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序  論 
 

１．合併の考え方 

  

（１）地理的、歴史的なつながりと能登川町及び蒲生町民の願い 

    能登川町及び蒲生町は、東近江市のそれぞれ西と南西に位置します。 

能登川町は、永源寺・五個荘とともに神崎郡を構成していた地域として、また愛

知川沿岸地域として、また蒲生町は、万葉の時代から八日市西部地域一帯とともに

「蒲生野」と呼ばれ、その地域がもともと蒲生郡であったこと、鉄道が両市町を南

北につないでいるなど、それぞれ地理的、歴史的に深いつながりがあります。 

    能登川町においては、平成１５年１１月に当時の八日市市、永源寺町、五個荘町、

愛東町、湖東町の１市４町に対し、合併参画の申し入れが行われ、同年１２月には

議会において決議がされ、更に平成１６年１０月の町長選挙で、町民は東近江市と

の合併を選択されています。 

    蒲生町においては、平成１３年から１４年にかけて、当時の八日市市、永源寺町、

愛東町、湖東町とも合併協議を行った経緯もあり、平成１６年１１月の住民アンケ

ートでは、回答した住民の約８割が東近江市との合併を望み、同月に当時の１市４

町に対し、合併参画の申し入れが行われています。 

    こうしたことから東近江市と能登川町及び蒲生町との合併は、両町民にとって地

理的、歴史的なつながりに基づく願いであるといえます。 

 

（２）日常生活圏の拡大 

    能登川町及び蒲生町民の通勤・通学の状況を見ると、自分のまち以外では東近江

市が第一位となっています。また、消費購買動向でも東近江市への割合が高いこと

がうかがえ、これらのことから既に日常生活圏が一体化していると言える状況にあ

り、両町にとっては、東近江市と合併することにより、住民の生活圏の一致した行

政施策の展開が期待できます。 

能登川町（通勤通学 町内 40％、東近江市 12％、彦根市 11％） 

（消費購買 町内 46％、近江八幡市 22％、彦根市 11％、東近江市 9％） 

蒲 生 町（通勤通学 町内 35％、東近江市 15％、近江八幡市８％） 

（消費購買 東近江市 35％、町内 25％、近江八幡市 19％） 

                   【通勤通学：平成１２年国勢調査】 

                   【消費購買：平成１３年消費購買動向調査】 

 

（３）鈴鹿から琵琶湖までの連携 

    東近江市、能登川町及び蒲生町（以下「１市２町」といいます。）を流れる愛知川・
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日野川の二大河川は、鈴鹿山系から琵琶湖まで広がる湖東平野を形成しています。

１市２町の合併により市内を流れる愛知川の河川整備、JR 駅連絡のための愛知川沿

岸道路などの主要道路の整備促進、更に“蒲生野”に代表される歴史文化創造ゾー

ンや田園文化創造ゾーンの充実、鈴鹿の森林や琵琶湖の湖岸との共生など、鈴鹿か

ら琵琶湖に至る一体的なまちづくりが期待できます。 

 

（４）地方分権の推進と行財政基盤の強化 

    地方分権の時代において、これからの地方自治体は、厳しい財政状況にあって、

より効率的な行財政運営が求められています。１市２町の合併により東近江市は 

１０万都市となりますが、これまで以上に行財政運営の強化を図り、効率的な行財

政運営を行いながら、まちづくりを進めていくことが必要であると考えられます。 
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２．計画の概要 

 

（１）計画の趣旨 

    この計画は、神崎郡能登川町及び蒲生郡蒲生町を廃し、その区域を東近江市に編

入することに伴い、合併後の能登川町域、蒲生町域及び東近江市地域（以下「合併

後の東近江市」といいます。）について、まちづくりの基本方針を定めるとともに、

これに基づく事業計画を作成し、その実現を図ることにより、東近江市と能登川町

及び蒲生町の速やかな一体化を促進し、地域の発展と住民福祉の向上を図ろうとす

るものです。 

 

（２）計画の構成 

    この計画は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町「新市まちづくり

計画」の趣旨・理念を踏まえ、まちづくりの基本方針を示す「まちづくりの目標」、

まちづくりの目標を実現するための「主要事業」、「財政計画」をもって構成します。 

 

（３）計画の期間 

    この計画の期間は、合併が行われる平成１７年度及びこれに続く１０年間としま

す。 
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３．合併後の東近江市の概況 

 

（１）位置と地勢 

    合併後の東近江市は、滋賀県の南東部に位置し、京阪神と中京圏との中間にあた

ります。北に彦根市、愛知川町、秦荘町、多賀町、南に竜王町、甲賀市、日野町、

西に近江八幡市、安土町と接しており、東は三重県との県境となっています。 

    地形は東西に細長く、鈴鹿山系からふもとに向かい豊かな自然に恵まれたなだら

かな丘陵地が広がっています。鈴鹿山系に源を発する愛知川が市内を琵琶湖まで流

れ、日野川とともにその流域に肥沃な大地を育み、美しい田園風景を形成していま

す。 

    合併後の東近江市の面積は、３８３ｋ㎡で県総面積の９．５％を占めていますが、

地目別にみると、山林が約３７％、農地が約２４％（田 約２２％、畑 約２％）と

なっており、宅地は約６％となっています。 

 

（２）交通体系の状況 

    道路網については、合併後の東近江市の西部を主要地方道大津能登川長浜線や琵

琶湖沿岸を走る主要地方道彦根近江八幡線が南北に、合併後の東近江市の南部を国

道４７７号が東西に走り、名神高速道路や他の国道などとともに、広域幹線網を形

成しています。 

    公共交通については、JR 琵琶湖線が合併後の東近江市の西部を、近江鉄道が市の

中心部を南北に通っており、京都・米原・近江八幡・貴生川方面と結んでいます。 

 

（３）歴史文化 

    合併後の東近江市には、多くの古墳群や遺跡、古代からの埋蔵文化財を始め、大

陸文化の影響を残す遺産など、それぞれの地域において、積み重ねられた豊富な歴

史文化を誇っています。こうした歴史文化を背景に、現在でも伝統的な行事や歴史

資源を活用したまちづくりや市民活動が展開されています。 

 

（４）人口・世帯数の状況 

   ① 人口・世帯数の推移 

    平成１２年の国勢調査によると、合併後の東近江市の人口は、１１４，３９５人、

大津市、草津市に次いで県内３位で、世帯数は３４，８９７世帯となっています。

平成７年に比べ２．８％、世帯数で７．９％の伸び率で増加しているものの、滋賀

県全体（人口４．３％、世帯数１１．４％増）と比較すると伸び率は低くなってい

ます。 

② 人口の動き 
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    年齢階層別人口比率は、平成１２年国勢調査では、０～１４歳が１６．８％、６

５歳以上が１７．８％となっており、滋賀県全体（０～１４歳１６．４％、６５歳

以上１６．１％）の平均より高齢化が進んでいます。 

     

（５）産業の動向 

   ① 事業所数・従業者数 

産業別事業所数は、７割が第３次産業、３割近くを第２次産業が占めています。 

   一方、従業者数では、半数以上を第３次産業が占めています。 

② 農業 

合併後の東近江市の農家数は、平成１２年では６，３３１戸となっており、今後

とも減少を続けるものと考えられます。このうち兼業農家が９４％を占め、専業農

家が６％です。農業粗生産額は減少していますが、平成１２年では、約１２９億円

で県全体のうち、１７．３％を占めています。 

   ③ 工業 

平成１２年工業統計調査によると、合併後の東近江市の事業所数は４４９事業所、

製造品出荷額等については、６，３００億円となっています。 

   ④ 商業 

        平成１１年商業統計調査によると、合併後の東近江市の店舗数は１，５６４店舗、

年間商品販売額については、２，２５１億円となっています。 
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４．主要指標の見通し 

 

（１）人口 

    合併後の東近江市の人口は、平成１２年国勢調査で１１４，３９５人となってい

ます。しかし、現在の人口動態が続くと仮定して、今後の人口を推計すると、合併

後１５年間は増えると見込まれますが、平成３２（２０２０）年頃にピークを迎え、

その後減少傾向に転化すると推計されます。 

    合併後に、地域産業の活性化や定住化の促進策を進めることにより合併１０年後

には、おおむね１２０，０００人になると見込んでいます。 

また、高齢化率についてみると、平成１２年現在、１７．８％となっていますが、

平成２７年には、２３．２％程度になると想定されます。 

なお、各地域ごとには、高齢化率に格差が生じることから、施策の推進には留意

が必要です。 

 

合併後の東近江市の将来人口
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データ：国立社会保障・人口問題研究所 

 平成１２年は実績値、平成１７年以降は推計値 
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第１章 住民の意向 

 
１．アンケートにみる住民意向 

 
 能登川町  

能登川町が平成１６年１０月から１１月にかけて、住民基本台帳に登録された住民及

び外国人登録者（特別永住者及び永住者）のうち、１５歳以上の人（中学生を除く）か

ら２，５２５人を無作為に抽出し、東近江市との編入合併協議を進めていくうえでの将

来のまちづくりについてのアンケートを実施したものは、次のとおりです。 

（回収率：４９．３％） 

（１）新しいまちに望む将来イメージについて 

   「安全で平和なまち」が４９．５％と最も多く、次いで「安心して生活できるまち」

「都市的基盤が整ったまち」、「健康でいきいきとしたまち」と続いています。 

（２）新しいまちで重点的に取り組む施策について 

   「医療施設や救急体制の充実」が３９．２％で最も多く、次いで、「高齢者福祉・介

護サービスの充実」となっており、東近江市と同様に「保健・医療・福祉」施策への

取り組みが望まれています。また、「生活道路の整備」の都市基盤面、「ゴミ処理やリ

サイクル対策の充実」の環境面、「学校教育の充実」の教育面、「雇用対策の充実」の

産業面への施策を望む声も多くなっています。 

 

 蒲生町  

蒲生・日野まちづくり協議会が平成１５年１０月に１８歳以上の蒲生町民の中から 

３，４００人を無作為抽出し、まちづくりについてのアンケートを実施したものは、次

のとおりです。（回収率：４５．１％） 

（１）新しいまちに望む将来イメージについて 

   「安全なまち」が４４．６％と最も多く、次いで「福祉が充実したまち」、「健康な

まち」、「働く場所が多いまち」と続いています。 

（２）新しいまちで重点的に取り組む施策について 

   健康・福祉・教育・文化部門では「医療施設・体制の整備」、都市交通基盤部門では

「バスや鉄道などの公共交通の利便性」、環境・生活基盤部門では「ゴミ処理やリサイ

クル対策」、産業・観光部門では「働く場所が多く雇用の安定」、交流・自治・行政部

門では「行財政改革の推進」の施策を望む声がそれぞれ多い結果となっています。 

（３）新しいまちの運営で留意すべきことについて 

   合併した場合、「区域が大きくなり行政サービスが低下するのでは」と「役所が遠く

なり、不便になるのでは」と心配する声が多くありました。 
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第２章 まちづくりの目標 

１．合併後の東近江市の将来像 

これからのまちづくりにおいては、市民と行政が役割分担しながら、一緒にまちづくり

を進める“市民と行政の協働（パートナーシップ）”を基本的な考えとして、次のようなま

ちづくりをめざします。 

 

《地域が有する自然や歴史を大切にするまちをめざす》 

 鈴鹿の山々とそれを源流とする河川、広大な田園、里山そして琵琶湖といったこれまで

守り育ててきた豊かな自然や歴史文化を、地域固有の財産として次代へ受け継いでいく、

地域らしさを大切にするまちづくりをめざします。 

 

《暮らしの豊かさを実感できるまちをめざす》 

 豊かな自然環境の中で、産業の活性化や生活基盤の整備などを図り、市民ニーズに対応

した都市機能をバランスよく配置することで、身近に自然が広がり、ゆとりと安らぎのあ

る市民の暮らしを支え、豊かさを実感できる、住み続けたいまちをめざします。 

 

《心の豊かさがふくらむまちをめざす》 

 市民自らの手による多様な活動や自己表現の取り組みを支援することにより、安心な暮

らしの中で、市民一人ひとりが輝き、多様なライフスタイルが実現できる、心の豊かさが

ふくらむまちをめざします。 

 

《個性ある地域の連携による交流のまちをめざす》 

 交通や情報基盤の整備によって地域間連携を強めるとともに、個性あるまちづくりを、

より多彩で魅力的なものに高め、市民交流や国内外の人々との交流によるにぎわいのある

まちをめざします。 

 

 以上のような、めざすべきまちの姿から、東近江市の将来像に基づき、まちづくりを進

めます。 

みんなでつくる 

うるおい と にぎわい のまち 

東 近 江

ひがしおうみ

市  
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２．まちづくりの基本的な方向 

 
（１） 住民が主役となるまちづくり 

鈴鹿から琵琶湖までの豊かな自然、奥深い歴史・文化を有する合併後の東近江市は、こ

れまで地域にある資源を活用し、そこに住む住民自身の手により培われた独自のまちづく

りを展開してきました。 

地方分権が進み、地域間競争が激しくなると予測される中で、より一層、地域の特性を

活かし、ニーズに応じた地域らしいまちづくりを展開していくためには、住民自らが地域

の歴史や伝統、文化などを再発見し、地域への誇りや愛着を持ちながら、地域づくりの中

心となって活動していくことが不可欠となっています。 

そのため、今後のまちづくりの展開にあたっては、一人ひとりが輝き、自らの能力を発

揮する、住民が主役となるまちづくりへの取り組みを推進していきます。 

 

 

（２） 人と環境にやさしいまちづくり 

地球温暖化など地球規模の環境問題から琵琶湖、河川、森林の自然環境保全やゴミ減量

化などの身近な環境問題まで、環境に対する住民意識が高まる中、地域から持続可能な循

環型社会を構築し、安全で安心、快適な社会・生活環境の整備を進めていくことが望まれ

ています。 

そのため、地球規模の環境を意識しながら、身近な自然環境を保全し、できるだけ環境

に負荷を与えない生活を展開するとともに、真に豊かさを実感できる生活環境の実現をめ

ざします。 

 

 

（３） だれもが笑顔で暮らせるまちづくり 

急速な少子高齢化の進展にともない、老後の不安や健康などへの関心が高まる中で、だ

れもが安心して暮らせる地域社会を実現していくことが求められています。 

そのため、だれもが安心して暮らせる地域社会の実現のために、地域医療を担う機能の

維持・向上とともに、保健・医療・福祉のそれぞれの施策間の相互連携を高め、総合的な

施策展開により、多様化・高度化する住民ニーズに対応していきます。また、地域の支え

あいを大切にし、住み慣れた地域において安心して生活が送れるよう、福祉施策の展開な

ど、安心のネットワークが広がる施策に積極的に取り組んでいきます。 
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（４）次代を担う人材を育むまちづくり 

少子化が進むととともに、全国的な人口減少が始まると予測される中で、次代を担う青

少年の健全な育成は、この地域にとっても重要な課題となっています。 

少子化対策に総合的、計画的に取り組みます。なお、合併後の東近江市では、人口、年

少人口が増加している地域もあり、次世代育成支援対策としての、安心して子どもを産み

育てることのできる子育て支援や、子どもたちが将来の夢を実現できる教育環境整備にも

取り組みます。さらに、住民の学習ニーズの高まりや、個々の自己実現に向けた気運の高

まりに対して、生涯を通じた学習機会の創出やスポーツ環境の充実に努め、人材を育むま

ちづくりを進めます。 

 

 

（５）地域の活力を生み出すまちづくり 

合併後の東近江市は、愛知川及び日野川流域に豊かな農地が広がる農業地帯であるとと

もに、農・工・商・観光などの産業がバランスよく立地する地域です。しかし、各産業と

もこれまでの枠組みやシステムを再構築していくことが求められています。 

そのため、これまでの産業の枠を越え、地域で生産・加工・流通・販売・消費が循環す

る地産地消型の産業連携をめざします。さらに、交流文化、歴史文化、豊かな自然環境な

ど、地域が有する様々な資源の連携による、活力ある地域産業の振興を図っていきます。 

 

 

（６） 市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

東近江市としての一体感を保ち、都市の魅力を更に高めていくためにも都市基盤の充実

や、周辺地域及び地域内の連携強化に向けた基盤の充実を図っていくことが不可欠です。 

そのため、幹線道路の整備促進や JR を利用しやすい環境づくり、高齢者など交通弱者が

安心して交流できるよう、公共交通ネットワークの充実強化に努めます。また、地域の情

報格差是正のためケーブルテレビ網の整備拡大を行うなど、市民生活、地域経済を支える

まちづくりをめざします。 
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３．合併後の東近江市の都市構造 

 

 合併後の東近江市の都市構造は、将来像に掲げる《地域が有する自然や歴史を大切にす

るまち》、《暮らしの豊かさを実感できるまち》、《心の豊かさがふくらむまち》、《個性ある

地域の連携による交流のまち》をめざし、設定しています。 

 

 都市構造は、土地の利用方法によるゾーン、生活を支える機能が集積する拠点、各種連

携・交流を支える軸により構成しています。 

 『にぎわい文化創造のゾーン』 

    このゾーンにおいては、商業や文化、住宅など中心市街地としての各種の専門的

な機能の強化を図り、にぎわいの創出に努めます。 

 『交流文化創造のゾーン』 

    このゾーンにおいては、JR 能登川駅のターミナル機能を活かし、交流や商業など

の機能の創出に努めます。 

 『田園文化創造のゾーン』 

    このゾーンにおいては、農地、農村集落といった美しい自然と調和した田園環境

の整備、保全を行うとともに、農業の高付加価値化などに向けた取り組みを行いま

す。 

 『歴史文化創造のゾーン』 

    このゾーンにおいては、歴史的建物やその周辺に広がる景観、伝統や文化を保全

するとともに、観光交流などへの積極的な活用を行います。 

 『自然居住文化創造のゾーン』 

    このゾーンにおいては、緑豊かな自然環境と共生し、新たな暮らしの文化を創造

します。 

 『森林の共生のゾーン』 

    このゾーンにおいては、豊かな自然環境の保全を行うとともに、森林のもつ保健

休養機能や観光、教育などの場としての交流機能を高めます。 

 『湖岸共生のゾーン』 

    このゾーンにおいては、琵琶湖岸に広がる自然環境や景観の保全を行うとともに、

レジャーや観光などの場としての交流機能を高めます。 

 

 【都市拠点】 

    行政総合拠点のほか、商業集積拠点や交通ターミナル拠点など、総合的な都市生

活機能の拠点を形成します。 

 【地域拠点】 

    各地域における市民サービスや市民活動の拠点を形成します。 
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 《国土連携軸》 

    京阪神・中京都市圏といった大都市部との連携や交流を充実します。 

 《都市間交流軸》 

    近畿都市圏や周辺市町との連携、交流を高め、利便性の向上や地域の魅力の発信

を図る軸の強化を進めます。 

 《地域間交流軸》 

    市域内の各地域の歴史文化資源などの連携や人々の交流を高め、一体感の醸成や

地域活性化を図る軸の強化を進めます。 

 《自然と交流の文化軸》 

    愛知川及び日野川並びにその周辺において、各種の交流機能の強化を図るなど、

市域を貫く交流の軸づくりを進めます。
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第３章 主要事業 

 
１．施策体系 

 

みんなでつくる 

うるおい と にぎわい のまち 

東近江
ひ が し お う み

市  

《まちづくりの基本的な考え方》 

市民と行政の協働（パートナーシップ） 

《めざすべきまちの姿》 

● 地域が有する自然や歴史を大切にするまちをめざす 

● 暮らしの豊かさを実感できるまちをめざす 

● 心の豊かさがふくらむまちをめざす 

● 個性ある地域の連携による交流のまちをめざす 

将 来 像 
施策の方向性 

人と環境にやさしい 

まちづくり

地域の活力を生み出す 

まちづくり

市民生活、地域経済を 

支えるまちづくり

住民が主役となる 

まちづくり

① 市民主体のまちづくり自治システムの構築 

② 地域の一体感を生む市民間交流の推進 

③ 多様な交流活動の展開 

④ お互いを認め合う人権尊重のまちづくり 

⑤ 一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現 

次代を担う人材を育む 

まちづくり

だれもが笑顔で 

暮らせるまちづくり

② 環境にやさしい循環型社会の構築 

③ 自然の水循環に配慮した上下水道の充実 

④ 快適な暮らしを支える良好な住環境づくり 

① 豊かな自然環境の保全と活用 

⑤ 市民の暮らしを守る安全安心のまちづくり 

② 地域資源を活かした観光交流産業づくり 

③ 多面的機能を有する農林業の活性化 

④ にぎわいを生む地域商業の活性化 

① 新産業の育成と既存産業の活性化 

② 公共交通ネットワークの充実 

③ 情報基盤の拡充 

④ 計画的な土地利用・基盤整備の推進 

① 市内道路ネットワークの充実 

⑤ 河川整備、治山・砂防対策の推進 

③ 生涯にわたる学習機会の充実 

④ 地域文化の保存・継承・創造 

② 子どもの教育環境の充実と青少年の健全育成 

① 安心して子どもを産み・育てられる環境づくり ① 安心して子どもを産み・育てられる環境づくり 

② 互いに支える地域福祉の充実 

③ 高齢者福祉の充実 

④ 障害者（児）福祉の充実 

① 健康づくりの推進 

市民と行政の協働によるまちづくり 

まちづくりを進めるシステム 
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２．基本施策 

 

（１）住民が主役となるまちづくり 

 

① 市民主体のまちづくり自治システムの構築 

・  魅力ある地域社会を形成するため、地域の資源や地域特性を活かしたコミュニティ

単位のまちづくり活動を支援します。 

・  中学校区などの新たなエリアにおいて、多様な市民が参加する市民主体のまちづく

りシステム（まちづくり協議会）の構築を図ります。 

・  地域活動やＮＰＯ活動などを支援するため、支所への地域振興担当職員の配置や活

動拠点機能の充実などを図ります。 

・  地域色豊かな、市民主体のまちづくり活動を支援するため、まちづくり基金を設置

します。 

 

② 地域の一体感を生む市民間交流の推進 

・  地域で行われている各種イベントや事業の連携、全市的イベントの創出などを図り、

市民や企業などあらゆる立場の参加による、交流機会の拡大に努め、一体感の醸成

に向け取り組みます。 

・  ケーブルテレビ網など情報通信ネットワークを活かし、地域情報の受発信などによ

る地域間交流を促進する仕組みを構築します。 

 

③ 多様な交流活動の展開 

・  これまでの国内交流や国際交流などを、地域や住民が主体となり引き続き実施しま

す。 

・  琵琶湖や河川、山をテーマとした流域都市部と農山村の交流など、新たな交流活動

に取り組みます。 

 

④ お互いを認め合う人権尊重のまちづくり 

・  市民･企業･行政が一体となってあらゆる差別の解消を図り、一人ひとりの人権が尊

重される社会の実現をめざして、人権･同和問題の正しい理解を深め、人権意識高

揚のための人権教育・啓発活動を推進するとともに、人権相談体制の充実を図り、

人権の擁護に努めます。 

 

 

⑤ 一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現 

・  性別による固定的な役割分担意識の解消に向けて啓発活動を推進するとともに、あ

らゆる分野で男女が対等な立場で参画できる環境づくりを図ります。その一つとし

て、各種審議会や委員会において、女性委員ゼロの解消を進め、男女共に割合が

30％以上になることをめざします。 
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・  職業、家庭生活、地域活動が両立できる社会をめざし、子育て支援や介護支援等を

充実していきます。また、ドメスティックバイオレンスなどの人権侵害から女性を

守る相談体制の強化を図ります。 

 

【主要事業】 

① 市民主体のまちづくり自治システムの構築 

・コミュニティ活動への支援  

・まちづくり協議会設置・運営の支援 

・地域活動や NPO 活動等を支援する支所機能の充実 

・まちづくり活動支援のための基金設置 

② 地域の一体感を生む市民間交流の推進 

・全市的イベントの創出   

・地域資源を活用した交流事業の展開 

  ・ケーブルテレビ等を活用した地域情報提供の充実 

③ 多様な交流活動の展開 

・国内、国際交流の推進   

・都市と農山村交流の推進 

④ お互いを認め合う人権尊重のまちづくり 

・人権教育、啓発活動の推進と相談体制の充実 

⑤ 一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現 

  ・男女共同参画推進のための啓発や相談体制の充実 
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（２）人と環境にやさしいまちづくり 

 

① 豊かな自然環境の保全と活用 

・ 地域に潤いを与える河川については、地域住民との協働により近自然型・多自然型工

法などによる河川整備を進め、環境共生型河川の実現をめざします。 

・ 自然環境の保全とともに、自然の有する機能を活かした、市民の健康増進、観光資源

として、また環境学習の場として、積極的な活用を行います。 

 

② 環境にやさしい循環型社会の構築 

・ 持続可能な社会の実現のため、環境基本条例に基づき良好な環境保全と創造のための

諸施策を総合的、計画的に推進します。 

・ ゴミの減量化とリサイクル・リユースによる循環型社会の形成を進めます。 

・ 新エネルギービジョンに基づき、地球温暖化防止に向け、市民と一体となった省エネ

ルギーの推進や太陽光利用などの新エネルギー活用構想を推進します。 

・ 節水や石鹸利用、廃食油を排水に流さないなど、環境にやさしい消費生活の取り組み

をさらに進めるとともに、流域間交流などを通じた水環境保全に取り組みます。 

・ 公共施設における環境管理システムの導入やグリーン購入の推進、公共交通機関の利

用促進に努め、環境に配慮した事業活動、市民生活の普及を図ります。 

 

③ 自然の水循環に配慮した上下水道の充実 

・ 生活環境の改善と琵琶湖の水質保全を図るため、公共下水道の早期整備、農業集落排

水施設の適正な管理を進めます。 

 

④ 快適な暮らしを支える良好な住環境づくり 

・ だれもが安心して定住できる環境整備に向け、周囲の自然環境やまちなみに調和した

住宅地の形成、身近な生活道路や水路の改善など、良好な市街地、集落環境の整備を

促進します。 

・ 豊かな自然を活用した公園や緑地の整備、地域に潤いを与える親水空間整備を積極的

に進め、ゆとりと潤いのある住環境の整備を進めます。 

 

⑤ 市民の暮らしを守る安全安心のまちづくり 

・ 火災や水害、地震等の災害から市民の生命と財産を守るため、防災設備の充実や自主

防災組織の拡充・連携、さらに県内外自治体や公共機関、民間などとのより広域的な

応援協力体制の整備など、消防防災体制の強化を図ります。 

・ 地震など、大規模災害に対応するため、小中学校や庁舎などの耐震強化を進めるほか、

ケーブルテレビなどの情報通信網を活用した、市民の防災情報ネットワークを早急に

構築します。 

・ 犯罪や事故に強いまちとなるよう、地域のふれあいと市民の連携を強め、市民と行政
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が一体となった活動を展開し、明るく住みよい安全都市を実現します。 

・ 交通事故のない安心して暮らせる地域づくりに向け、すべての人にやさしい歩道や自

転車道など、交通安全施設の整備・拡充を図るとともに、地域や学校等と連携しなが

ら、交通安全に関する知識の普及や啓発活動の充実に努めます。 

・ 消費生活面での安全を図るために、消費生活センターや権利擁護センターなどとの連

携を深め、消費生活相談窓口機能など相談体制の充実強化・啓発活動の推進を図りま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主要事業】 
① 豊かな自然環境の保全と活用 

・環境に配慮した基盤整備の促進 
  ・河川愛護等の市民活動への支援 
  ・環境学習の推進 
② 環境にやさしい循環型社会の構築 
  ・資源回収リサイクルシステムの構築 
③ 自然の水循環に配慮した上下水道の充実 
・公共下水道整備事業   
・農業集落排水整備事業 

④ 快適な暮らしを支える良好な住環境づくり 
  ・公園、緑地の整備 
・公営住宅の整備、充実 

⑤ 市民の暮らしを守る安全安心のまちづくり 
  ・地域防災計画、水防計画の策定 
  ・地域防災情報ネットワークの構築 
・庁舎や学校など公共施設の耐震補強、改修 
・防犯活動や交通安全活動の充実 
・歩道や自転車など交通安全施設の整備 
・市民相談体制の充実強化 
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（３）だれもが笑顔で暮らせるまちづくり 
 
① 健康づくりの推進 

・ 保健、医療、福祉の連携を強化し、安心して暮らせるまちづくりをめざし、総合的な

サービスの提供を図るための拠点機能を充実します。 

・ 住民の健康を守り、地域の医療を維持するため、医療機関や介護保険施設との連携や

機能分担などを踏まえ、合併後の東近江市の医療体制について、早期に総合的な検討

を行います。 

・ だれもが健康でいきいきと暮らせるまちづくりに向け、「栄養」「運動」「休養」｢健診｣

「生きがいづくり」を健康づくりのための柱として推進し、疾病の予防に努めます。 

・ 健康づくりを個人の努力だけに任せず、家族、地域、職場の一人ひとりが考え、支援

する環境づくりを、住民参加のもと市全体で推進していきます。 

 

② 互いに支える地域福祉の充実 

・ 自治会や集落単位の保健・福祉活動を促進するため、支援ネットワークの構築や地域

福祉ボランティアの充実を行い、互いに支え合う福祉意識の高い地域社会づくりを進

めます。 

・ 介護や子育てなどの福祉活動をとおして、地域における世代間の新たな支えあいの仕

組みを築いていくとともに、身近なコミュニティ単位の活動から中学校区における活

動、全市的な活動など、安心のネットワークが広がる活動を展開します。 

・ これからの地域福祉を支える、保健・医療・福祉の人材の確保のため、有技能者の掘

り起こしや活用を行います。また、地域福祉を支える新たなセクターとして、NPO や

地域団体、ボランティア団体の育成、支援に努めます。 

・ だれもが快適に暮らすことができるよう、公共的施設や公共交通機関のユニバーサル

デザイン化を進めます。 

 

③ 高齢者福祉の充実 

・ 高齢者の有する知識や経験を地域社会に役立てる仕組みづくりや、生涯学習やスポー

ツ・レクリエーションなどのメニューの提供により、高齢者の積極的な社会参画によ

る生きがいづくりを進めます。 

・ 介護を要する状態になることを予防するための健康管理・指導、転倒予防教室の実施

など、寝たきりにならない、させない運動を推進し、高齢者の自立した生活を支援し

ます。 

 ・ 痴呆についての理解を広め、予防を兼ねた健康教室を開催し、早期対応に努めます。

さらに、介護予防活動と連携させ、早期発見システムを構築します。 

・ 痴呆をもった高齢者には、かかりつけ医や専門医療機関と介護にかかわる保健・福祉

関係機関との連携を強化し、情報提供、相談を気軽に行なえる体制の構築を進めると

ともに、介護者の支援や適切なサービスの提供に努めます。 
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④ 障害者（児）福祉の充実 

・ 障害者（児）が日常生活において自立できるよう、地域や医療機関等と連携しながら、

サポート体制の充実を図ります。 

・ 障害の早期発見、早期治療の推進や障害児教育の充実を進めます。 

・ 授産施設の充実や地域内企業の協力による就労の場の確保などにより、地域社会への

参画を促進するとともに、施設と地域が一体となったグループホームなど地域におけ

る在宅生活拠点の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要事業】 
① 健康づくりの推進 
  ・保健、医療、福祉の連携推進   
・地域医療施設の充実と地域医療体制の検討  
・保健センター機能の強化 

② 互いに支える地域福祉の充実 
  ・地域福祉計画の策定及び推進 
・地域で支えあう福祉活動への支援 
・地域福祉拠点の整備支援及び人材育成 
・ユニバーサルデザインの推進 

③ 高齢者福祉の充実 
・高齢者生きがい対策の推進 
・高齢者福祉施策の充実 
・痴呆の早期発見、予防システムの構築、相談体制の充実 

④ 障害者（児）福祉の充実 
  ・障害福祉施策の充実 
  ・障害児通園事業施設の整備 
  ・障害のある高齢者への医療費助成の拡大 



 

7 7

（４）次代を担う人材を育むまちづくり 

 

① 安心して子どもを産み・育てられる環境づくり 

・ 少子化に対応するため、計画的に総合的な施策を展開し、家庭や子育てに夢を持ち、

子どもを産み育てる者が真に誇りと喜びを実感できる社会の実現に向けた環境づく

りに努めます。 

・ 多様で良質な保育サービスの提供、幼稚園と保育所の連携、母子保健や乳幼児医療の

充実、子育て支援ネットワークづくり、学童保育への支援など、子どもを安心して産

み育てられる環境の整備に取り組みます。 

・ 子どもがひとしく心身ともに健やかに育つよう、家庭教育に関する学習機会や相談事

業の充実、豊かな人間性を育むための環境整備、児童虐待の防止などに取り組みます。 

 

② 子どもの教育環境の充実と青少年の健全育成 

・ 特色のある学校づくりに向け、郷土学習や体験学習などのカリキュラムを実施すると

ともに、確かな学力や豊かな心、体力を培うための学校教育をより一層推進します。 

・ まちの自然や歴史、伝統資源を活用した、地域への愛着を高める教育を進めるほか、

情報ネットワークを利用した市内学校間の交流などを進めます。 

・ 国際化、情報化社会が進む中で、外国語教育やコンピューターを活用した情報教育の

充実、また、自ら考え行動できる力を育てる環境教育の充実を図ります。 

・ 学校校舎の耐震強化を図るとともに、新たな学習カリキュラムに応じた改修を進める

ほか、省エネルギー、バリアフリー、シックハウス症候群などに対応した、快適な学

習環境の整備を進めます。 

・ 心身の成長期にある子どもたちに、地元食材等を使った安全で栄養のある学校給食を

提供し、食と健康、マナーを考え、自然の恵みに感謝できる児童・生徒の育成に努め

ます。 

・ 青少年の健全育成に向け、行政、地域、家庭、学校が一体となった取り組みを進めま

す。 

 

③ 生涯にわたる学習機会の充実 

・ 市民の学習ニーズに的確に対応していくため、市民大学や公民館など公共施設で催さ

れる各種の生涯学習プログラムの充実に努めます。また、学習機会の拡大に向け、情

報ネットワークを活用した学習番組など、新しい学習プログラムの開発、提供を行い

ます。 

・ 学習施設のネットワーク化と機能強化を図り、より身近で読書を気軽に楽しむことが

できる学習環境の拡充に努めます。 
・ 市民の健康・体力づくりに向けた各種スポーツ・レクリエーション活動を支援し、ス

ポーツ・レクリエーション活動を通じた交流の促進を図ります。 
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④ 地域文化の保存・継承・創造 

・ 地域に残る有形無形の各種文化財の保全、活用に努めます。 

・ 地域の特性を活かした文化財探訪ルート設定や学校教育における歴史文化学習メニ

ューの提供など、地域の歴史文化についての関心と理解を高める活動を展開します。 

・ 地域で催されているまつりなどの祭事や伝統風習などの継承に向け、それらを支える

地域活動の支援を行います。 

・ 環境保全やリサイクルなど、地域での環境に対する取り組みを積極的に支援し、地域

環境文化の創造、発信をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要事業】 
① 安心して子どもを産み・育てられる環境づくり 

・総合的な少子化対策の推進 
・子育て支援拠点整備の充実、整備 
・乳幼児医療費助成の拡大 
・幼稚園、保育所の整備 

② 子どもの教育環境の充実と青少年の健全育成 
  ・小、中学校施設の計画的改築、改修 
  ・小、中学校情報教育環境の充実 
③ 生涯にわたる学習機会の充実 
  ・生涯学習体制の充実 

公民館活動の充実 
図書館機能の強化 

  ・スポーツ・レクリエーション環境の充実 
    総合型地域スポーツクラブの育成、拠点整備 
・生涯学習、スポーツ施設のネットワーク化 
・情報ネットワークを活用した学習メニューの提供 

④ 地域文化の保存・継承・創造 
  ・環境文化を創造する事業の支援 
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（５）地域の活力を生み出すまちづくり 

 

① 新産業の育成と既存産業の活性化 

・ 福祉や環境分野など、地域の多様なニーズを解決する小規模なコミュニティビジネス

の展開や、地域生活を支援し社会に貢献する NPO などの活動、また高度情報基盤の整

備によるベンチャー企業の新たな事業参入などを支援します。 

・ 多くの製造業が立地する地域として、モノづくりや職人など高度な技術を有する人材

の確保に向け、専門技術者育成のための機能の創出を検討します。 

・ 市内に立地する企業・事業所のネットワークを強化し、地域企業の活性化を支援し、

交通条件を生かした産業振興を行います。 

・ 関係機関と連携し、若者や女性、高齢者など多様な就業ニーズに対応できる雇用・就

業機会の確保に努めるとともに、働きやすく生きがいのある職場づくりを支援します。 

 

② 地域資源を活かした観光交流産業づくり 

・ 市内に点在する歴史や自然資源のネットワーク化、新たな交流拠点の形成を行うとと

もに、広域での連携を図り、観光交流による地域振興を進めます。 

・ 観光交流を促進するため、観光シーズンなどの時期に応じて、観光拠点のネットワー

ク化を図るバスルートの柔軟な対応を検討します。 

 

③ 多面的機能を有する農林業の活性化 

・ 地域の基幹産業となっている農業については、命と地球環境を育む産業であることを

基本に、消費者ニーズに対応した安全で安心な食づくりに努め、集落産地化を図る中

で、安定的な担い手を育成します。 

・ 直売や農産加工施設の充実などにより、生産から販売にいたるまでの地域内流通を図

る、地産地消の農業を推進します。 

・ 地域環境保全にも寄与する産業であるという側面を高めるため、家畜糞尿や生ごみな

どの堆肥化に努め、環境にこだわった循環型農業の確立をめざします。 

・ 農産品のブランド化など農業の高付加価値化を進めるとともに、認定農業者、集落営

農組織、特定農業団体などの育成に努め、若者の就労の場としても魅力的な地域農業

経営を支援します。 

・ 良好な漁場環境の保全と経営安定化や後継者の育成など、魅力ある漁業の創造に努め

ます。 

 

④ にぎわいを生む地域商業の活性化 

・ 市民の消費生活を支えるとともに、市民の交流や遊びの空間として、魅力的で活力あ

ふれる商店街の活性化を進めます。 

・ “おしゃれな”まちのにぎわいの場をつくるため、新たな事業者進出の支援を行うほ

か、商業だけでなく、他の産業や観光との連携による多様なにぎわいの創出を進めま

す。 



 

10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要事業】 
① 新産業の育成と既存産業の活性化 
  ・コミュニティービジネスへの支援 
  ・シルバー人材センターの機能強化 
② 地域資源を活かした観光交流事業づくり 
  ・観光資源ルート化の検討 
③ 多面的機能を有する農林業の活性化 
  ・農業基盤の整備（かんがい排水、農道整備 他） 
  ・農山村基盤の整備（農村振興総合整備事業） 
・担い手農家の育成支援事業 
・環境こだわり農業の推進 
・生産物の特産品化、ブランド化 

④ にぎわいを生む地域商業の活性化 
  ・土地区画整備事業及び関連事業の検討 
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（６）市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

 

① 市内道路ネットワークの充実 

・ 国道８号の渋滞緩和対策や愛知川沿岸道路整備、八日市・近江八幡間の道路整備など

により、都市拠点又は各地域拠点からＪＲ駅や市内及び周辺市町との道路ネットワー

クを整備強化します。 

・ 環境との共生、安全で安心なまちづくりを確立するため、ゆとりある歩道や自転車道

路ネットワークの整備を進めます。 

・ 将来の交通需要や地域の発展を見通し、地域高規格道路等の推進や空港構想への対応

を図ります。 

 

② 公共交通ネットワークの充実 

・ 利便性の高い公共交通網の実現に向け、近江鉄道の列車増便などを働きかけます。ま

た、コミュニティバス運行の検討を進め、路線バス及び鉄道との連携など、利便性が

高く快適な交通ネットワークを構築します。 

・ 高齢化が進展する中で、より利用しやすい公共交通網の充実に向け、低床バスの導入、

駅舎など公共交通機関のバリアフリー化を進めます。 

・ びわこ京阪奈線（仮称）鉄道建設構想の推進を図ります。 

 

③ 情報基盤の拡充 

・ 高度情報化社会の進展に対応した、魅力ある情報先進都市をめざし、ケーブルテレビ

網のエリアを拡大し、地域間情報格差を是正します。 

・ 情報センター機能の充実を図り、セキュリティの高い情報ネットワークの構築、地域

情報の効率的な受発信、ＩＴに携わる人材の育成やサポート体制の強化など、だれも

が安全で快適なＩＴ環境づくりに取り組みます。 

・ 情報ネットワーク基盤を活かし、議会中継や各種行政サービスの提供、まちづくりや

介護・子育て支援活動等市民からの情報発信による地域住民の交流推進など、市民生

活に欠かせない様々な情報サービスの提供を積極的に行ないます。 

・ 双方向性を活かし、医療や健康、福祉分野における安心な環境づくりや地域産学の活

性化などをめざします。 

 

④ 計画的な土地利用・基盤整備の推進 

・ 合併後の東近江市の鉄道網、道路網及び土地利用の検討を進め、長期的視野で JR へ

のアクセスと交流や商業などの機能創出に努めます。 

・ 地域の自然環境と共生した効率的な土地利用、基盤整備を進めるため、都市計画法や

農業振興地域の整備に関する法律、森林法等の適切な運用により、守るべき地域と活

かすべき地域など土地利用の方向性を明らかにします。 

・ 地域の環境基盤の整備などに際しては、地域の主体的な計画の検討や自治会などとの



 

12 12

協働により、積極的に住民参加を図り進めていきます。 

 

⑤ 河川整備の推進 

・ 愛知川、日野川などの河川改修を促進し、環境共生型の河川の整備を進めます。 

 

 

 
【主要事業】 
① 市内道路ネットワークの充実 
  ・広域幹線道路の整備 
  ・地域内幹線道路の整備 
  ・生活道路の整備、改良 
  ・自転車を活用できる基盤整備 
② 公共交通ネットワークの充実 
・コミュニティーバス運行の検討 
・近江鉄道の利便性の向上（駅舎改築の検討） 
・公共交通のバリアフリー化の推進 

③ 情報基盤の拡充 
  ・地域情報化の推進 
・ケーブルテレビ網の整備 

  ・電子自治体の構築 
④ 計画的な土地利用・基盤整備の推進 
  ・都市計画区域設定の促進 
  ・地籍調査の推進 
  ・土地区画整備事業及び関連事業の検討（再掲） 
⑤ 河川整備の推進 
  ・河川改修の促進 



 

13 13

３．県事業の推進 

 

合併後の東近江市のまちづくりにあたっては、県事業の重点的な整備に向け、関係機関と

の協議・調整に努め、その推進を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な県事業等】 
 人と環境にやさしいまちづくり 
○ 自然の水循環に配慮した上下水道の充実 
・流域下水道事業 

○ 市民の暮らしを守る安全安心まちづくり 
交通安全施設整備事業 

地域の活力を生み出すまちづくり 
○ 多面的機能を有する農林業の活性化 
・ふるさと農道緊急整備事業 
・広域営農団地農道整備事業 
・ため池等整備事業 
・広域農業用水適正管理対策事業 

 市民生活、地域経済を支えるまちづくり 
○ 市民道路ネットワークの充実 
・国、県道の整備 

      国道４７７号整備事業 
      主要地方道大津能登川長浜線整備事業 他 

    ・交通安全施設整備事業（再掲） 
  ○ 公共交通ネットワークの充実 
    ・びわこ京阪奈線（仮称）鉄道構想の推進 

○ 河川整備の推進 
  ・河川の整備 
    愛知川改修事業 
    日野川改修事業 
    大同川改修事業（能登川町域） 
    躰光寺川改修事業 
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第４章 財政計画 

 

１.計画基礎条件 

  

財政計画は、東近江市の「新市まちづくり計画」に追加される額を計画したもので、合

併後の平成１７年度から平成２７年度までの１１年間について、歳入・歳出それぞれの項

目ごとに過去の実績、人口推計等を勘案しながら普通会計を対象に作成したものです。 

 

１.歳入 

 

(１)地方税 

 地方税については、過去の実績等を踏まえ、現行税制度を基本に、人口増加および合併

による事務事業調整等の影響を反映して算定しています。 

 

(２)地方交付税 

 地方交付税については、現行制度を基本に、普通交付税の算定の特例（合併算定替）等

の合併に係る財政支援措置を見込むとともに、合併特例債等の償還に係る交付税措置分を

考慮して算定しています。 

 

(３)国庫支出金・県支出金 

 国庫支出金および県支出金については、過去の実績等を踏まえ算定するとともに、新市

まちづくり計画の事業に係る補助に加え、合併に係る県の財政支援措置を見込んで算定し

ています。 

 

(４)繰入金 

 繰入金については、年度間の財源を調整するため、基金からの繰り入れを見込んでいま

す。 

 

(５)地方債 

 地方債については、合併建設計画の事業に係る財源として、合併特例債の活用も考慮し、

算定しています。 

 

(６)その他 

 地方譲与税、各種交付金等、分担金・負担金や使用料・手数料などについては、過去の

実績、事務事業の調整による影響等を踏まえ算定しています。 
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２.歳出 

 

(１)人件費 

 人件費については、退職者の補充を抑制することによる一般職員数の抑制、特別職、議

会議員数等の減少を見込み、算定しています。 

 

(２)物件費 

 物件費については、過去の実績等をもとに、合併による事務経費の削減効果を見込んで

算定しています。 

 

(３)扶助費 

 扶助費については、過去の実績等を踏まえ、人口増加等の影響、事務事業調整による影

響を反映し、生活保護費の算入等を見込んで算定しています。 

 

(４)投資的経費 

 投資的経費については、合併建設計画に示された事業を踏まえ、普通建設事業費を見込

んで算定しています。 

 

(５)公債費 

 公債費については、合併前に借り入れた地方債の償還予定額に、合併建設計画の事業等

に伴う新たな地方債に係る償還額を見込んで算定しています。 

 

(６)積立金 

 積立金については、合併特例債を活用した基金への積み立てを見込むとともに、将来の

財政需要に対応するため、基金への積み立てを見込んで算定しています。 

 

(７)その他 

 補助費等や繰出金などについては、過去の実績等を踏まえ、人口増加等の影響を反映し

算定しています。 

 



２．財政計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１.歳入 （単位：百万円）

区　　　分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

地方税 4,273 4,314 4,323 4,332 4,342 4,351 4,350 4,349 4,348 4,347 4,346

地方譲与税 267 333 340 342 344 345 346 347 348 348 349

各種交付金等 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613

地方交付税 3,122 3,213 3,274 3,338 3,350 3,492 3,360 3,401 3,451 3,500 3,538

国・県支出金 1,366 1,407 1,387 1,367 1,348 1,311 1,360 1,342 1,325 1,307 1,307

分担金・負担金 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

使用料・手数料 209 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197

財産収入 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

寄附金 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

繰入金 0 0 34 30 45 0 184 0 0 0 9

繰越金 172 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

諸収入 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

地方債 538 1,411 770 770 770 769 874 874 873 874 874

合　　　計 11,374 12,302 11,752 11,803 11,823 11,892 12,098 11,937 11,969 12,000 12,047

２.歳出

区　　　分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

人件費 2,583 2,456 2,597 2,536 2,587 2,540 2,649 2,489 2,453 2,439 2,575

物件費 1,575 1,670 1,639 1,630 1,598 1,591 1,597 1,603 1,609 1,615 1,621

維持補修費 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

扶助費 841 928 936 945 954 962 966 970 975 978 982

補助費等 2,343 2,362 2,388 2,442 2,411 2,299 2,296 2,301 2,303 2,260 2,268

投資的経費 1,430 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760

公債費 1,393 1,530 1,563 1,604 1,609 1,650 1,570 1,511 1,522 1,517 1,510

積立金 55 745 0 0 0 168 0 26 52 118 0

投資・出資・貸付金 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

繰出金 1,088 1,105 1,123 1,140 1,158 1,176 1,194 1,211 1,229 1,247 1,265

合　　　計 11,374 12,302 11,752 11,803 11,823 11,892 12,098 11,937 11,969 12,000 12,047
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