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人口と世帯 令和5年1月1日現在
                 (    ) は前月比

総数　82,007 人
男　　40,307 人
女　　41,700 人
世帯　35,152世帯

※外国人住民 (43 か国・地域／ 1,805 人 ) を含みます。

広報おうみはちまんは、各自治会を通じてお届けします。また、各学区コミュニティセンターや
図書館などの公共施設、郵便局、金融機関、セブン-イレブン・ファミリーマート各店舗などに
置いているほか、市ホームページやマチイロ、マイ広報紙などでもご覧いただけます。
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浄
厳
院
は
、
室
町
時
代
前
期
に
近

江
の
守
護
・
六ろ
っ
か
く
う
じ
よ
り

角
氏
頼
が
こ
の
地
に

整
備
し
た
慈
恩
寺
が
荒
廃
し
た
た
め
、

織
田
信
長
が
天
正
５
（
１
５
７
７
）

年
に
近
江
・
伊
賀
の
浄
土
宗
本
山
と

し
て
、
ま
た
安
土
城
下
町
の
西
の
要

と
し
て
再
整
備
し
た
寺
院
で
す
。
現

在
で
も
本
堂
・
楼ろ
う
も
ん門
（
と
も
に
国
の

重
要
文
化
財
）
を
中
心
に
、
鐘
し
ょ
う
ろ
う楼
・

不
動
堂
（
と
も
に
市
指
定
文
化
財
）

の
ほ
か
釈
迦
堂
、
観
音
堂
、
茶ち
ゃ
し
ょ所
、

裏
門
、
勅ち
ょ
く
し
も
ん

使
門
、
書
院
、
庫く

り裏
、
春
し
ゅ
ん

陽よ
う
い
ん院
、
誓せ
い
よ
う
い
ん

要
院
か
ら
な
る
浄
土
宗
伽が

藍ら
ん

が
整
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ

の
う
ち
国
の
重
要
文
化
財
で
あ
る
本

堂
と
楼
門
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

本
堂
は
、
織
田
信
長
に
よ
っ
て
八

幡
山
の
興こ
う
り
ゅ
う
じ

隆
寺
か
ら
移
築
さ
れ
た
と

い
わ
れ
る
入い
り
も
や
づ
く
り

母
屋
造
、
本ほ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

瓦
葺
で

桁け
た
ゆ
き行
七
間け
ん（
約
21
ｍ
）梁は
り
ま間
六
間（
約

18
ｍ
）
の
大
き
な
お
堂
で
す
。
建
物

の
様
式
か
ら
室
町
時
代
後
期
の
建
立

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

昭
和
40
年
代
に
解
体
修
理
が
行
わ

れ
、
も
と
も
と
窓
が
な
い
暗
く
密
閉

さ
れ
た
密
教
の
本
堂
で
あ
っ
た
も
の

を
、
移
築
し
た
後
、
窓
や
板
戸
、
障

子
を
取
り
付
け
て
堂
内
を
明
る
く
し
、

そ
の
堂
内
も
戸
な
ど
を
で
き
る
だ
け

取
り
払
っ
て
、
開
放
的
な
本
堂
に
再

整
備
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

本
来
解
体
修
理
は
建
立
年
代
に
復
原

す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
違
和

感
の
あ
る
増
改
築
部
分
の
復
原
に
と

ど
め
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

楼
門
は
、
三
間
一
戸と

の
浄
厳
院
の

正
面
の
門
で
、
建
物
の
様
式
や
蟇
か
え
る
ま
た股

な
ど
の
意
匠
か
ら
室
町
時
代
後
期
の

建
立
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
成
９

（
１
９
９
７
）
年
の
解
体
修
理
の
調

査
結
果
で
、
切
き
り
づ
ま
づ
く
り

妻
造
、
桟
さ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

瓦
葺
を
入

母
屋
造
、
本
瓦
葺
に
復
原
さ
れ
ま
し

た
。
高
さ
11
・
７
ｍ
は
当
時
の
楼
門

と
し
て
は
大
規
模
で
、
し
か
も
高
い

技
術
で
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ

て
い
ま
す
が
、
楼
閣
部
分
に
本
来
使

用
し
な
い
松
材
で
柱
が
代
用
さ
れ
る

な
ど
、
建
立
時
に
材
料
の
供
給
が

滞
っ
た
実
態
が
う
か
が
え
ま
す
。
な

お
、
こ
の
楼
門
は
一
度
も
移
築
の
痕

跡
が
な
い
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と

あ
っ
た
慈
恩
寺
の
楼
門
が
そ
の
ま
ま

現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
唯
一
の
建
物

で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の

伝
承
や
風
聞
を
集
め
た
『
近お
う
み
よ
ち

江
與
地

誌し
り
ゃ
く略
』
に
も
、
浄
厳
院
に
つ
い
て
記

し
た
箇
所
で
、慈
恩
寺
の
跡
地
に「
楼

門
一
基
存
す
る
の
み
」
と
あ
り
ま
す
。

そ
の
地
に
織
田
信
長
は
浄
厳
院
を
建

て
た
と
の
内
容
も
併
せ
興
味
深
い
事

象
で
す
。

た
て
も
の
探
訪
⑪

た
て
も
の
探
訪
⑪

浄浄じ
ょ
う
ご
ん
い
ん

じ
ょ
う
ご
ん
い
ん

厳
院
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