガラ
スをつなぎ合わせたり、ガラス片を接着剤で固着した
りしてつくる　7.色とりどりのガラスで彩られた照明
器具はじめさまざまなアートがならぶステンドガラス
館内

港
町
の
風
情
を
残
す
舟
板
塀
や
黒
壁
漆
喰
の
土
蔵
、
昔
な
が
ら
の
町
屋
が
並
ぶ
街
道
沿
い
を
、

鮮
や
か
な
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
常
夜
灯
や
ガ
ラ
ス
ア
ー
ト
が
彩
る
。

ま
ち
お
こ
し
事
業
に
よ
っ
て
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
た
長
浜
の「
黒
壁
ス
ク
エ
ア
」を
訪
ね

事
業
運
営
を
行
う
㈱
黒
壁
に
話
を
伺
っ
た
。

4種類の地ビールと地元の素材を生かした料理
が味わえる「長濱浪漫ビール」。ビールはタンク
直結のつくりたて。江戸時代の米蔵を改造した
建物も、情緒あるまちなみに華を添えている。
長浜観光の締めくくりにおすすめ。

黒壁ガラス館

博
物
館
通
り

曳山博物館

大手門通り

北
国
街
道

明治ステーション通
り

長濱浪漫ビール
長浜鉄道
スクエア

駅 前 通 り

黒壁スクエア

長
浜
駅

18 17

旧長浜駅をそのまま博
物館にした「長浜鉄道
スクエア」。現在の長
浜駅はこれを模してつく
られた
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長
浜
市
と
共
同
で
㈱
黒
壁
を
立
ち
上
げ
、
ま

ち
お
こ
し
を
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
1
9
8
8

年（
昭
和
63
年
）の
こ
と
で
す
。
海
外
含
め
各

地
を
視
察
す
る
な
か
で
、
ま
だ
日
本
で
は
認

知
度
が
低
か
っ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
発
祥
の
ガ
ラ

ス
工
芸
に
着
目
。
こ
れ
と
古
い
建
造
物
を
絡

め
れ
ば
、
私
た
ち
が
目
指
し
て
い
た「
歴
史
性
」

「
国
際
性
」「
文
化
芸
術
性
」を
持
つ
ま
ち
が
つ

く
れ
る
と
考
え
ま
し
た
。
大
企
業
と
競
合
せ

ず
、
大
企
業
に
ま
ね
の
で
き
な
い
事
業
が
必
要

だ
っ
た
の
で
す
。
最
初
は
黒
壁
ガ
ラ
ス
館
、
ガ

ラ
ス
工
房
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
3
店
舗
か
ら
始
ま

り
、
以
降
は
ま
ち
全
体
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、
黒
壁
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
協
力
事
業
者

と
と
も
に
空
店
舗
の
改
装
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

し
、
約
30
店
舗
を
再
活
用
し
ま
し
た
。
小
樽

へ
の
研
修
や
職
人
の
招
聘
な
ど
、
ガ
ラ
ス
工

芸
技
術
確
立
の
た
め
の
努
力
も
惜
し
み
ま
せ

ん
で
し
た
。
一
方
で
地
元
の
人
材
を
積
極
的
に

活
用
し
ま
し
た
。
結
果
、
古
い
町
屋
が
並
ぶ

4
0
0
年
来
の
街
道
沿
い
に
ガ
ラ
ス
の
文
化

が
埋
め
込
ま
れ
、
新
旧
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
融
合

し
た
ま
ち
な
み
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
。

ス
タ
ー
ト
か
ら
26
年
を
経
た
現
在
感
じ
て
い
る
の

は
広
域
展
開
の
必
要
性
で
す
。
黒
壁
ス
ク
エ
ア

は
広
い
長
浜
の
ご
く
一
部
。
そ
う
考
え
る
と
ま
だ

長
浜
ブ
ラ
ン
ド
は
認
知
度
が
低
い
。
こ
こ
を
中
心

に
長
浜
全
体
へ
広
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

当
時
珍
し
か
っ
た
ガ
ラ
ス
に
着
目
、

歴
史・国
際
性・芸
術
を
併
せ
持
つ
ま
ち
へ

株
式
会
社
黒
壁　

代
表
取
締
役
社
長

弓ゆ

げ削
一
幸
さ
ん

1.2.通り並ぶステンドグラスの街路燈や看板が訪問者の目
を楽しませてくれる　3.ステンドグラス製の常夜灯門は夕
方になると明かりがともされ、深い旅情をかもし出す
4.「びわこフレンチROKU」では、地元生産者が育てた
旬の野菜など新鮮な食材をふんだんに使ったフレンチが
楽しめる。各種ワインはじめ、滋賀の地酒にも合う料
理が自慢。古いまちなみにとけこんだモダンなインテリ
アに注目　5.歴史を物語る北国街道のまちなみ。江
戸時代から人・モノの往来の要衝として重要な役割
を果たした　6.「曳山博物館」の特設会場には「な
がはまの官兵衛城下まち館」が併設されている

至
琵
琶
湖

N
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自然との共生「魚道と魚道堰」

紀の川大堰魚道 安曇川魚道堰

デニール付バーチカル
スロット式魚道

速い流れを好む魚に
適した階段式魚道

遊泳力の弱い魚なども
利用できる人工河川式
魚道

取材協力：近畿地方整備局　和歌山河川国道事務所

川幅全体が魚道になって
いる安曇川魚道堰。魚の
種類・習性にあわせて13
の魚道が設置されている。

魚
に
合
っ
た
道
を
設
け
て
生
態
系
保
全

紀
の
川（
和
歌
山
県
）の
流
域
は
、
古
く

か
ら
風
水
害
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。
史
料

で
は
平
安
時
代
の
水
害
の
記
録
が
残
っ
て
お

り
、
江
戸
時
代
に
は
45
回
も
の
水
害
に
見

舞
わ
れ
た
と
い
う
。
河
口
か
ら
6.
2
㎞
の

と
こ
ろ
に
あ
る
紀
の
川
大
堰
は
、
ゲ
ー
ト

が
開
閉
す
る
可
動
堰
で
川
の
水
位
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
水
害
を
防
い
で
い
る
。

し
か
し
、
川
が
せ
き
止
め
ら
れ
た
ら
、
海

か
ら
上
流
へ
の
ぼ
ろ
う
と
や
っ
て
く
る
魚

た
ち
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
？　

実

は
、
堰
の
両
端
に
は
魚
類
が
自
由
に
行
き

来
で
き
る
よ
う「
魚
道
」を
設
け
、
同
時
に

流
域
の
生
態
系
を
守
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い

る
の
だ
。
紀
の
川
で
は
ア
ユ
や
サ
ツ
キ
マ
ス
、

ウ
ナ
ギ
や
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
類
な
ど
が
海
か
ら
遡

上
す
る
が
、
魚
の
種
類
や
泳
ぎ
方
の
習
性

別
に
3
種
類
の
魚
道
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

流
れ
の
速
い
川
底
を
遊
泳
す
る
魚
に
対
応

し
た
最
新
の
魚
道（
デ
ニ
ー
ル
付
バ
ー
チ
カ

ル
ス
ロ
ッ
ト
式
魚
道
）を
取
り
入
れ
る
な
ど
、

近
畿
地
方
の
河
川
で
は
珍
し
い
先
進
的
な

魚
道
設
備
だ
。

安
曇
川（
滋
賀
県
）で
は
、
川
幅
い
っ
ぱ
い

に
6
種
類
13
基
の
魚
道
を
配
し
た「
魚
道

堰
」を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
位
を
制
御

す
る
役
割
は
持
た
な
い
の
で
厳
密
に
は「
堰
」

で
は
な
い
の
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
魚
道
が
堰

の
よ
う
に
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
様
子
は
壮

観
だ
。
魚
た
ち
だ
け
の
た
め
の
こ
れ
ほ
ど
大

規
模
な
設
備
も
ま
た
珍
し
い
と
い
う
。

自
然
と
共
生
で
き
る
治
水・利
水
を

人
類
の
歴
史
は
古
代
か
ら
川
と
共
に

あ
っ
た
。
川
に
生
か
さ
れ
、
川
と
戦
い
続
け

て
き
た
。
流
域
に
恵
み
を
も
た
ら
し
、
一
方

で
水
害
と
い
う
牙
を
む
く
川
。
時
代
を
経

る
に
つ
れ
治
水
や
利
水
の
技
術
が
高
ま
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
あ
た
か
も
川
を
御
し

て
生
活
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
し

か
し
治
水
・
利
水
と
い
っ
た
、
社
会
的
利
便

性
を
目
的
と
し
た「
開
発
」は
、
地
域
環
境
の

「
保
全
」を
考
え
る
こ
と
な
し
に
は
成
り
立

た
な
い
。
川
や
河
口
を
中
心
と
し
た
地
域

の
生
態
系
や
環
境
の
変
化
は
、
い
ず
れ
地

域
の
人
々
の
暮
ら
し
に
は
ね
返
っ
て
く
る
も

の
だ
。
人
は
自
然
と
共
生
で
き
て
初
め
て
、

自
然
の
恵
み
で
あ
る
川
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
資
格
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。
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工
房
で
は
熱
気
の
中
、
職
人
た
ち
が
吹
き
ガ
ラ
ス
を

つ
く
っ
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
現
在
で
は
数
少
な

く
な
っ
た
吹
き
ガ
ラ
ス
職
人
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
で
は
工

房
で
住
み
込
み
修
業
を
し
て
い
る
20
〜
30
代
前
半
の
若

い
職
人
が
多
い
と
い
う
。
別
の
工
房
で
は
、
ガ
ラ
ス
表

面
に
半
立
体
的
な
浮
き
彫
り
を
施
す
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ

ン
グ
と
い
う
日
本
で
は
珍
し
い
装
飾
技
法
の
実
演
も
見

ら
れ
、
そ
の
芸
術
的
な
作
品
と
併
せ
て
一
見
の
価
値
は

あ
ろ
う
。

今
後
も
各
地
の
地
域
活
性
化
の

牽
引
役
と
し
て

1
9
7
0
〜
80
年
代
に
か
け
て
郊
外
型
の
大
型
商

業
施
設
の
出
店
で
衰
退
し
、
当
時
は
閑
散
と
し
て
い
た

と
い
う
長
浜
の
中
心
街
。
観
光
客
誘
引
の
起
爆
剤
と

な
っ
た
の
は
、
古
い
建
物
や
歴
史
風
情
の
薫
る
ま
ち
な

み
と
、
こ
れ
ま
で
長
浜
に
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
ガ

ラ
ス
文
化
と
の
融
合
だ
。
江
戸
〜
明
治
〜
大
正
〜
昭

和
と
、
商
業
都
市
と
し
て
そ
の
機
能
を
変
化
さ
せ
な
が

ら
も
新
し
い
文
化
を
先
取
り
し
て
き
た
地
域
の
人
々
の

精
神
が
今
も
息
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
黒
壁
ス
ク
エ

ア
は
、
地
域
の
活
性
化
に

奮
闘
す
る
地
方
都
市

の
お
手
本
と
し
て
、

全
国
の
自
治
体
か

ら
の
視
察
も
絶
え
な

い
と
い
う
。
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