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同
質
で
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
応
じ
て
鍛
錬

方
法
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
結
果
、
地
鉄
も
こ

の
よ
う
に
異
な
る
様
相
を
見
せ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
鍛
肌
の
実
像
を
写
真
に
留
め
る
の

は
、微
妙
な
光
の
加
減
が
求
め
ら
れ
る
た
め
に
、

至
難
の
技
で
す
。
従
来
は
プ
ロ
に
頼
ら
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在
は
機
器
類
の
目
覚

ま
し
い
向
上
に
助
け
ら
れ
、
試
行
錯
誤
し
つ
つ

も
学
芸
員
が
撮
影
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
刀
身
自
体
を
そ
の
ま
ま
ス
キ
ャ
ナ

ー
で
読
み
込
む
と
い
う
試
み
も
行
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
ま
だ
ど
れ
も
実
見
に

は
及
び
ま
せ
ん
。
現
時
点
で
は
、
鍛き

た

え
の
美
し

さ
を
愛
で
る
に
は
、
直
接
見
る
の
が
一
番
だ
と

い
え
ま
す
。

二
つ
の
太
刀
が
同
時
に
展
示
さ
れ
る
こ
の
機

会
に
、
是
非
そ
れ
ぞ
れ
の
刀
身
を
じ
っ
く
り
鑑

賞
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
彦
根
城
博
物
館
　
学
芸
員
　
坪
内
広
子
）

重
文
「
太
刀
　
銘
国
宗
（
伯
耆
）」
と
重

文
「
太
刀
　
銘
国
宗
（
備
前
２
代
）」
は

テ
ー
マ
展
「
井
伊
家
伝
来
の
刀
剣-

鎌
倉

時
代
の
作
品
か
ら-

」（
12
月
22
日
㈬
ま

で
・
期
間
中
無
休
）
で
展
示
し
ま
す
。

100

刀
を
評
す
る
際
に
、
板い

た

目め

・
杢も

く

目め

・
柾ま

さ

目め

な

ど
、
樹き

の
木
目
に
喩た

と

え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
刀
の
肌
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
た
め
の

言
葉
で
す
。

鉄
は
折
り
返
し
て
鍛た

ん

錬れ
ん

さ
れ
る
こ
と
で
、
よ

り
い
っ
そ
う
強き

ょ
う

靱じ
ん

さ
を
増
し
ま
す
。
刀と

う

工こ
う

は

鋼は
が
ね

を
半
分
に
折
っ
て
は
打
ち
伸
ば
し
、
折
っ

て
は
打
ち
伸
ば
し
と
何
度
も
繰
り
返
し
ま
す
。

こ
う
し
て
薄
い
鉄
の
層
を
数
多
く
重
ね
る
と
、

弾
性
に
富
ん
だ
強
固
な
鉄
が
作
ら
れ
ま
す
。
こ

の
折
り
返
し
鍛
錬
は
日
本
刀
の
構
造
に
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
そ
の
後
焼や

き

入い

れ
を
し
て
、
丁
寧
に
研と

ぎ
上
げ
る
と
、
樹
の

木
目
の
よ
う
な
模
様

を
も
つ
鍛き

た
え

肌は
だ

が
生

ま
れ
ま
す
。

高
度
な
技
術
を
要

す
る
鍛
肌
は
、
世
界

で
も
他
に
例
を
見
な

い
、
日
本
刀
の
大
き

な
特
長
の
一
つ
で

す
。
個
々
の
刀と

う

身し
ん

を

じ
っ
く
り
観
察
す
る

と
多
種
多
彩
な
模
様

が
浮
か
び
あ
が
っ
て

見
え
ま
す
。こ
れ
が
、

各
流
派
の
特
徴
や
刀

工
の
個
性
ま
で
も
を

表
す
の
で
す
。
肌
模

様
に
注
目
し
て
鑑
賞
す
る
と
、
一
見
無
愛
想
な

刀
剣
の
、
隠
さ
れ
た
豊
か
な
魅
力
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

刀
は
武
器
と
し
て
使
わ
れ
る
一
方
で
、
そ
の

美
し
さ
が
讃た

た

え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
中
世
末
に

は
鑑
賞
法
も
確
立
し
て
い
ま
す
。
以
来
、
刀
は

美
術
品
と
し
て
人
々
に
愛め

で
ら
れ
続
け
て
い
ま

す
。
中
で
も
鎌
倉
時
代
の
刀
は
、
そ
の
姿
の
優

美
さ
や
、
刃
文
・
肌
模
様
（
地じ

鉄が
ね

）
の
味
わ
い
、

そ
し
て
歴
史
の
重
み
か
ら
、
特
に
好
ま
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
代
に
名
刀
も
多
く
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
当
館
が
所
蔵
す
る
重
要
文
化
財
の
刀
剣
２

口ふ
り

も
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

「
太た

刀ち

銘め
い

国く
に

宗む
ね

（
伯ほ

う

耆き

）」（
写
真
上
）
と

「
太
刀
　
銘
国
宗
（
備び

前ぜ
ん

２
代
）」（
写
真
下
）。

奇く

し
く
も
刀
工
銘
（
名
前
）
を
同
じ
く
し
ま
す

が
、
国
を
違た

が

え
る
別
人
で
す
。
作
刀
期
も
伯
耆

国
宗
が
少
し
早
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

拡
大
写
真
の
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
太
刀
の
地

鉄
の
様
子
を
お
伝
え
し
よ
う
と
、
当
館
学
芸
員

が
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
も
の
で
す
。

少
し
分
か
り
に
く
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
備

前
の
約つ

ん
だ
（
引
き
締
ま
っ
た
）
地
鉄
に
比
べ

る
と
、
伯
耆
は
黒
み
が
か
っ
て
幾
分
荒
く
、
肌

目
が
く
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
中
国
山
地
を
間

に
は
さ
む
伯
耆
（
鳥
取
県
西
部
）
と
備
前
（
岡

山
県
南
東
部
）
で
は
、
採と

れ
る
鉄
が
ま
っ
た
く

拡
大
図
　
上：

国
宗
︵
伯
耆
︶
の
地
鉄

下：

国
宗
︵
備
前
２
代
︶
の
地
鉄

刀

を

愛め

で

る

▲
全
体
図

上：

重
文
﹁
太
刀
　
銘
国
宗
︵
伯
耆
︶﹂

下：

重
文
﹁
太
刀
　
銘
国
宗
︵
備
前
２
代
︶﹂
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「
対
話
の
行
政
」
の

一
環
と
し
て

「
市
長
へ
の
手
紙
」
は
、
彦
根
に

住
む
皆
さ
ん
と
の
対
話
で
、「
彦
根

に
住
み
た
い
、
住
ん
で
よ
か
っ
た
」

と
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
、
健
康
で
潤
い

と
温
も
り
の
あ
る
、
安
全
で
豊
か
な

生
活
を
送
れ
る
ま
ち
を
つ
く
る
た

め
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
市
民
の
意

見
や
考
え
を
お
聴
き
し
よ
う
と
、
毎

年
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
年
も
数
多
く
の
ご
意
見
、
ご
提

言
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
「
手
紙
」
は
、
す
べ

て
市
長
が
拝
見
し
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ

れ
の
担
当
課
に
お
い
て
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
暮
ら
し
に
根
ざ
し
た
ご
意

見
、
ご
提
言
と
し
て
今
後
の
市
政
運

営
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

集
計
の
結
果
か
ら

「
手
紙
」
は
、
行
政
全
般
に
わ
た

る
各
分
野
に
つ
い
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
多
く
寄
せ
ら
れ
た
意
見
と
し
て

は
、
福
祉
・
教
育
関
係
の
問
題
、
環

境
問
題
、
道
路
整
備
の
問
題
な
ど
、

特
に
生
活
に
密
着
す
る
分
野
に
つ
い

て
の
意
見
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
市
町
合
併
に
つ
い
て
多

く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
も
今

年
の
特
徴
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
ら
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
改

善
す
る
べ
き
と
こ
ろ
は
改
善
し
、
ま

た
、
今
後
の
市
政
運
営
の
参
考
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
い
っ
そ
う
の
努
力

を
重
ね
て
い
き
ま
す
。

今
後
と
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
市

政
へ
の
積
極
的
な
ご
参
加
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

手
紙
の
内
容
を

掲
示
し
ま
す

「
手
紙
」
の
う
ち
、
投
書
公
開
の

承
諾
を
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
意
見
、

ご
提
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
内

容
を
次
の
と
お
り
掲
示
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し

て
、
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
間

12
月
６
日
㈪
〜
同
17
日
㈮

場
所

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

問
い
合
わ
せ
先

市
民
広
聴
室
☎

◯　22　
１
４
１
１
番
内
線
１
０
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　27　
０
３
９
５
番

昨
年
の
掲
示
の
様
子

実施期間 ７月15日～８月16日
実施方法 ・「広報ひこね」７月15日号の

紙面に印刷して各戸配布
・彦根市ホームページから
電子メールで受付

対　　象 市内全世帯
投書者数 129人（男47人、女31人、

不明51人）
投書件数 207件

地域別投書件数
城　東　１１件　　城　西　 ３件
金　城　 ８件　　城　北　 ２件
佐和山　１５件　　旭　森　 ８件
平　田　１２件　　城　南　１７件
城　陽　 ４件　　若　葉　 ６件
鳥居本　 ５件　　高　宮　１１件
河　瀬　 ３件　　亀　山　 ４件
稲枝東　１１件　　稲枝西　 ５件
稲枝北　 １件　　　　　　　
その他（住所不明） ８１件

内容別件数
（彦根市総合発展計画「ひこね21世紀創造プ

ラン」の５つの柱ごとの集計）
◎人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる

福祉のまちづくり

…35件（16.9%）
○福祉関係　１２件　○健康管理　 ４件
○人権　　　 ３件　○医療　　　１６件
◎良好な環境が整った、

快適で安全・安心なまちづくり

…37件（17.9%）
○生活環境 ２５件　○上下水道　 ９件
○公　　園　 ２件　○消　　防　 １件
◎活力ある産業に満ちた、

にぎわいあふれるまちづくり

…46件（22.2%）
○建築関係　 ４件　○道路河川　２０件
○都市計画　 １件
○農業・商工・観光　２１件
◎明日の彦根市を担う人を育むまちづくり

…29件（14.0%）
○教育　　　２９件
◎人とひととの交流をひろげ、

市民文化を創造するまちづくり

…60件（29.0%）
○住民自治　 ３件　○市町合併　２８件
○その他　　２９件


