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人口と世帯数
平成19年７月１日現在

人　口
男
女
世帯数

（ ）内は前月との比較

１１１,１５９人 （＋ ２８）
５４,６７５人 （＋ ６）
５６,４８４人　（＋ ２２）
４１,９２７世帯（＋ ５１）

慶長9年（1604）に始まった彦根城の築城工事は、

同年末には早くも鐘の丸が完成しました。井伊直継は

佐和山から鐘の丸に入り、数年後には天守前の大広間

に移ってここを居館とします。その後、大坂の陣を経

て軍事的緊張が解かれると、直継に代わった直孝によ

り、山下の広大な土地を造成して新たに表御殿（彦根

城博物館として復元）を建立しました。以後、明治11

年の解体まで、表御殿は江戸時代250年余の長期にわ

たって、彦根藩の歴史とともに歩むことになります。

表御殿は、彦根藩の政務を執り行う「表向」と、藩

主の私的空間である「奥向」で構成されていました。

表向には玄関棟の奥に御広間と御書院という、書院造

りの格式の高い建物が連なり、ここで家臣との対面や

公的な来客の接待などが行われました。これら２棟の

建物の前に独立した棟を構えるのが能舞台です。能舞

台は、寛政12年（1800）に建立されたもので、現在の

博物館の建物では、唯一現存する表御殿の建物です。

能舞台の奥には、表御座之間棟と笹之間棟、台所棟

があります。表御座之間棟は藩主が表向の日常政務を

行う所。笹之間棟は、彦根藩の重臣ら諸役人が詰めて

藩政を執り行う彦根藩の中枢部でした。また、台所棟

は表向の藩主や役人に食事を供するところでした。

一方、奥向は、藩主の居間としての御殿向棟、奥向

の庶務を管理する役人や御殿女中の詰所、奥向台所な

どのある御広敷棟、そし

て、御殿女中の居間や寝

所のある長局棟の３つか

らなり、全体として藩主

のくつろぎ空間となって

いました。

彦根市は、世界の恒久平和を求め、昭和58年10月１日に

「核兵器廃絶都市」を宣言しました。

わが国は、世界で唯一の被爆国です。被爆者の苦しみや

原爆の恐ろしさは、永久に語り継がなければなりません。

このような核兵器による過ちが二度とくり返されないよう

願い、また、市民一人ひとりの心に平和の尊さをしっかり

刻んでいただくため、「ヒロシマ原爆展」を開催します。

多数ご来場ください。

日時

８月１日 ～17日

８：30～17：15

場所 彦根市役所

１階ロビー

展示内容

●被爆現物資料

●ビデオ上映

●子どもたちの平和ポスター

協力 広島平和文化センター　広島平和記念資料館

問い合わせ先 総務課 30 6100、FAX22 1398

広島市と長崎市での原爆死没者のめい福と、世界の

恒久平和を願い、それぞれの家庭や職場、地域で原爆

が投下された時刻に黙とうをささげましょう。

原爆が投下された時刻

広島市　８月６日　 ８：１５

長崎市　８月９日　１１：０２

▲城東小学校から見た佐和山（グラウンドの絵は、築城400年祭「佐和山一夜城復元プロジェクト」で使用され

る佐和山城天守の絵）

今回の「広報ひこね」は、１日号と15日号の合併号です。
８月15日号は発行しませんので、あらかじめご承知ください。
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彦根の地場産業　特集

彦
根
市
に
は
、
数
多
く
の
産
業
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
彦

根
市
の
伝
統
的
な
※

地
場
産
業
と
し
て
、
バ
ル
ブ
・
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ

ン
（
下
着
）
・
仏
壇
の
３
つ
の
産
業
が
あ
り
ま
す
。
こ
ら
れ
３
つ
の

産
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
が
あ
り
、
彦
根
市
の
発
展
に
大
き
く
貢

献
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
、
彦
根
市
の
地
場
産
業
か
ら
、「
彦
根
仏
壇
」
に
つ
い
て
お

伝
え
し
ま
す
。「
彦
根
仏
壇
」
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
産
地
指
定
を
受

け
て
い
る
伝
統
的
工
芸
品
で
す
。
そ
の
な
か
で
は
、
伝
統
的
な
技
術

が
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
最
近
で
は
、
伝
統
的
技
術
を
使
っ
た
こ
れ
ま
で

に
な
い
取
組
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。。

問
い
合
わ
せ
先

商
工
課

30

６
１
１
９
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22

１
３

９
８
番

市 

地
場
産
業

地
元
資
本
に
よ
る
中
小
企
業
群
が
一
定
の
地
域
に
集
中
的

に
立
地
し
て
い
る
産
業
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彦
根
仏
壇
は
、
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
、

こ
の
地
で
生
ま
れ
、
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

彦
根
仏
壇
の
起
源
は
、
江
戸
時
代
中
期

ご
ろ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
武
具
、
武
器
の

製
作
に
携
わ
っ
て
い
た
武
具
師
、
細
工
師
、

漆
工
な
ど
が
、
戦
国
時
代
が
終
わ
り
大
規

模
な
戦
争
が
な
く
な
る
と
、
武
具
の
製
造

で
は
、
生
計
が
成
り
立
た
な
く
な
り
、
そ

の
技
術
を
活
か
し
、
仏
壇
製
造
に
転
向
し

た
の
が
、
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
江
戸
時
代
に
、
幕
府
に
よ
る
キ

リ
シ
タ
ン
宗
門
の
禁
止
政
策
に
よ
っ
て
、

異
教
徒
で
な
い
証
拠
と
し
て
、
家
庭
に
仏

壇
を
置
く
こ
と
が
一
般
的
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
彦
根
藩
主
が
仏
壇

業
を
保
護
し
た
た
め
、
問
屋
が
、
分
散
し

て
い
た
家
内
工
業
者
に
、
原
料
や
労
働
手

段
を
前
貸
し
し
て
生
産
を
行
わ
せ
る
問
屋

制
家
内
工
業
と
、
そ
れ
に
伴
う
分
業
組
織

が
形
作
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
彦
根
の
城
下
町

と
中
山
道
を
結
び
、
人
・
物
・
情
報
が
行

き
交
う
重
要
な
地
点
で
あ
る
通
称
「
七
曲

が
り
」（
現
在
の
新
町
〜
大
橋
町
）
に
新

し
い
産
業
と
し
て
、
仏
壇
製
造
業
が
興
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
明
治
維
新
に
よ
る
混
乱
な
ど

の
影
響
を
受
け
ま
し
た
が
、
明
治
36
年

（
１
９
０
３
）
に
は
、
彦
根
仏
壇
同
業
組

合
が
結
成
さ
れ
、
昭
和
49
年
（
１
９
７
４
）

に
は
、
彦
根
仏
壇
事
業
協
同
組
合
が
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
組
合
は
、
製
品
の
検
査
制

度
を
設
け
る
な
ど
、
品
質
の
向
上
に
努
め
、

販
路
を
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、
生
産
地
域

も
彦
根
市
全
域
に
広
が
り
、
彦
根
の
地
場

産
業
の
一
つ
と
し
て
大
き
く
飛
躍
し
、
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
的
工
芸
品
の
産
地
指
定

彦
根
仏
壇
は
、
長
い
間
に
培
わ
れ
た
独

自
の
技
法
と
品
質
の
良
さ
が
認
め
ら
れ
、

昭
和
50
年
に
、
通
商
産
業
大
臣
（
現
在
の

経
済
産
業
大
臣
）
に
よ
る
伝
統
的
工
芸
品

の
産
地
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
伝
統
的
工

芸
品
と
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る

も
の
で
、
次
の
よ
う
な
要
件
が
あ
り
ま
す
。

▼
主
に
日
常
生
活
に
使
わ
れ
て
い
る

▼
製
造
過
程
の
主
要
部
分
が
手
工
業
で
あ

る
▼
伝
統
的
技
術
、
ま
た
は
技
法
に
よ
っ
て

作
ら
れ
る

彦
根
の
歴
史
と
風
土
で
生
ま
れ
た

伝
統
を
誇
る
仏
壇

▼
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
原
材
料
が

使
わ
れ
て
い
る

▼
一
定
の
地
域
で
産
地
形
成
さ
れ
て
い
る

▼
１
０
０
年
以
上
の
歴
史
・
10
企
業
以
上

の
集
積
ま
た
は
、
30
人
以
上
の
従
事
者

を
も
っ
て
い
る

彦
根
仏
壇
は
、
昭
和
50
年
に
、
仏
壇
業

界
と
し
て
は
、
国
内
で
初
め
て
伝
統
的
工

芸
品
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
県
内
で
ほ

か
に
伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
を
受
け
て
い

る
の
は
、
近
江
上
布
（
織
物
）、
信
楽
焼

（
陶
磁
器
）
だ
け
で
す
。

バ
ル
ブ

私
た
ち
の
生
活
に
一
番
身
近
な
バ
ル
ブ
は
水
道
の
蛇
口
で
す
。
ほ
か
に
も
、
上

下
水
道
や
船
舶
、
ビ
ル
の
配
管
な
ど
に
、
バ
ル
ブ
は
幅
広
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

見
え
な
い
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
た
め
、
普
段
は
あ
ま
り
見
か

け
ま
せ
ん
が
、
バ
ル
ブ
は
私
た
ち
の
生
活
に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

彦
根
バ
ル
ブ
の
歴
史
は
古
く
、
明
治
の
中
期
に
製
造
が
始
ま
り
、
そ
の
後
、
近

代
的
な
経
営
と
と
も
に
、
県
内
で
は
最
大
規
模
の
地
場
産
業
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
（
下
着
）

彦
根
で
は
、
も
と
も
と
足
袋
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
後
の
洋
装
化
と
ス
ト

ッ
キ
ン
グ
の
登
場
に
よ
り
、
産
業
が
低
迷
し
た
な
か
で
、「
ミ
シ
ン
を
踏
め
る
人
が

た
く
さ
ん
い
る
の
だ
か
ら
、
何
か
で
き
る
は
ず
」
と
考
え
、
選
ば
れ
た
の
が
、
日

本
で
初
め
て
の
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
の
生
産
で
し
た
。
当
初
、
ほ
と
ん
ど
が
国
内
向
け
の

生
産
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
海
外
へ
の
輸
出
増
加
に
よ
っ
て
発
展
し
ま
し
た
。
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彦
根
仏
壇
は
、「
工
部
七
職
」
と
言
わ

れ
、
７
部
門
の
専
門
職
と
、
組
立
の
８
つ

の
工
程
を
必
要
と
し
ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ

の
部
品
を
手
作
業
で
作
り
、
一
つ
の
工
程

の
職
人
か
ら
、
次
の
工
程
の
職
人
へ
と
手

渡
し
し
て
一
つ
の
仏
壇
へ
と
仕
上
げ
て
い

き
ま
す
。

仏
壇
を
製
造
す
る
７
つ
の
専
門
職
と

は
、
木
地
師
・
宮
殿
師
・
彫
刻
師
・
錺

金
具
師
・
漆
塗
師
・
蒔
絵
師
・
金
箔
押

師
で
す
。
七
職
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
専
門

彦
根
仏
壇
に
携
わ
る
人
が
、
伝
統
を
守

っ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
彦
根
仏
壇
事
業
協
同
組
合

で
は
、
今
の
時
代
に
も
合
っ
た
仏
壇
を
作

る
と
い
う
試
み
も
し
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
仏
間
が
な
い
住
宅
が
増
え

て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
住
宅
で
も
設
置

が
で
き
る
団
地
サ
イ
ズ
の
仏
壇
を
作
っ
た

り
、
洋
間
に
設
置
す
る
人
の
た
め
に
、
扉

を
閉
じ
る
と
、
洋
棚
の
よ
う
に
な
る
仏
壇

を
作
っ
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
試

み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
組
合
青
年
部
で
は
、
新
都
市

型
ミ
ニ
仏
壇
の
デ
ザ
イ
ン
開
発
に
取
り
組

み
、
最
近
の
住
宅
事
情
に
合
わ
せ
て
、
専

門
家
の
指
導
を
得
な
が
ら
、
収
納
し
や
す

く
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
あ
り
な
が
ら
高
級
感

あ
ふ
れ
る
新
都
市
型
ミ
ニ
仏
壇
「
六
華
壇
」

を
開
発
し
ま
し
た
（
２
ペ
ー
ジ
写
真
）。

六
華
壇
は
、
六
角
形
に
収
納
で
き
る
形

式
と
な
っ
て
い
て
、
開
い
た
場
合
、
高
さ

30

、
奥
行
き
34

、
幅
34

。
従
来
の

仏
壇
と
は
、
全
く
違
っ
た
デ
ザ
イ
ン
に
な

っ
て
い
ま
す
。
六
華
壇
は
、
平
成
９
年
に
、

伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
協
会
に
よ
る
全

国
伝
統
的
工
芸
品
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
選
し

ま
し
た
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
仏
壇
作
り
で
培
っ

の
職
人
が
、
古
く
か
ら
受
け
継
い
だ
伝
統

の
技
を
使
っ
て
、
彦
根
仏
壇
を
構
成
す
る

各
部
品
を
作
り
ま
す
。

彦
根
仏
壇
は
、
注
文
に
合
わ
せ
て
、
手

作
業
で
作
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ど

れ
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
が
な
い
工
芸
品

で
す
。
ま
た
、
各
工
程
ご
と
に
、
丹
精
を

込
め
て
作
ら
れ
る
た
め
、
完
成
す
る
ま
で

に
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

一
つ
の
仏
壇
が
完
成
す
る
ま
で
に
は
、

約
３
か
月
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
大
き
い

た
技
術
を
生
か
し
て
、
木
製
漆
塗
り
の
ア

タ
ッ
シ
ェ
ケ
ー
ス
を
作
る
な
ど
、
彦
根
仏

壇
の
新
し
い
可
能
性
に
向
け
た
取
り
組
み

を
進
め
て
い
ま
す
。

仏
壇
に
な
る
と
、
完
成
ま
で
に
、
約
半
年

も
か
か
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

彦
根
仏
壇
仏
壇
が
で
き
る
ま
で
の
８
つ

の
作
業
工
程

を
、
こ
の
下

で
、
写
真
を

交
え
て
紹
介

し
ま
す
。

彦
根
仏
壇
を
作
る
、
７
つ
の
専
門
職

古
き
伝
統
を
生
か
し
た
、
未
来
の
彦
根
仏
壇
へ
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特集

私
た
ち
は
、
市
役
所
で
職
場
体
験
を
し

ま
し
た
。
情
報
政
策
課
で
は
、
広
報
ひ
こ

ね
の
特
集
記
事
の
取
材
を
体
験
し
ま
し

た
。
私
た
ち
３
人
が
、
彦
根
仏
壇
工
部
七

職
の
一
つ
で
あ
る
金
箔
押
し
職
人
の
宮
本

美
弘
さ
ん
を
取
材
し
ま
し
た
。

作
業
場
で
は
、
宮
本
さ
ん
か
ら
、
仕
事

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

最
初
は
、
緊
張
し
て
何
を
質
問
す
れ
ば
い

い
か
迷
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
宮
本
さ
ん

が
丁
寧
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
た

く
さ
ん
質
問
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
彦
根
仏
壇
に

つ
い
て
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も

貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

取
材
が
終
わ
っ
た
後
、
砂
時
計
に
金
箔

を
貼
る
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
宮
本
さ
ん
の
作
業
を
見
て
い
る
と
、

簡
単
そ
う
に
感
じ
ま
し
た
が
、
や
っ
て
み

る
と
難
し
く
て
う
ま
く
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
回
の
体
験
で
、
仏
壇
作
り
の
難
し

さ
が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
普
段
、
な

か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
金
箔
な
ど

を
見
る
だ
け
で
な
く
、
触
る
こ
と
が
で
き
、

素
晴
ら
し
い
体
験
が
で
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
彦
根
仏
壇
に
つ
い
て
、
宮
本

さ
ん
か
ら
お
聞
き
し
た
こ
と
を
紹
介
し
ま

す
。

出
来
上
が
っ
た
仏
壇
が
、
伝
統
的

工
芸
品
に
認
定
さ
れ
る
に
は
、
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
で
す
か
？

伝
統
的
工
芸
品
検
査
基
準
に
基
づ

い
て
、
検
査
が
行
な
わ
れ
、
検
査
に

合
格
す
る
と
、
伝
統
証
紙
が
手
渡
さ
れ
て
、

伝
統
的
工
芸
品
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

仏
壇
の
重
さ
は
ど
の
く
ら
い
あ
り

ま
す
か
？

量
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

大
人
４
人
で
持
ち
上
げ
ら
れ
る
重
さ

で
す
か
ら
、
２
０
０

。

な
ぜ
、
仏
壇
に
は
檜
や
杉
の
木
を

使
う
の
で
す
か
？

昔
か
ら
あ
る
素
材
で
あ
る
こ
と

と
、
丈
夫
で
、
仏
壇
の
材
料
と
し
て

適
し
て
い
る
か
ら
で
す
。。

仏
壇
に
漆
を
塗
る
と
、
ど
う
し
て

長
も
ち
す
る
の
で
す
か
？

漆
は
生
き
て
い
て
、
つ
や
も
変
わ

り
ま
す
。
ま
た
、
熱
に
対
し
て
強
い

た
め
で
す
。
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「
能
装
束
の
よ
う
な
」
と
い
え
ば
、「
き
ら
び
や
か
」「
は

な
や
か
」「
あ
で
や
か
」
と
い
っ
た
形
容
詞
が
思
い
浮
か
び

ま
す
。
豊
か
な
色
彩
や
人
目
を
引
く
デ
ザ
イ
ン
は
、
芸
能
の

衣
裳
の
本
質
と
も
い
え
ま
す
が
、
一
口
に
能
装
束
と
い
っ
て

も
、
す
べ
て
が
豪
華
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
色
糸
や
金

を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
文
様
を
表
す
も
の
か
ら
、
そ
の
対
極

に
位
置
す
る
縞
や
格
子
、
無
地
ま
で
と
幅

が
あ
り
ま
す
。
能
装
束
＝
豪
華
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
、
主
に
女
役
に
使
う
「
唐
織
」

の
存
在
感
が
大
き
い
た
め
で
し
ょ
う
。

唐
織
は
、
室
町
時
代
に
は
唐
織
物
、
す

な
わ
ち
唐
（
中
国
）
か
ら
渡
っ
て
き
た
織

物
を
指
す
言
葉
で
し
た
。
高
価
な
輸
入
品

の
た
め
、
将
軍
家
や
身
分
の
高
い
貴
族
な

ど
、
ご
く
限
ら
れ
た
特
権
階
級
し
か
享
受

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
舶
載
品
の
唐
織
は
、
当

時
流
行
の
芸
能
、
能
と
結
び
つ
き
ま
す
。

演
能
の
と
き
、
着
て
い
る
唐
織
の
小
袖
を

脱
ぎ
、
褒
美
と
し
て
演
者
に
与
え
る
「
小

袖
脱
ぎ
」
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。
例
え
ば

寛
正
５
年
（
１
４
６
４
）
に
京
都

河
原
で
行
わ
れ
た
勧
進
申
楽
。
将
軍
足
利

義
政
と
夫
人
日
野
富
子
を
は
じ
め
、
多
く

の
人
々
が
参
集
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
小

袖
脱
ぎ
が
大
々
的
に
行
わ
れ
、
初
日
に
は

将
軍
着
用
の
御
服
を
は
じ
め
83
領
、
２
日

目
に
は
御
服
の
ほ
か
に
91
領
、
３
日
目
に

は
御
服
の
ほ
か
に
63
領
、
つ
ご
う
２
５
０

領
近
く
を
数
え
ま
し
た
。
こ
う
し
た
小
袖

脱
ぎ
に
よ
っ
て
演
者
に
与
え
ら
れ
た
中
国

渡
り
の
織
物
が
、
能
の
装
束
に
転
用
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

や
が
て
、
日
本
で
も
織
物
の
技
術
が
発

達
し
、
綾
地
に
多
彩
な
色
糸
で
文
様
を
織

り
出
す
技
術
が
確
立
さ
れ
、
こ
れ
を
唐
織

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
初
期
に
は

文
様
を
並
べ
て
配
す
る
だ
け
の
単
純
な
構

成
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
地

文
様
と
上
文
様
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
デ
ザ
イ
ン
の
幅
が
ぐ
ん
と
広

が
り
ま
し
た
。
た
い
へ
ん
手
の
込
ん
だ
織

物
で
、
文
様
を
緯
糸
で
浮
織
り
す
る
こ
と

で
、
ふ
っ
く
ら
し
た
厚
み
が
出
る
の
で
、

ま
る
で
刺
繍
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
さ

ら
に
金
糸
を
織
り
込
む
こ
と
で
重
厚
さ
が

増
し
ま
す
。
能
装
束
の
唐
織
は
、
日
本
で

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
唐
織
組
織
の
織

物
で
作
っ
た
装
束
の
こ
と
で
す
。
そ
こ
に

表
さ
れ
る
文
様
も
日
本
風
の
優
美
な
和
様

文
様
と
な
り
ま
し
た
。

女
役
に
使
う
唐
織
で
す
が
、
現
代
の
和

服
と
同
じ
よ
う
に
、
色
づ
か
い
や
文
様
で

そ
の
印
象
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
り
ま
す
。
そ

の
鍵
を
握
る
の
は
「
紅
」。
能
装
束
で
は

「
い
ろ
」
と
い
え
ば
紅
を
指
し
ま
す
。
紅

色
が
入
っ
た
華
や
か
な
装
束
は
紅
入
と
呼

ん
で
若
い
女
役
に
、
紅
色
の
入
ら
な
い
無

紅
は
、
中
年
以
上
の
女
役
や
霊
性
を
帯
び

た
役
ど
こ
ろ
に
用
い
ま
す
。

写
真
の
唐
織
は
、
井
伊
家
伝
来
品
の
な

か
で
も
、
最
も
魅
力
に
あ
ふ
れ
る
紅
入
の

一
領
で
す
。
江
戸
時
代
後
期
の
制
作
で
、

地
色
は
紅
と
萌
葱
と
濃
茶
の
３
色
。
水
の

流
れ
を
金
糸
で
あ
ら
わ
し
、
上
文
様
は
菊

の
折
枝
で
全
面
を
埋
め
尽
く
し
ま
す
。
色

糸
は
白
、
紅
、
萌
葱
（
緑
）、
二
種
の
浅
葱

（
青
）、
紫
、
黄
土
、
白
茶
・
・
・
と
豊
富
。
宝

石
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
賑
や
か

さ
が
あ
り
な
が
ら
、
調
和
を
乱
す
こ
と
な

く
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
優
し
さ
と
華

や
か
さ
を
合
わ
せ
持
っ
た
洗
練
さ
れ
た
一

領
と
い
え
ま
す
。

（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員

木
文
恵
））

写
真
の
作
品
は
、
８
月
25
日

〜
９
月

27
日

国
宝
･
彦
根
城

築
城
４
〇
〇
年
記
念
特
別
企
画
展
・
百
花

繚
乱
ー
彦
根
歴
史
絵
巻
ー
巻
の
６
「
幽

玄-

井
伊
家
伝
来
・
能
面
と
能
装
束
の
名

品
」
で
展
示
し
ま
す
。
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今年度新成人となるあなた、平成20年１月13日 にひこね

市文化プラザで開催される「新成人のつどい」の企画・運

営をしてみませんか。きっと大きな感動があるはずです。

〈活動内容〉実行委員会に参加して祝賀記念交歓会の内容の

企画や、当日の運営をしていただきます 〈活動日〉10月～

12月に５回程度実行委員会を開催 〈申込資格〉今年度新成

人となる人（昭和62年４

月２日～同63年４月１日

に生まれた人）で活動意

欲のある青年〈申込期限〉

8月31日 〈申込・問い合

わせ先〉 教育委員会生涯

学習課 2 4 7 9 7 1 、

FAX23 9190

〈内容〉城まつり事業の一つとして実施する「小江戸彦根の

にぎわい市（フリーマーケット）」への出店者を募集します。

〈開催期間〉11月１日 ～同４日 飲食物の販売は11月２

日 ～同４日 ）〈場所〉ひこね市文化プラザ（野瀬町）〈申

込条件〉市内在住の個人もしくは団体（公共機関を除く）で、

営利を目的としないもの 〈参加協賛金〉１ブースあたり

5,000円 〈申込期限〉８月24日 17：15 〈申込・問い合わ

せ先〉にぎわい市事務局（ 商工課内） 30 6119、FAX24

9676

〈平成20年歌会始のお題〉「火」〈詠進要領〉①半紙（習字用）

を横長に使い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、

住所、電話番号、氏名（本名、ふりがな）、生年月日、職業を

縦書きで、毛筆で自書してください。②病気や身体障害の

ため自書することができない場合は、代筆またはワープロ

やパソコンなど機器を用いて、また、視覚障害の人は、点

字により詠進することもできます。 ※代筆の場合は 別紙

に代筆の理由、代筆者の住所・氏名を、ワープロなどの場

合は機器を使用した理由を、それぞれ別紙に書いて、詠進

歌に添えてください。〈その他〉次の場合には、詠進歌は失

格となります。①お題を詠み込んでいない場合　②１人で

２首以上詠進した場合　③詠進歌が既に発表された短歌と

同一または著しく類似した短歌である場合　④詠進歌を歌

会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の出版物、年賀

状などにより発表した場合　⑤詠進要領の②に記した代筆

の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての

詠進歌　⑥住所、氏名、生年月日、職業を書いてないもの、

そのほかこの詠進要領によらない場合 〈詠進の期限〉９月

30日 （当日消印有効）〈応募・問い合わせ先〉宮内庁（〒100

8111） 封筒に「詠進歌」と書き添えてください。 詠進

歌は、小さく折って封入しても差し支えありません。宮内

庁ホームページ：http://www.kunaicho.go.jp/12/d12-

08.html

〈日時〉９月15日 ９：00～17：00 〈場所〉 消防本部（西今

町）〈定員〉72人（先着順）〈受講料〉5,000円 〈テキスト

代〉3,700円 〈申込期間〉８月20日 ～９月14日 （土・日

曜日は除く）の８：30～17：15 〈申込・問い合わせ先〉彦根

防火保安協会事務局（ 消防本部予防課内） 22 0332、

FAX22 9427

〈内容〉彦根城の樹木と、堀に生息するオニバスを観察しま

す。 〈日時〉８月26日 ９：00～12：00（天候により中止にな

ることがあります）〈集合場所〉彦根城黒門（８：50までに集合）

〈参加費〉無料 〈申込・問い合わせ先〉快適環境づくりをす

すめる会事務局（ 生活環境課内） 30 6116、FAX27

0395

〈投句の決まり〉四季を通じての「雑詠」で、自作、未発表

のものを１人につき３句以内 〈投句方法〉はがき１枚に３

句以内を楷書で書き、はがき表面の差出人欄に、郵便番号、

住所（ふりがな）、名前（ふりがな）、俳号（ふりがな）、電話番

号、中学生以下は学校名（ふりがな）・学年を書いてくださ

い。〈投句料〉無料 〈募集期間〉８月13日 ～９月30日

（消印有効）〈賞〉「一般の部」「小・中学生の部」について、各

選者が、特選３句、入選15句を選定します。入賞者には記

念品と入選句集を贈り、入賞作品を俳遊館で展示します

（応募者で希望する人には、入選句集を俳遊館でお渡しします）〈そ

の他〉ほかの俳句誌などへの二重投句や類想句、類似句が

判明した場合は、発表後でも入選を取り消します 〈選者〉

柿本多映、寺村滋、成宮紫水、野瀬章子（五十音順、敬称略）

〈応募・問い合わせ先〉 俳遊館（〒522 0064 本町一丁目３

24） 22 6849（FAX共用）※火曜日は休館です

〈内容〉大津市で開催される「第27回全国豊かな海づくり大

会～びわこ大会～」式典行事への招待者を募集します。

〈日時〉11月11日 ９：00～（受付は7：30～）〈場所〉県立芸術

劇場　びわ湖ホール（大津市）〈対象〉県内に居住する小学

生以上の人　※小・中学生は保護者の同伴が必要です

〈募集人数〉100人程度（応募者多数の場合は抽選）〈応募期限〉

８月31日 （必着）〈応募方法〉郵便番号、住所、氏名、年齢、

性別、電話番号を書いて、はがき、ファクス、Ｅメール、

または、「しがネット受付サービス」で申し込んでくださ

い。※保護者が同伴する場合は、保護者の住所など　も記

入してください。 〈その他〉１回につき申込できるのは１

人のみです。また、申込は一人１回限りです。〈応募・問

い合わせ先〉同大会滋賀県実行委員会事務局公募招待者係

（〒520 8577 滋賀県庁内） 077 528 3881、FAX077 528

4899、Ｅメール：umizukuri@pref.shiga.lg.jp、同大会ホ

ームページ：http://www.pref.shiga.jp/g/umizukuri/

小江戸彦根の城まつり にぎわい市出店者

「新成人のつどい」実行委員

俳遊館　俳句作品募集

第27回全国豊かな海づくり大会～びわ湖大会～式典行事公募招待者

危険物取扱者試験（乙種第４類）受験者のための予備講習会

平成20年歌会始

彦根城樹木ウォッチング（秋） オニバス観察会

日　時 11月18日 ※雨天決行
9：26スタート（10 ・５ ）
9：30スタート（３ ・ペア部門）

会　場 県立彦根総合運動場多目的広場、周辺道路
部門および参加料

募集定員 2,500人

申込方法 申込用紙（ 教育委員会事務局、市役所１階

受付、支所・各出張所、市民体育センター、各地区公

民館、市内郵便局にあります）に必要事項を記入し、

参加料を添えて郵便局で手続をしてください。

申込期限 ９月28日 （消印有効）

ゲスト　ひこにゃん

問い合わせ先 彦根シテ

ィマラソン実行委員会

事務局（ 教育委員会保

健体育課内） 22 8871

（FAX共用）

〈内容〉子育て中の保護者を対象に、子どもとどのように接す

ればいいのか、講演を通じていっしょに考えましょう。

〈講師〉岡田さよ子さん（教育・子育てコーディネーター）〈日時〉９

月６日 10：00～12：00 〈場所〉子どもセンター（日夏町）

〈対象〉就園前の子どもの保護者 〈定員〉50人（先着順）〈受

講料〉無料 〈その他〉託児あり（先着25人）〈申込期間〉～８

月24 ８：30～17：15（土・日曜日は除く）〈申込・問い合わ

せ先〉 子どもセンター 28 1580（FAX共用）

〈内容〉彦根市では、市の高齢者の保健・福祉施策について、

市民の意見を反映させるため、高齢者保健福祉協議会を設

置しています。協議会は１年に５回程度開催します。幅広

い年代の市民の意見を反映させるため、協議会に出席して

意見を述べていただく委員を募集します。〈任期〉10月～平

成22年９月まで（３年間）〈応募資格と募集人数〉 65歳以

上の市民（２人）、 40歳以上65歳未満の市民（１人）、

20歳以上40歳未満の市民（１人） ※応募者多数の場合

は選考 〈応募期限〉８月31日 （郵送の場合は消印有効）〈応

募方法〉住所、氏名、生年月日、電話番号、応募の動機

（200字程度）を書いて、郵送、ファクス、またはＥメールで

申し込んでください。〈応募・問い合わせ先〉 介護福祉課

（〒522 0041 平田町670） 23 9660、FAX26 1768、Ｅメ

ール：kaigo@mx.biwa.ne.jp

〈内容〉すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を目

指して開催される、「じんけんフェスタしが2007」の「県民

かがやきステージ」の出演者を募集します。〈日時〉９月15日

13：00～15：00 〈場所〉ひこね市文化プラザ　野外特設

ステージ（野瀬町）〈内容〉歌、楽器演奏、ダンスなど　※１

ステージ約20分（準備も含む）〈応募資格〉県内に在住、在勤、

在学する人、または団体 〈募集組（人）数〉５組程度〈参加

料〉無料 〈応募方法〉発表内容、出演人数、代表者の氏名、

住所、電話番号を書いて、はがき、ファクス、Ｅメールで

申し込んでください 〈応募期限〉８月８日 17：00（必着）

〈応募・問い合わせ先〉 人権施策推進課（〒520 8577 滋賀

県庁内） 077 528 3534、FAX077 528 4852、Ｅメー

ル：cf00@pref.shiga.lg.jp

じんけんフェスタしが2007「県民かがやきステージ」出演者

9 広報ひこね　平成19年８月１日

子育て講座 子どものしあわせは親の笑顔から

彦根市高齢者保健福祉協議会委員

第21回　彦根シティマラソン
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彦
根
城
を
見
上
げ
る
野
外
ス
テ
ー
ジ
や
、
彦
根
城

博
物
館
能
舞
台
を
会
場
に
、
５
回
に
わ
た
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
。

彦
根
サ
ウ
ン
ド
ラ
リ
ー
２
０
０
７

晩
夏
に
聴
く
Ｊ
Ａ
Ｚ
Ｚ
ラ
イ
ブ

出
演

小
曽
根
実
、
パ
パ
バ
ン
ド

日
時

８
月
31
日

午
後
６
時
30
分
〜

場
所

金
亀
公
園
野
外
ス
テ
ー
ジ

入
場
料

無
料

定
員

約
４
０
０
人

申
込
方
法

往
復
は
が
き
の
往
信
の
裏
面
に
、
郵
便

番
号
、
住
所
、
名
前
、
電
話
番
号
を
、
返
信
の
表

面
に
郵
便
番
号
、
住
所
、
名
前
を
書
い
て
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
津
放
送
局
「
彦
根
サ
ウ
ン
ド
ラ
リ
ー
２
０
０

７
」
係
（
〒
５
２
０
ー
０
８
０
６
）
ま
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

加
藤
登
紀
子
コ
ン
サ
ー
ト

日
時

９
月
16
日

午
後
６
時
30
分
〜

場
所

彦
根
城
博
物
館
　
能
舞
台

入
場
料

５
、
０
０
０
円
（
全
席
自
由
）

申
込
方
法

ひ
こ
ね
市
文
化
プ
ラ
ザ
チ
ケ
ッ
ト
セ
ン

タ
ー
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
８
月
11
日

午
前
９
時
か
ら
受
付
開
始

※
８
月
11
日

、
電
話
に
よ
る
受
付
の
み
と
な
り

ま
す
。（
ひ
こ
ね
市
文
化
プ
ラ
ザ
チ
ケ
ッ
ト
セ
ン
タ

ー

27

５
２
０
０
番
）

３
回
目

溝
口
肇
コ
ン
サ
ー
ト
（
10
月
19
日

）

４
回
目

カ
ヒ
ミ
・
カ
リ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト（
10
月
29
日

）

５
回
目

川
本
勇
コ
ン
サ
ー
ト
（
11
月
上
旬
）

※
３
回
目
以
降
の
予
定
は
、
改
め
て
お
伝
え
し
ま
す
。

佐
和
山
一
夜
城
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
佐
和

山
の
歴
史
に
関
す
る
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時

９
月
１
日

、
同
９
日

、
同
16
日

午
後
３
時
30
分
〜
同
５
時
（
３
日
と
も
）

場
所

井
伊
家
菩
提
寺
　
清

寺
坐
禅
堂
１
階
講
堂

（
古
沢
町
）

参
加
料

無
料

※
た
だ
し
、
資
料
代
と
し
て
各
講
座

２
０
０
円
が
必
要
で
す
。

定
員

２
０
０
人
（
事
前
申
込
が
必
要
で
す
）

講
師

９
月
１
日

小
和
田
哲
男
さ
ん
（
静
岡
大
学
教
育
学
部
教
授
）

同
９
日

中
井
均
さ
ん
（
米
原
市
教
育
委
員
会
）

同
16
日

谷
口
徹（

教
育
委
員
会
）

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

彦
根
商
工
会
議
所
青
年
部

22

４
５
５
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

２
７
３
０
番

築
城
４
０
０
年
祭
の
問
い
合
わ
せ
先
　
国
宝
・
彦
根
城
築
城
４
０
０
年
祭

実
行
委
員
会
（

彦
根
城
築
城
４
０
０
年
祭
推
進
室
内
）

30

６
１
４
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22

１
３
９
８
番

郷
土
の
歴
史
に
触
れ
る
機
会

に
な
れ
ば
と
思
い
、
二
人
の
子

ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
、
７
月
16

日
に
開
催
さ
れ
た
、
佐
和
山
一

夜
城
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ペ

イ
ン
ト
大
会
に
参
加
し
ま
し
た
。

参
加
者
が
、
縦
約
1.8
メ
ー
ト

ル
、
横
0.9
メ
ー
ト
ル
の
ベ
ニ
ヤ
板

に
、
色
を
塗
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

自
分
た
ち
が
塗
っ
た
板
だ
け
を

見
て
も
何
が
描
い
て
あ
る
か
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
日
塗
ら

れ
た
約
１
０
０
枚
の
ベ
ニ
ヤ
板

を
合
わ
せ
る
と
、
大
き
な
佐
和

山
城
天
守
の
絵
に
な
り
ま
す

（
表
紙
写
真
）。

「
歴
史
」
と
い
う
と
難
し
い

感
じ
も
し
ま
す
が
、
楽
し
み
な

が
ら
佐
和
山
城
に
つ
い
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
て
も
楽
し

い
体
験
で
し
た
。

９
月
に
は
、
高
さ
約
18
メ
ー

ト
ル
、
幅
約
13
メ
ー
ト
ル
の
佐

和
山
城
が
、
佐
和
山
の
ふ
も
と

で
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
聞

い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
も
、
自

分
た
ち
が
描
い
た
佐
和
山
城
を

見
に
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。

参
加
者
募
集

佐
和
山
一
夜
城
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

佐
和
山
歴
史
講
座

チ
ケ
ッ
ト
販
売
開
始

彦
根
サ
ウ
ン
ド
ラ
リ
ー
２
０
０
７

１
回
目

２
回
目

11 広報ひこね　平成19年８月１日

彦根TMO事業推進協議会（彦根商工会議所内）では、

市内の中心市街地商店街の空き店舗などを利用して、

商店街の活性化を目的とした、チャレンジショップ事

業を展開しています。

今回新たに次の２つの店舗がオープンしました。市

民の皆さんもぜひご利用ください。

直火焙煎珈琲豆店「ビーンズCB」
オリジナルのブレンド珈琲豆“スタンダード”シ

リーズのほか、世界中の珍しいコーヒーを取り寄せ

る、「世界の珈琲めぐり」を毎月開催しています。

場所 京町三丁目（おいでやす商店街京町交差点付近）

営業時間 10：00～18：00

彦根らぼらとりぃ社
学生や、地場産業と連携した商品を扱っています。

築城400年祭のキャラクター「ひこにゃん」や、

「しまさこにゃん」のグッズなどもそろえています。

場所 本町一丁目（四番町スクエア内）

営業時間 1 1：00～16：00

「チャレンジショップひこね」についての問い合わせ先

彦根TMO事業推進協議会（彦根商工会議所内） 22

4551、FAX26 2730、ホームページ：http://www.

hikone-cci.or.jp/hikone-tmo/

●はくぶつかん相談室
日本の歴史や美術についての疑問に、専門の学芸員

がお答えします。

日時 ８月４日 、同19日

10：00～16：00（２日とも）

対象 小・中学生、高校生

場所 彦根城博物館ロビー

参加費 無料（当日受付にお申し出ください。）

●夏休み特別企画　体験コーナー
「飾り結び」「紋切り」「貝合わせ」を知っていますか。

実際に体験して、日本の文化を楽しみましょう。

日時 ～８月19日 （期間中毎日開催）

10：00～12：00、13：00～15：00

場所 彦根城博物館能舞台脇見所　特設会場

参加費 無料（ただし、博物館の観覧料が必要です）

その他 子どもに限らず、だれでも参加できます。

問い合わせ先 彦根城博物館 22 6100、FAX22

6520
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治
会
な
ど
、
依
頼
の
あ
っ
た
団
体
へ

講
師
（
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
）
が
出

向
き
、
１
時
間
か
ら
１
時
間
30
分
程

度
の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

開
催
を
希
望
す
る
団
体
は
、
開
催

を
希
望
す
る
日
の
１
か
月
前
ま
で

に

介
護
福
祉
課
ま
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課

23

９
６
６
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

１
７
６
８
番

口
の
な
か
も
元
気
に
！

い
き
い
き
健
口
教
室

「
最
近
、
硬
い
も
の
が
た
べ
に
く

く
な
っ
た
」「
む
せ
や
す
く
な
っ
た
」

と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

皆
さ
ん
の
地
域
に
で
か
け
ま
す

認
知
症
を
知
る
出
前
講
座

現
在
、
全
国
で
約
１
７
０
万
人
が
、

認
知
症
と
い
う
病
気
に
か
か
っ
て
い

て
、
２
０
１
５
年
に
は
、
２
５
０
万

人
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
85
歳
以
上
の
人
口
の
４
人

に
１
人
の
割
合
に
な
り
ま
す
。

認
知
症
は
、
だ
れ
に
で
も
起
こ
る

可
能
性
の
あ
る
脳
の
病
気
で
す
。
彦

根
市
で
は
、
認
知
症
に
つ
い
て
理
解

し
、
認
知
症
の
人
や
、
そ
の
家
族
の

応
援
者
と
な
る
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ

ー
」
を
地
域
で
増
や
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
出
前
講
座
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

市
内
に
事
業
所
の
あ
る
企
業
や
自

農
家
の
皆
さ
ん
、

稲
わ
ら
は
焼
か
ず
に

土
に
鋤
き
込
み
ま
し
ょ
う

食
の
安
全
性
や
、
環
境
問
題
へ
の

関
心
が
高
ま
り
、
化
学
肥
料
や
農
薬

の
使
用
を
減
ら
し
た
、
環
境
に
や
さ

し
い
農
業
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
土
づ
く
り
が

重
要
で
す
。
土
づ
く
り
に
は
、
有
機

物
の
施
用
・
深
耕
・
土
づ
く
り
資
材

の
施
用
な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す

が
、
な
か
で
も
有
機
物
の
施
用
は
、

土
中
の
環
境
の
改
善
に
有
効
で
す
。

水
稲
は
、
ケ
イ
酸
を
多
量
に
吸
収

し
ま
す
。
稲
わ
ら
を
鋤
き
込
む
と
、

水
稲
作
付
け
で
失
わ
れ
た
ケ
イ
酸
な

ど
の
成
分
を
補
給
し
、
地
力
を
回
復

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
近
は
、

水
田
に
有
機
物
を
施
用
す
る
こ
と
が

非
常
に
減
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、

水
田
の
地
力
維
持
の
た
め
に
も
、
稲

わ
ら
や
も
み
殻
は
焼
か
ず
に
鋤
き
込

み
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
稲
わ
ら
や
も
み
殻
を
焼
く

と
、
煙
に
よ
り
周
辺
住
宅
の
環
境
や

道
路
の
通
行
に
支
障
を
き
た
し
、
二

次
災
害
の
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。
野

焼
き
は
絶
対
に
避
け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

農
林
水
産
課

30

６
１
１
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24

９

６
７
６
番

口
に
は
、
食
べ
る
、
話
す
、
味
覚
を

感
じ
る
、
感
染
を
防
ぐ
な
ど
の
大
切

な
役
割
が
あ
り
ま
す
。
歯
と
口
の
健

康
は
、
全
身
の
健
康
に
も
深
く
関
係

し
て
い
て
、
口
の
中
が
汚
れ
て
い
る

と
、
肺
に
細
菌
が
入
っ
て
寝
た
き
り

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

彦
根
市
で
は
、
65
歳
以
上
の
人
を

対
象
に
、
口
の
中
を
き
れ
い
に
し
、

む
せ
や
飲
み
込
み
に
く
さ
な
ど
を
改

善
す
る
方
法
を
学
ぶ
「
い
き
い
き
健

口
教
室
」
を
、
市
内
の
７
か
所
で
開

催
し
ま
す
。
関
心
が
あ
る
人
は
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
開
催
日
や
場
所

に
つ
い
て
は
、

介
護
福
祉
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課

23

９
６
６
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

１

７
６
８
番

10月１日から
乳幼児福祉医療費助成制度の
所得制限をなくします

彦根市の乳幼児福祉医療費助成制度が変わ

ります。今回の改正によって、市内に住民登

録のある全ての乳幼児が助成制度の対象にな

ります。昨年度、所得制限のため、助成対象

とならなかった人で、まだ受給申請をしてい

ない人は、受給申請をしてください。

今回の改正で、対象

となる人には申請書と

調書を送付します。届

かない場合はお問い合

わせください。

今回の改正点

所得制限の撤廃

※保護者の所得が、滋賀県が定める所得制

限額を超えた場合にも、彦根市独自の制

度により医療助成を行います。

申請期間 ８月１日 ～同17日

申請窓口 保険年金課、支所、各出張所

申請に必要なもの・申請書、調書、健康保険

証、印鑑、所得証明（今年の１月１日の時

点で、彦根市に住民登録があった人は必要

ありません）

問い合わせ先 保険年金課 30 6112、FAX

22 1398

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

受
験
資
格
　
次
の

〜

の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
ま
た
は
就

学
義
務
猶
予
免
除
者
だ
っ
た
人

で
、
平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
に

満
15
歳
以
上
に
な
る
人

保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の
猶

予
ま
た
は
免
除
を
受
け
ず
、
平
成

20
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
に

達
す
る
人
で
、
そ
の
年
度
の
終
わ

り
ま
で
に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な

い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
人

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
16

歳
以
上
に
な
る
人

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
で
、
平

成
20
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳

以
上
に
な
る
人

試
験
日
　
11
月
５
日

試
験
科
目
　
国
語
、
社
会
、
数
学
、

理
科
、
外
国
語
（
英
語
）

試
験
会
場
　

大
津
合
同
庁
舎
　
６

Ａ
会
議
室
（
大
津
市
）

願
書
受
付
期
間
　
８
月
24
日

〜
９

月
11
日

郵
送
の
場
合
は
９
月

11
日

の
消
印
有
効
）

問
い
合
わ
せ
先
　

教
育
委
員
会
学

校
教
育
課

０
７
７

５
２
８

４

５
７
６
番
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建
物
を
新
築
・
増
築
し
た
皆
さ
ん

固
定
資
産
税
の
家
屋
調
査
に

ご
協
力
を

住
宅
、
事
務
所
、
店
舗
な
ど
、
建

物
を
新
築
・
増
築
す
る
と
、
そ
の
建

物
に
は
固
定
資
産
税
（
市
街
化
区
域

内
で
は
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画

税
）
が
新
た
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

こ
の
固
定
資
産
税
の
税
額
の
基
礎

と
な
る
建
物
の
評
価
額
を
算
出
す
る

た
め
、

税
務
課
の
職
員
が
建
物
の

調
査
に
伺
い
ま
す
。
調
査
で
は
、
建

物
の
外
観
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
部

屋
を
拝
見
し
ま
す
。
必
ず
建
築
主
か
、

家
族
の
ど
な
た
か
が
立
ち
会
っ
て
く

だ
さ
い
。
調
査
に
要
す
る
時
間
は
、

30
分
か
ら
１
時
間
程
度
で
す
。
調
査

の
際
に
、
建
物
の
平
面
図
・
立
面
図

な
ど
の
図
面
や
、
仕
様
・
設
計
書
、

建
築
確
認
申
請
書
な
ど
を
ご
用
意
い

た
だ
く
と
、
よ
り
正
確
で
短
時
間
で

の
調
査
が
で
き
ま
す
。

留
守
が
ち
な
お
宅
は
、
事
前
に
都

合
の
よ
い
日
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。
調
査
日
時
を
調
整
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
以
前
か
ら
課
税
さ
れ
て
い

る
建
物
を
取
り
壊
し
た
と
き
な
ど

は
、
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
資
産
税

係

30

６
１
３
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22

３
０
５
２
番

児
童
扶
養
手
当
　
特
別
児
童
扶
養
手
当

今
年
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当
は
母
子
家
庭
な
ど

に
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
障
害
児

の
い
る
家
庭
な
ど
に
、
生
活
の
安
定

と
自
立
を
促
進
す
る
た
め
に
支
給
さ

れ
る
手
当
で
す
。
こ
れ
ら
の
手
当
を

受
け
て
い
る
人
（
現
在
支
給
停
止
に

な
っ
て
い
る
人
も
含
む
）
は
、
そ
れ

ぞ
れ
「
現
況
届
」
「
所
得
状
況
届
」

を
期
間
内
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
届
を
２
年
間
提
出
し
な
い

と
、
受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
。

提
出
期
間

▼
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
１
日

〜
同
31
日

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
13
日

〜
９
月
10
日

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て

支
援
課
（
平
田
町
）

23

９
５
９

０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

１
７
６
８

番



防
災
意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う

大
雨
と
大
規
模
地
震
の
発
生
に
よ
る
被
害
を

想
定
し
た
防
災
訓
練
を
行
い
ま
す
。

主
会
場
の
東
中
学
校
で
は
、
住
民
の
避
難
・

誘
導
訓
練
や
地
震
体
験
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
訓

練
を
、
参
加
し
た
皆
さ
ん
に
体
験
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
、
災
害
時
に
お
け
る
水
道
・
ガ

ス
・
電
気
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
機
関
な
ど
の

対
応
、
消
防
機
関
が
行
う
火
災
防
ぎ
ょ
訓
練
な

ど
の
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
訓

練
を
見
て
い
た
だ
き
、
防

災
意
識
の
高
揚
を
目
指
し

ま
す
。
家
族
や
地
域
の
皆

さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
鳥
居
本
地
区
公

民
館
と
稲
枝
北
小
学
校
で

は
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域

に
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域

の
皆
さ
ん
を
対
象
に
し
た

避
難
訓
練
を
行
い
ま
す
。

主
な
訓
練
内
容

避
難
訓
練
、
初
期
消
火

訓
練
、
水
防
訓
練
（
土
の

う
積
み
な
ど
）、

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

に
よ
る
救
出
訓

練
、
負
傷
者
の

救
出
・
救
護
訓

練
、
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
の
保
守
・

復
旧
訓
練
、
火

災
防
ぎ
ょ
訓

練
、
救
援
物
資

の
搬
送
訓
練
、

炊
き
出
し
訓
練
、
起
震
車
に
よ
る
地
震
体
験
、

応
急
救
護
所
設
置
、
水
消
火
器
体
験
、
非
常
食

の
試
食
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
設

置
　
な
ど

訓
練
参
加
機
関

彦
根
市
消
防
団
、
近
隣
各
自
治
会
、
近
隣
各

自
主
防
災
組
織
、
彦
根
市
地
域
婦
人
団
体
連
絡

協
議
会
、
彦
根
市
赤
十
字
奉
仕
団
、
ひ
こ
ね
災

害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
各
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
関
係
機
関
、
各
防
災
関
係
機
関
、
エ
フ

エ
ム
ひ
こ
ね
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送

ほ
か

問
い
合
わ
せ
先

総
務
課

30

６
１
０
０

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22

１
３
９
８
番
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彦
根
市
防
災
訓
練

日
時

８
月
25
日

午
前
８
時
30
分
〜
同
11
時
30
分

会
場

東
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
芹
川
町
）、
鳥
居
本
地
区
公
民
館
、
稲
枝
北
小
学
校

現
在
、
全
国

的
に
医
師
が
不

足
し
て
い
ま

す
。
市
立
病
院

も
例
外
で
は
な

く
、
医
師
不
足

の
た
め
、
一
部

の
診
療
科
で
は
診
療
を
制
限
し
て
い
ま

す
。
地
域
の
診
療
所
で
の
対
処
が
困
難

で
、
緊
急
を
要
す
る
患
者
さ
ん
や
、
入

院
が
必
要
な
重
症
の
患
者
さ
ん
を
診
療

す
る
と
い
う
、
市
立
病
院
の
機
能
を
維

持
す
る
た
め
、
皆
さ
ん
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

外
来
診
療
の
受
付
時
間
は

月
〜
金
曜
日
の

午
前
８
時
30
分
か
ら
同
11
時
ま
で

市
立
病
院
で
は
、
月
〜
金
曜
日
の
午

前
中
を
、
一
般
の
外
来
患
者
さ
ん
の
診

療
時
間
と
し
て
い
ま
す
。
午
後
は
、
予

約
外
来
や
、
入
院
し
て
い
る
患
者
さ
ん

の
治
療
の
ほ
か
、
手
術
や
検
査
な
ど
に

あ
て
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
午
前
11
時
以
降
は
、
重

症
で
救
急
の
患
者
さ
ん
を
除
い
て
、
ほ

か
の
医
療
機
関
で
の
受
診
を
お
願
い
し

ま
す
。
風
邪
な
ど
の
場
合
は
、
近
く
の

診
療
所
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

土
・
日
曜
日
と
祝
日
は

彦
根
休
日
急
病
診
療
所
な
ど
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

市
立
病
院
で
は
、
土
・
日
曜
日
と
祝

日
、
お
よ
び
年
末
年
始
は
一
般
の
外
来

診
療
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
日

に
、
体
調
を
崩
し
た
場
合
に
は
、
地
域

の
か
か
り
つ
け
医
か
、
彦
根
休
日
急
病

診
療
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

彦
根
休
日
急
病
診
療
所

場
所

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
内
（
平
田
町
）

診
療
日
・
時
間

日
曜
日
、
祝
日
と
年
末

年
始
の
午
前
10
時
〜
午
後
７
時
（
受

付
は
午
後
６
時
30
分
ま
で
）

救
急
の
患
者
さ
ん
の
診
療
は

時
間
外
も
受
け
入
れ
ま
す

地
域
の
診
療
所
か
ら
の
紹
介
や
、
救

急
車
で
搬
送
さ
れ
た
患
者
さ
ん
の
診
療

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
い
つ
で
も
受

け
付
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

市
立
病
院
企
画
経
営

課

22

６
０
５
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

０
７
５
４
番
、
彦
根
休
日
急
病
診

療
所
に
つ
い
て
は

健
康
管
理
課

24

０
８
１
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24

５
８
７
０
番

市
立
病
院
の
外
来
受
診

受
付
は
時
間
内
に
！
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ごみの減量化を進める方策と、有料化について検討する

審議会です。会議は公開で行われ、傍聴できます。

今回の会議では、清掃センター視察、ごみ対策の総点検、

ごみ処理有料化の基本事項整理を行います。

日時 ８月３日 13：30～16：30

※施設を視察するため、会議は14：45～

場所 彦根市事業公社　２階会議室（野瀬町）

申込・問い合わせ先 清掃センター管理課（野瀬町）

22 2734、FAX24 7787

※「オーミ緑化造園」は、「ローソン彦根外町店駐車場」に場
所が変わります。

※臨時の収集については、早めにお申し込み

ください。（臨時の収集は、原則として毎

週火・金曜日に実施します。）

※収集の状況によって、収集日は３日程度前

後することがありますが、ご了承ください。

8月後半～9月前半

17日

20日

21日

22日

23日

24日

27日

28日

29日

30日

31日

３日

４日

５日

６日

７日

10日

1 1日

12日

13日

14日

日夏、亀山地区、稲枝（西）、肥田（西肥田を除く）、上稲葉、下

稲葉、本庄、普光寺、薩摩、金沢（金沢団地）

日夏、亀山地区、稲枝（東）、肥田（西肥田）、稲部（稲部東）、

野良田、田附、新海、南三ツ谷、甲崎

鳥居本地区、日夏、亀山地区、柳川、上西川、下西川、上石寺、

下石寺、稲部（稲部）、稲里、肥田（西肥田）、金沢

鳥居本地区、岡、西沼波（東部を除く）、東沼波、大堀、大橋、

元岡、沼波、日夏、亀山地区、金沢、稲部（稲部南）

鳥居本地区、東沼波、大堀、錦（第２・３部）、河原一丁目、河原

二丁目、河原三丁目、河瀬地区、彦富、稲部（稲部南）

鳥居本地区、河瀬地区、金田、上岡部、下岡部、彦富

鳥居本地区、古沢、松原（四ッ川を除く）、高宮地区、河瀬地区、

彦富

高宮地区、河瀬地区、亀山地区、彦富（笹田団地）

高宮地区、河瀬地区、亀山地区

高宮地区、河瀬地区

高宮地区、河瀬地区

幸、松原一丁目、松原二丁目、松原（四ッ川）、野田山、正法寺、

地蔵、原（原西団地）、西沼波（東部）、本町一丁目、本町二丁目、

本町三丁目、銀座、中央（第１・４部）、芹橋一丁目、芹橋二丁目

（河原二丁目の一部を含む）、三津

幸、芹、安清、外、里根、野田山、正法寺、地蔵、平田（大沢）、

西今、開出今 の町団地、八坂東団地、三津、海瀬

里根、外、戸賀、小泉、開出今 の町団地、八坂東団地、野瀬、

西今、三津、海瀬

芹川、戸賀、小泉、山之脇、開出今、西今、三津屋

後三条（下）、芹川、馬場一丁目、馬場二丁目、長曽根、八坂北、

開出今団地（第１・３部）、大 、開出今、西今、三津屋

中央（第２・３部）、立花、金亀、尾末、城町一丁目、城町二丁目、

栄町一丁目、栄町二丁目、池州、大 、開出今、甘呂、宇尾、須越

元、船、旭、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、中 一丁目、

中 二丁目、中 、長曽根南、甘呂、宇尾、須越、八坂

京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、佐和、大東、錦（第１部）、

和田、平田（大沢を除く）、甘呂、宇尾、須越、八坂、橋向、後

三条（上）

京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、新、芹中、平田（大沢を

除く）、竹ケ鼻、甘呂、日夏、八坂、出路、田原

日夏、竹ケ鼻、亀山地区、稲枝（西）、稲部（稲部）、肥田（西肥

田を除く）、服部、上稲葉、下稲葉、本庄、普光寺、薩摩

日・曜日 駐　　　　　車　　　　　場 時　間

巡回日程【8月後半～9月前半】

図書館休館日

8月後半～9月前半

８月20日 、23日 、27日 、
９月3日 、10日

２１日

２２日

２４日

２８日

３０日

３１日

平 田 町 大 沢 高 岸 Ｂ 公 園
西 今 町 松 田 団 地
西 今 町 伊 庭 団 地
若 葉 小 学 校 東 門

稲 里 町 公 民 館
稲 枝 地 区 公 民 館
稲 　 枝 　 駅 　 前

千 鳥 ヶ 丘 会 館 横
岡 町 東 光 寺 前
平 田 町 明 照 寺 前

大 町 農 業 倉 庫
下 後 三 条 説 教 場
中 一 丁 目 白 山 神 社

新 海 町 公 民 館
田 附 町 公 民 館
本 庄 町 公 民 館

普 光 寺 町 （ 東 ノ 辻 広 場 ）
彦 富 町 公 民 館
金 沢 町 公 民 館
港 屋 駐 車 場 東

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１３：１５
１４：００
１４：５０

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１１：００
１３：１０
１４：００
１４：５０

８月
１６日

清 崎 町 浄 宗 寺
亀 山 ニ ュ ー タ ウ ン
日夏ニュータウン第２期集会所前

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１７日
開 出 今 菅 原 神 社
蔵 の 町 団 地 中 央
開出今第２団地（市立病院前）

１３：２０
１４：１０
１５：００

５日

６日

９月

４日

７日

1 1日

12日

太 平 団 地
東 山 会 館
湖 上 平 団 地 堤 医 院 前

葛 籠 町 公 民 館
高 宮 地 域 文 化 セ ン タ ー
Ｂ Ｓ ア パ ー ト ２ 号 棟

宮 田 町 山 田 神 社
J A東びわこ鳥居本支店駐車場
鳥 居 本 高 根 団 地
小 野 こ ま ち 会 館

清 崎 町 ば ん ば
J A 東 び わ こ 本 店 前 駐 車 場
河 瀬 地 区 公 民 館

多 景 保 育 園 横
長 曽 根 町
彦 根 ニ ュ ー タ ウ ン 中 央 部

楡 公 民 館
昭 和 電 工 茂 賀 ハ イ ツ
WAっとねす春日（旧広野会館）

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

13日

鳥 居 本 地 区 公 民 館
小泉町百貨卸センター駐車場（東側）
東 沼 波 町 秋 葉 神 社
旭 森 地 区 公 民 館

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

14日
J A 東 び わ こ 種 子 セ ン タ ー
滋 賀 観 光 バ ス 彦 根 営 業 所
ロ ー ソ ン 彦 根 外 町 店 駐 車 場

１３：２０
１４：１０
１５：００

9月前半

8月後半
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人口と世帯数
平成19年６月１日現在

人　口
男
女
世帯数

（ ）内は前月との比較

１１１,１３１人 （＋ ２６）
５４,６６９人 （＋ ６５）
５６,４６２人　（－ ３９）
４１,８７６世帯（＋ ５４）

旧西郷屋敷長屋門は、彦根城の内堀と中堀の間

の第二郭、現在の裁判所の一角に建っています。

第二郭は、かつては家老など千石以上の重臣の邸

宅が広がっていたところでした。この場所には、

知行高3,500石の家老西郷家が、代々屋敷を構え

て京橋口を守備しており、長屋門は京橋口に面し

て建てられています。

長屋門は、桁行24間（約48ｍ）、梁間３間（約

６ｍ）の入母屋瓦葺の長大な建物です。やや南に

偏って設けられた門は、２本の鏡柱を立てて冠木

を渡し、その内に両内開きの板扉を配して、両側

に潜戸を備えています。門の両脇には出窓があり、

高い格式を示す豪壮な造りとなっています。

長屋門の内部は、現在は裁判所施設として改造

されていますが、平成４～７年度に実施された解

体修理工事によって、かつては門から南には供

侍 部屋が、北には番所部屋とともに馬８頭を収

容する馬屋などが存在したと推定されています。

また、この修理工事では、冠木に墨書があり、

長屋門が寛保２年（1742）に庵原家によって建立

されたものであることが判明しました。明治16年

（1883）に当地に裁判所が設立された際、西隣の庵

原家の長屋門が現在地に移築されたと考えられま

す。この建物は彦根藩の重臣クラスの長屋門とし

て貴重であり、

昭 和 4 8 年

（1973）に彦根

市の指定文化

財となってい

ます。

彦根市介護相談員を
募集します

介護施設を利用している人のなかには、要望や不満を

抱きながらも、職員に対する気がねなどから、我慢して

いる人もいると言われています。

介護相談員は、介護サービスを提供する施設を２人１

組で定期的に訪問し、利用者の声を聞き、それをサービ

ス提供者に伝えるなど、よりよい介護サービスの実現に

役立っています。現在は、10人の介護相談員が活動して

います。この介護相談員を、新たに募集します。

定員 ５人

資格 ボランティア精神のある、介護や高齢者福祉にか

かわりながら地域づくりに貢献する意欲のある人（特

には専門的な資格を要しませんが、実際に活動する前

に、５日間程度の養成研修を受講していただきます。）

任期 ３年

申込・問い合わせ先 介護福祉課 23 9660、FAX

26 1768

彦根市都市計画マスタープランを
策定しました

彦根市では、彦根市

総合発展計画「市民が

つくる　安心と躍動の

まち　彦根」の実現に

向け、市の都市計画に

関する基本的な方針と

なる「彦根市都市計画マスタープラン」を策定しました。

詳しい内容は、彦根市ホームページでご覧いただけるほ

か、希望者には 都市計画課で販売します。

販売価格 １冊　1,600円

問い合わせ先 都市計画課 30 6124、FAX24

8517

搬入できません！事業系粗大ごみ
7 11 13

清掃センターでは、粗大ごみ処理場の補修工事を行

います。工事期間中は、事業に伴い発生した粗大ごみの

搬入ができません。ご協力をお願いします。

なお、一般家庭からの搬入、および有料戸別収集は、

この期間も通常どおり受け付けます。

期間 ７月11日 ～同13日 （３日間）

問い合わせ先 清掃センター施設課 24 3879、

FAX24 2850、有料戸別収集の受付は同センター管理

課 22 2734、FAX24 7787まで


