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人口と世帯 令和7年1月1日現在
                 (    ) は前月比

総数　81,925 人
男　　40,279 人
女　　41,646 人
世帯　36,072世帯

※外国人住民 (38 か国・地域／ 2,231 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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か
つ
て
琵
琶
湖
の
周
辺
に
は
、
内

湖
と
呼
ば
れ
る
小
さ
い
湖
が
40
以
上

も
点
在
し
、
本
市
で
は
大
中
の
湖
、

小
中
の
湖
、
津
田
内
湖
、
水
茎
内
湖

と
い
っ
た
内
湖
が
広
が
っ
て
い
ま
し

た
。
大
中
の
湖
は
、
本
市
と
現
在
の

東
近
江
市
に
ま
た
が
る
琵
琶
湖
最
大

の
面
積
を
誇
る
内
湖
で
し
た
。
大
中

の
湖
と
琵
琶
湖
は
砂
が
堆
積
し
た
砂さ

洲す

に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
、
水
深
は
最

大
で
も
２
・
７
ｍ
と
浅
く
、
湖
の
面

積
は
15
・
４
㎢
の
大
き
さ
で
し
た
。

古
写
真
の
1
枚
目
は
、
大
中
の
湖
で

行
わ
れ
た
干
拓
事
業
の
様
子
で
、
大

き
な
湖
を
せ
き
止
め
て
、
水
を
出
し

て
い
る
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。
現
在
、

東
近
江
市
に
あ
る
伊
庭
内
湖
は
大
中

の
湖
の
一
部
が
残
っ
た
も
の
に
な
り

ま
す
。

　

小
中
の
湖
は
大
中
の
湖
の
南
に

あ
っ
た
内
湖
で
、
安
土
町
下
豊
浦
か

ら
東
近
江
市
き
ぬ
が
さ
町
に
広
が
っ

て
い
ま
し
た
。
湖
に
は
小
さ
い
島
が

あ
り
、
福
之
島
弁
財
天
の
周
辺
が
か

つ
て
の
様
子
を
今
に
残
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
中
の
湖
と
の
間
の
砂
洲
か

ら
、弥
生
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
史
跡
・

大
中
の
湖
南
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

津
田
内
湖
は
長
命
寺
山
と
八
幡
山

の
間
に
広
が
る
内
湖
で
、
現
在
は
干

拓
さ
れ
、
そ
の
場
所
の
一
部
に
本
市

の
運
動
公
園
が
あ
り
ま
す
。
古
写
真

の
2
枚
目
は
、
干
拓
以
前
の
津
田
内

湖
の
写
真
で
す
。
撮
影
さ
れ
た
時
代

は
不
明
で
す
が
、
八
幡
山
の
上
か
ら

長
命
寺
山
の
間
の
様
子
を
お
さ
え
て

い
ま
す
。
か
つ
て
は
八
幡
山
も
長
命

寺
山
も
琵
琶
湖
の
一
つ
の
島
と
考
え

ら
れ
て
い
た
た
め
、
八
幡
山
は
大
島
、

長
命
寺
山
は
奥
島（
奥
津
島
）
と
現

在
も
そ
の
名
称
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、現
在
の
岡
山
周
辺
に
は
水
茎
内

湖
が
広
が
り
、内
湖
に
囲
ま
れ
た
岡
山

に
岡
山
城
が
築
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

市
内
に
数
多
く
点
在
し
て
い
た
内

湖
で
す
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

食
糧
対
策
や
失
業
者
対
策
に
よ
り
全

国
で
干
拓
事
業
が
行
わ
れ
ま
す
。
小

中
の
湖
干
拓
は
昭
和
17
年
、
水
茎
内

湖
の
干
拓
は
昭
和
19
年
、
大
中
の
湖

の
干
拓
は
昭
和
32
年
、
津
田
内
湖
の

干
拓
は
昭
和
42
年
に
そ
れ
ぞ
れ
着
工

さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
大
中
の
湖

の
干
拓
事
業
は
総
事
業
費
41
億
円
を

    

古古
い
に
し
え

い
に
し
え    

写写    
真真    
館館  
⑪⑪

内
湖
と
干
拓
事
業

内
湖
と
干
拓
事
業

か
け
行
わ
れ
ま
し
た
。
干
拓
後
の
大

中
の
湖
干
拓
地
は
農
地
と
し
て
使
用

さ
れ
、
最
初
は
米
が
作
ら
れ
、
や
が

て
ス
イ
カ
な
ど
の
野
菜
や
果
物
、
肉

牛
の
肥
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

現
在
、
本
市
に
は
琵
琶
湖
最
大
の

内
湖
で
あ
る
西
の
湖
が
存
在
し
ま
す
。

西
の
湖
は
、
か
つ
て
の
琵
琶
湖
周
辺

に
あ
っ
た
内
湖
の
様
子
を
今
に
残
す

も
の
で
、
ヨ
シ
地
と
こ
れ
ら
を
利
用

し
た
ヨ
シ
生
産
を
生
業
と
す
る
人
々

の
暮
ら
し
の
景
観
は
、
平
成
18
年
に
、

国
の
重
要
文
化
的
景
観
第
１
号
に
選

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

Facebook YouTube LINE

1. 大中の湖の干拓の様子

2. 干拓前の津田内湖


