
中
山
地
区
に
あ
る
金こ
ん
ご
う剛
定じ
ょ
う
じ寺
は
、中
世

で
は
蒲
生
氏
と
の
関
係
が
深
く
、江
戸
時

代
に
は
幕
府
旗
本
の
関せ
き

氏
の
崇
拝
を
受

け
、堂ど
う
う宇
の
再
建
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。今

年
度
、重
要
文
化
財
の
聖
し
ょ
う
か
ん
の
ん

観
音
立り
ゅ
う
ぞ
う
像
な
ど

が
安
置
さ
れ
た
本
堂
の
修
理
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
が
、こ
の
本
堂
も
関
氏
に
よ
っ
て
建

立
さ
れ
た
も
の
で
す
。今
回
は
地
元
で
も

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
金
剛
定
寺
本
堂

と
関
氏
の
関
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

金
剛
定
寺
の
由
緒

寺
伝
に
よ
る
と
、開
基
は
聖
徳
太
子

で
、８
世
紀
の
末
に
は
東
大
寺
別
院
の

華け
ご
ん
し
ゅ
う

厳
宗
寺
院
と
し
て一
帯
に
38
の
塔た
っ
ち
ゅ
う頭や

三
重
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
ま

す
。さ
ら
に
、文ぶ
ん
え
い永
７
年（
１
２
７
０
）に
園

城
寺
の
僧
、実
盛
が
座
主
と
な
る
と
、法

相
・
天
台
・
真
言
宗
兼
学
の
寺
院
と
し
て

整
備
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、永え
い
り
ゃ
く暦
元
年（
１
１
６
０
）、

暦り
ゃ
く
お
う応
２
年（
１
３
３
９
）、文ぶ
ん
き亀
３
年

（
１
５
０
３
）と
、兵
火
な
ど
に
よ
り
荒
廃

し
ま
す
が
、そ
の
度
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、元げ
ん
き亀
２
年（
１
５
７
１
）の
兵
火

に
よ
る
荒
廃
後
は
復
興
が
進
ま
ず
、天
て
ん
し
ょ
う正

19
年（
１
５
９
１
）に
本
尊
や
諸
像
を
納
め

る
た
め
に
１
、２
棟
の
堂
宇
が
建
立
さ
れ

た
の
み
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
の
伽が
ら
ん藍
が
整
え
ら
れ
た
の
は
江
戸

時
代
の
こ
と
で
、そ
の
復
興
に
は
領
主
で
あ

る
関
氏
の
援
助
が
あ
り
ま
し
た
。

「
関
氏
」
に
つ
い
て

関
氏
は
中
世
、伊い
せ
の勢
国く
に
鈴す
ず
か
ぐ
ん

鹿
郡
を
治
め

た
一
族
で
、戦
国
時
代
の
末
に
は
関せ
き

一か
ず
ま
さ政

が
蒲
生
氏
郷
の
与よ
り
き力（
大
名
）と
し
て
、

白
河
城
主
を
務
め
ま
し
た
。氏
郷
没
後

は
独
立
し
た
大
名
と
し
て
信し
な
の
の
く
に

濃
国
飯い
い
や
ま山

や
伊い
せ
の
く
に

勢
国
亀か
め
や
ま山
な
ど
を
経
て
、慶
長
15
年

（
１
６
１
０
）、伯ほ
う
き
の
く
に

耆
国
日ひ

の野（
現
鳥
取

県
）５
万
石
の
大
名
と
な
り
ま
し
た
。と

こ
ろ
が
、元げ
ん
な和
４
年（
１
６
１
８
）、家
中

の
争
い
に
よ
り
領
地
は
没
収
と
な
り
ま
し

た
。し
か
し
、養
子
の
氏う
じ
も
り盛
が
幕
府
旗
本

に
取
り
立
て
ら
れ
、中
山
ほ
か
５
千
石
の

旗
本
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま

し
た
。以
後
、関
氏
は
11
代
続
き
明
治
時

代
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
の
間
、領
地
支
配
の
中
心
と
な
っ
た

陣
屋
は
金
剛
定
寺
の
北
側
山
麓
、現
在

天
理
教
の
敷
地
と
な
っ
て
い
る
場
所
に
設

け
ら
れ
ま
し
た
。そ
こ
に
は
江
戸
か
ら
家

臣
が
派
遣
さ
れ
、年
貢
の
徴
収
等
の
処
理

に
あ
た
り
ま
し
た
。

金
剛
定
寺
本
堂
の
瓦
に
つ
い
て

記
録
に
よ
る
と
現
在
の
本
堂
は
、文
化

２
年（
１
８
０
５
）に
、８
代
目
の
関
盛も
り
さ
と恭
に

よ
っ
て「
観
音
堂
」と
し
て
再
建
さ
れ
ま
し

た
。堂
内
の
龍
の
天
井
絵
に
添
え
ら
れ
た

墨
書
に
も「
文ぶ
ん
か
き
の
と
う
し

化
己
丑(

２
年)

」と
あ
る
こ

と
か
ら
、今
か
ら
２
１
２
年
前
に
建
立
さ
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
、し
か
も
再
建
と
い
う

文
言
か
ら
、そ
れ
以
前
に
も
何
ら
か
の
建

物
、あ
る
い
は
跡
地
や
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、本
堂
の
屋
根
の
軒
先
に
は
、再

建
当
初
の
物
と
考
え
ら
れ
る「
鉄て
っ
ぽ
う
び
し

砲
菱

紋
」の
丸
瓦
が
葺
か
れ
て
い
ま
し
た
。こ

れ
は
、隆り
ゅ
う
さ
ん
じ

讃
寺（
中
山
東
）や
光こ
う
み
ょ
う
い
ん

明
院（
中

山
西
）に
残
る
関
氏
歴
代
の
位
牌
に
も
使

わ
れ
て
い
ま
す
。関
氏
の
代
表
的
な
家
紋

は「
揚あ
げ
は
ち
ょ
う

羽
蝶
」で
す
が
、揚
羽
蝶
と
鉄
砲

菱
の
両
方
が
あ
し
ら
わ
れ
た
位
牌
が
複

数
残
っ
て
い
ま
す
。今
後
、更
な
る
検
証
が

必
要
で
す
が
、鉄
砲
菱
が
中
山
の
関
氏
ゆ

か
り
の
文
様
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。

今
回
の
修
理
で
は
、こ
う
し
た
歴
史
を

後
世
に
伝
え
る
た
め
、一
部
に
元
の
瓦
が

再
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
江
日
野
商
人
館（
大
窪
）、近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館

「
旧
山
中
正
吉
邸
」（
西
大
路
）の
開
館
時
間
は
、午
前
９
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で
、休
館
日
は
毎
週
月・火
曜
日
、祝
日
の
翌

日
、年
末
年
始
に
な
り
ま
す
。入
館
料
は
、大
人
個
人
三
〇
〇

円
、大
人
団
体（
三
〇
名
か
ら
）二
五
〇
円
、小
・
中
学
生

一
二
〇
円
で
す
。ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎０７４８-５２-０００８ / 近江日野商人館 ☎０７４８-５２-０００７

軒先で再利用された
「鉄砲菱紋」軒丸瓦
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修
経
費
は
町
や
国
の
財
源
だ
け
で

な
く
、ふ
る
さ
と
納
税
の
制
度
を

活
用
し
て
寄
付
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。目
標
は
３
年
間
で
４
千
万

円
。住
民
税
所
得
割
の
２
割
以
下

の
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
す
と
翌
年

の
住
民
税
等
が
２
千
円
を
超
え
る

額
は
軽
減
控
除
さ
れ
ま
す（
つ
ま
り

「
自
己
負
担
」は
２
千
円
の
み
）。

寄
付
の
お
願
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
使
っ
て
全
国
に
発
信
す
る
と

と
も
に
町
民
の
皆
さ
ん
や
ゆ
か
り

の
方
に
広
く
呼
び
か
け
さ
せ
て
い

た
だ
き
、お
陰
様
で
、町
内
は
も

と
よ
り
全
国
か
ら
寄
付
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。日
野
高
校
３
年
生

の
皆
さ
ん
か
ら
は
文
化
祭
の
収
益

金
７
万
７
千
円
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。寄
付
と
と
も
に「
近
江
鉄
道
で

通
学
し
た
頃
を
懐
か
し
く
思
い
出

し
ま
す
」「
古
い
も
の
を
大
切
に
す

る
の
は
い
い
こ
と
で
す
」「
日
野
高

校
生
す
ば
ら
し
い
。卒
業
生
と
し

て
と
て
も
う
れ
し
い
」な
ど
温
か
い

気
持
ち
も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

町
の
歴
史
や
文
化
を
大
切
に
住

民
の
皆
さ
ん
と
協
働
し
、ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
こ
と
は「
地
方
創

生
」の
原
点
で
す
。引
き
続
き
ご
支

援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
日
野
駅
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

が
動
き
出
し
ま
す
。１
０
０
年
の

歴
史
を
誇
る
現
役
木
造
駅
舎
の
日

野
駅
を
未
来
に
つ
な
ご
う
と
近
江

鉄
道
や
日
野
駅
利
用
促
進
活
性

化
懇
話
会
で
協
議
を
か
さ
ね
て
き

ま
し
た
が
、い
よ
い
よ
駅
舎
の
改
修

が
始
ま
り
ま
す
。現
在
の
駅
舎
の

骨
組
み
な
ど
を
そ
の
ま
ま
残
し
、外

観
は
昭
和
40
年
代
の
雰
囲
気
に
、

内
部
は
南
半
分
を
観
光
案
内
所
と

交
流
カ
フ
ェに
、北
側
を
駅
務
室
に

し
ま
す
。多
く
の
人
を
送
り
出
し

迎
え
た
改
札
口
は
そ
の
ま
ま
、そ
の

後
、上
り
ホ
ー
ム
の
建
屋
な
ど
の
改

築
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

日
野
駅
が
開
業
し
た
の
は
明
治

33
年
、大
正
５
年
に
は
複
線
化
を

す
る
た
め
に
駅
が
改
修
さ
れ
現
在

の
駅
舎
に
な
り
ま
し
た
。当
時
、改

修
に
当
た
っ
て
は
、住
民
の
皆
さ
ん

が
寄
付
や
用
地
の
提
供
を
さ
れ
、

寄
付
金
は
工
事
費
の
約
57
％
の

４
千
円
に
も
な
り
ま
し
た
。鉄
道

事
業
の
実
施
は
明
治
政
府
の
官
僚

と
日
野
商
人
４
人
が
里
口
の「
ふ

な
や
」と
い
う
料
理
屋
で
会
合
し

決
め
ら
れ
ま
し
た（
諸
説
あ
り
）。

「
ふ
な
や
」の
建
物
の
一
部
は
現

在
の
内
池
東
の
集
会
所
で
今
も
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。日
野
駅
の
改

２０１7年 2月

日野町長  藤澤直広
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　「
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
へ
の
提
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」
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料金受取人払郵便

差出有効期限
平成29年3月
31日まで

近江日野郵便局
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切手を貼らずに
お出しください
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アイデア・メッセージを
お待ちしています

広報は、行政から皆さんへと情報をお伝えするだ
けでなく、皆さんからのアイデアやメッセージをいた
だき、まちづくりに生かしていくことも大切です。

誰もが住みやすいまちにしていくためにも、皆さん
と行政との声のキャッチボールを大切にしていきます。

これからも皆さんの「声」をお待ちしています。

●５、８、1１、２月（３か月に１回）、「住みよいまちづくりへの提案」
をお寄せいただくためのハガキを「広報ひの」に掲載します

●ハガキに限らず、電話・封書・FAXなどで受け付けていますの
で、ご意見をお寄せください

お願い
○提案に対する回答を郵送させていただきますので、氏名・住所
（番地まで）を必ずお書きください。
（名前や番地の掲載がない場合などは、匿名扱いとなり、お
返事できませんので、ご了承ください）

○寄せられた提案は、町長はじめ担当課職員が熟読させてい
ただきます。出来る限り町政に生かせるよう、十分に検討し
たうえで回答させていただきますので、回答までに時間がか
かることがあります。

○お寄せいただいた提案は、「広報ひの」に掲載させていただ
く場合があります。その際に氏名の掲載はいたしません。

○担当課ですぐにお答えできるような質問については、電話で
お答えする場合もあります。


