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長浜市、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町の１市６町が合併 

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に
は
、
輝
か
し
い

希
望
に
満
ち
た
新
年
を
お
迎
え
の

こ
と
と
お
喜
び
申
し
あ
げ
ま
す
。

ま
た
、
平
素
よ
り
市
政
に
対
す
る

温
か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り

厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

さ
て
、
１
月
１
日
、
記
念
す
べ

き
こ
の
日
、
東
浅
井
郡
・
伊
香
郡

の
６
町
の
皆
さ
ん
が
加
わ
っ
た
人

口
12
万
４
千
人
、
面
積
６
８
０
平

方
キ
ロ
の
、
新
し
い
「
長
浜
市
」

が
誕
生
し
ま
し
た
。

こ
れ
も
湖
北
地
域
の
将
来
の
発

展
を
願
う
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
尽
力
に
よ
る
も
の
と
心
か

ら
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
市
政
を

預
か
る
責
任
の
重
さ
を
考
え
ま
す

と
、
改
め
て
身
の
引
き
締
ま
る
思

い
が
い
た
し
ま
す
。

県
内
で
最
も
広
い
市
域
を
持
つ

大
き
な
市
と
な
り
ま
す
が
、
す
べ

て
の
市
民
の
皆
さ
ん
が
「
合
併
し

て
よ
か
っ
た
」
と
実
感
で
き
る
公

平
公
正
な
行
政
運
営
と
、
幅
広
い

市
民
の
皆
さ
ん
が
参
画
す
る
市
民

主
役
の
ま
ち
づ
く
り
を
引
き
続
き

進
展
さ
せ
て
ま
い
り
ま
す
。

現
在
は
地
方
分
権
の
時
代
で
す
。

幸
い
、
新
し
い
長
浜
市
の
な
か
に

は
多
様
な
歴
史
、
文
化
、
伝
統
、

自
然
が
あ
り
、
画
一
的
、
形
式
的

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

特
性
を
生
か
し
た
取
り
組
み
に
よ

り
地
域
の
誇
り
に
さ
ら
に
磨
き
が

か
か
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
全
長
浜
市
の
骨
格
を
成

し
て
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
３

０
０
諸
国
を
自
由
に
往
来
し
時
代

の
最
先
端
を
敏
感
に
察
知
し
た
近

江
商
人
の
リ
ス
ク
を
果
敢
に
と
っ

た
理
性
主
義
、
合
理
主
義
に
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
在
に
お

い
て
、
日
本
人
に
等
し
く
求
め
ら
れ

て
い
る
気
概
で
あ
り
、
気
質
で
す
。

私
は
、
こ
う
し
た
伝
統
を
守
り
、
育

て
、
そ
し
て
合
併
に
よ
り
、
多
く
の

市
民
と
、
同
じ
未
来
、
夢
を
共
有
し
、

湖
北
の
英
知
を
結
集
さ
せ
る
こ
と

で
、
日
本
の
最
先
端
を
走
る
長
浜
市

を
つ
く
り
た
い
と
意
を
強
く
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

合
併
基
本
計
画
の
将
来
像
「
琵

琶
湖
の
真
珠
　
ひ
と
・
ま
ち
・
み

ど
り
が
結
び
合
う
自
律
協
働
都
市
」

の
実
現
に
向
け
て
、
今
後
と
も
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
支
援
と
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ

ま
す
。

長浜市の市章
ひょうたんは、豊臣秀吉公の馬印
であり、最初に城主になり長浜を
始めた歴史を表現し、３つの波形
が琵琶湖を表現しています。


