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人口と世帯 令和6年3月1日現在
                 (    ) は前月比

総数　81,790 人
男　　40,188 人
女　　41,602 人
世帯　35,536世帯

※外国人住民 (38 か国・地域／ 1,989 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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現
代
に
お
い
て
「
写
真
を
撮
る
」

こ
と
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
も

が
簡
単
に
で
き
る
日
常
行
為
の
ひ
と

つ
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
だ

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
や
携
帯
電
話
が
普

及
し
て
い
な
か
っ
た
頃
、
そ
の
行
為

は
特
別
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
頃
の
写
真

に
は
、
記
念
写
真
や
記
録
、
観
賞
を

目
的
と
し
た
も
の
な
ど
、
非
日
常
を

写
し
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
残
さ

れ
た
古
写
真
と
そ
の
記
録
を
紹
介
し

ま
す
。
初
回
は
、
特
別
な
「
ハ
レ
」

の
日
で
あ
る
「
春
の
祭
礼
」
を
記
録

し
た
古
写
真
を
紹
介
し
ま
す
。

　

１
枚
目
は
小
田
神
社
（
小
田
町
）

の
、
四
月
祭
を
記
録
し
た
写
真
で
す
。

小
田
神
社
で
は
、
現
在
の
江
頭
町
・

小
田
町
・
十
王
町
が
中
世
に
邇に

ほ
の
し
ょ
う

保
庄

と
呼
ば
れ
る
荘
園
だ
っ
た
結
び
つ
き

か
ら
、
氏
子
三
郷
で
祭
礼
が
行
わ
れ

ま
す
。
古
写
真
か
ら
は
、
大
太
鼓
を

担
ぐ
人
々
や
、
神み

こ
し輿
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

２
枚
目
は
同
じ
場
所
を
写
し
た
近

年
の
写
真
で
す
。
比
較
す
る
と
、
道

は
舗
装
整
備
さ
れ
、
担
ぎ
手
の
足
元

は
地
下
足
袋
か
ら
運
動
靴
に
変
わ
り
、

見
守
る
人
々
の
服
装
も
洋
服
へ
と
変

化
し
て
い
ま
す
が
、
祭
礼
そ
の
も
の

は
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
古
写
真

に
写
る
大
半
の
人
が
帽
子
を
被
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
は
、
当
時
の
流
行
を

う
か
が
え
ま
す
。

　

３
枚
目
は
日
牟
禮
八
幡
宮
（
宮
内

町
）
の
例
大
祭
、
八
幡
祭
の
写
真
で

す
。
八
幡
祭
は
、
八
幡
山
城
築
城
以

前
か
ら
千
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
祭

り
で
、
当
時
か
ら
の
氏
子
で
あ
る
旧

村
落
の
十
二
郷
が
奉
仕
し
ま
す
。
初

日
の
宵よ

み
や
ま
つ
り

宮
祭
は
古
例
の
順
で
松
明
に

奉
火
し
、
翌
日
の
本
祭
で
は
若
衆
が

各
郷
の
大
太
鼓
を
担
ぎ
、
練
り
歩
き

の
後
に
社
参
し
、
神
事
を
行
い
ま
す
。

こ
の
写
真
に
写
る
大
太
鼓
の
郷
は
特

    

古古
い
に
し
え

い
に
し
え    

写写    
真真    
館館    

①①

「
春
の
祭
礼
」

「
春
の
祭
礼
」

定
で
き
ま
せ
ん
が
、
太
鼓
の
打
ち
方

は
各
郷
で
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
法
被
姿
の
男
た
ち
が

大
太
鼓
を
担
ぎ
、
多
く
の
人
々
が
見

守
る
様
子
は
、
現
在
も
変
わ
ら
ず
見

ら
れ
る
光
景
で
す
。

　

都
市
化
に
よ
る
地
域
交
流
の
疎
遠

化
や
、流
行
病
に
よ
る
集
会
の
回
避
な

ど
、こ
の
数
年
は
特
に
祭
礼
を
執
り
行

う
こ
と
が
困
難
な
場
面
に
直
面
し
て

き
ま
し
た
。し
か
し
、人
々
に
よ
っ
て

守
ら
れ
て
き
た
伝
統
は
、時
代
に
適

応
し
変
化
す
る
も
の
も
あ
り
な
が
ら
、

本
質
は
変
わ
ら
ず
各
地
域
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。非
日
常
で
あ
る「
ハ
レ
」の

日
を
写
し
た
古
写
真
か
ら
は
、祭
礼

を
守
り
伝
え
る
人
々
の
変
わ
ら
な
い

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Facebook YouTube LINE

1. 小田神社四月祭（大正 14 年 小田神社蔵）

2. 小田神社四月祭（平成 17 年 本市撮影）

3. 日牟禮八幡宮太鼓祭（昭和 27 年 重野善之氏蔵）


