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第
34
回

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙掲載の催しが急に中止や
延期になる場合があります。開催の可否は事前に担当課または主催者へご確
認ください。また、最新情報は、市のホームページ https://www.city.
omihachiman.lg.jp/ で随時発信しておりますので、ご確認をお願いします。

人口と世帯 令和 3 年 9 月 1 日現在 
                      (    ) は前月比

　

『
近
江
八
幡
の
歴
史
』
第
９
巻

「
地
域
文
化
財
」
か
ら
、
近
江
八
幡

の
偉
人
を
紹
介
し
ま
す
。
今
回
は
、

「
明
治
の
三
筆
」
で
あ
り
、
近
江
水

口
出
身
の
巌
谷
一
六
（
１
８
３
４
年

～
１
９
０
５
年
）
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

巌
谷
一
六
は
、
名
は
修
し
ゅ
う
、
字
は
誠せ
い

卿き
ょ
うと
い
い
、
金き
ん

粟ぞ
く

、
歙
き
ゅ
う

霞か

仙せ
ん

史し

な
ど

と
号
し
ま
し
た
。
明
治
政
府
に
出
仕

し
、
太
政
官
の
役
人
と
し
て
勤
務
し

ま
し
た
。
一
六
の
号
に
つ
い
て
は
、

当
時
の
官
庁
が
一
と
六
の
日
が
休
日

で
、
休
み
の
日
に
書
画
を
た
し
な
む

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

同
じ
く
金
粟
と
は
勤
続
か
ら
、
歙
霞

仙
史
は
休
暇
と
掛
け
た
も
の
で
す
。

　

一
六
の
太
政
官
正
院
時
代
の
同
僚

に
は
、渋し
ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

が
い
ま
し
た
。
父
・

市い
ち
ろ
う
え
も
ん

郎
右
衛
門
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
に

栄
一
は
、
一
六
に
対
し
墓
碑
の
字
を

催
促
し
て
い
ま
す
（『
日
記
』
十
一

月
二
日
条
）。
そ
の
墓
碑
は
、
一
六

が
額
字
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

一
六
の
書
は
、
八
幡
に
多
く
所
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
明
治
15
年

（
１
８
８
２
年
）
秋
頃
は
、
一
六
が

　

一
六
は
、
書
の
執
筆
依
頼
が
あ
れ

ば
、
で
き
る
限
り
応
え
て
い
た
よ
う

で
、
全
国
各
地
に
作
品
や
、
碑
文
を

残
し
て
お
り
、
人
々
に
愛
さ
れ
た
書

家
で
し
た
。
八
幡
に
伝
わ
る
作
品
に

も
、
地
元
の
商
人
た
ち
と
の
つ
な
が

り
を
示
唆
す
る
も
の
が
多
く
あ
り
、

一
六
も
ま
た
故
郷
に
近
い
八
幡
の

人
々
に
親
し
み
を
持
っ
て
接
し
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ご
紹
介
し
た
作
品
は
、
東
近
江
市

五
個
荘
に
あ
る
、
観か

ん

峰ぽ
う

館か
ん

に
て
、
11

月
21
日
Q
ま
で
開
催
中
の
特
別
企
画

展
「
文
人
の
行
き
交か

う
街
」
で
展
示

さ
れ
ま
す
。

　

巌
谷
一
六
を
は
じ
め
と
す
る
、
八

幡
の
旧
商
家
に
伝
わ
る
作
品
の
数
々

を
、こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

八
幡
に
滞
在
し
て
お
り
、
多
く
の
作

品
を
遺
し
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ
、

八
幡
商
人
の
森も
り

五ご

郎ろ
う

兵べ

衛え

宛
に
送
っ

た
作
品
が
あ
り
ま
す
。

　

内
容
は
、「
金
を
積
み
子
孫
を
遺

す
は
、
子
孫
未
だ
必
ず
し
も
守
ら
ず
。

書
を
積
み
子
孫
に
遺
す
は
、
子
孫
未

だ
必
ず
し
も
読
ま
ず
。
陰
徳
を
冥め
い

々め
い

の
中
に
積
む
に
し
か
ず
。
お
も
へ
ら

く
、
子
孫
長
久
の
計
は
か
り
ご
と、
此こ

れ
先
賢

の
格
言
、
乃
す
な
わ
ち
後
人
の
亀き

鑑か
ん

な
り
」

と
あ
り
ま
す
。
善
い
行
い
は
、
人
に

知
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
子

孫
で
あ
っ
て
も
見
返
り
を
求
め
ず
行

う
こ
と
、
そ
れ
が
子
孫
繁
栄
の
秘
訣

で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
同
じ
年
に
書
か
れ
た
と
思

わ
れ
る
、
平ひ
ら

木き

家け

に
贈
ら
れ
た
扁へ
ん

額が
く

に
は
、「
積
善
に
は
余
慶
有
り
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
善
い
行
い
は
、

子
孫
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
内
容
で
、
こ
ち
ら
も
商

人
に
対
す
る
訓
示
で
す
。

　

両
作
品
は
、
直
接
執
筆
の
依
頼
を

受
け
て
の
も
の
で
、
一
六
の
書
の
特

長
で
あ
る
三
角
形
の
起
筆
や
飄
ひ
ょ
う

々ひ
ょ
うと

し
た
書
き
ぶ
り
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

特
に
扁
額
は
、
右
肩
上
が
り
の
線
の

中
に
、
あ
え
て
左
肩
上
が
り
の
線
を

加
え
る
こ
と
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
っ
て
、
ユ
ニ
ー
ク
に
仕
上
げ
て

い
ま
す
。

巌巌い

わ

い

わ

谷谷やや

  

一一い

ち

い

ち

六六ろ

く

ろ

く

総数　82,233 人     (-  18)
男　　40,418 人     (+     4)
女　　41,815 人     (-  22)
世帯　34,747 世帯 (-    7)

※外国人住民 (42 か国・地域／ 1,609 人 ) を含みます。
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積善有余慶扁額


