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甲
賀
消
防
か
ら
の

お
し
ら
せ

問い合わせ

甲賀広域行政組合消防本部　☎63-7930／ 63-7940

調
査
結
果
は
い
つ
分
か
る
の
？

ＱA

�　
人
口
・
世
帯
数
の
速
報
は
、
平
成

28
年
２
月
に
公
表
さ
れ
、
そ
の
他
の

集
計
結
果
は
平
成
28
年
６
月
以
降
、

順
次
公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。�

　
結
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
は
、
市

役
所
総
務
課
ま
た
は
滋
賀
県
統
計

課
な
ど
で
閲
覧
で
き
ま
す
。�

　
ま
た
、
総
務
省
統
計
局
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

前
回
の
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
の
？

ＱA

�　
人
口
、平
成
17
年
調
査
と
の
比
較
、

人
口
密
度
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お

り
で
し
た
。�

　
こ
の
他
に
も
、
各
年
齢
別
・
男
女

別
の
人
口
や
産
業
・
年
齢
・
男
女
別

の
就
業
者
数
な
ど
が
報
告
書
で
分
か

り
ま
す
。

今
年
は「
平
成
27
年
国
勢
調
査
」の
年

　
今
回
は
、
調
査
結
果
の
公
表
や
前
回
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
掲
載
し
ま
す
。

　
今
回
の
平
成
27
年
国
勢
調
査
で
、甲
賀
市
の
人
口
は
何
人
ぐ
ら
い
に
な
る
の
か
、「
広

報
あ
い
こ
う
か
」
の
裏
表
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
甲
賀
市
の
人
口
の
推
移
』
や
、

平
成
22
年
調
査
の
人
口
・
増
加
率
な
ど
を
参
考
に
、
み
な
さ
ん
で
一
度
予
想
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

総
務
課　
総
務
統
計
係
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３
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今後も国勢
調査について
お知らせして
いきます。

そ
の
3

火災 救急 救助 その他

甲賀市 32件 1,711件 32件 7６件

前年比 ＋5件 ▲�91件 ＋2件 ▲�3件

平成27年甲賀消防管内における各種災害の発生件数  （６月末現在）
　高齢化の進展が社会問題とされる中、甲賀市内で最も高齢化が進む信楽地域を管轄する信
楽消防署では６月８日、９日の２日間に渡り、特別養護老人ホーム信楽荘、甲賀市地域包括支
援センターから講師を招き、署員を対象に認知症サポーター養成講座を実施しました。認知
症患者に対する知識と理解が深まり、全署員が認知症サポーターに認定され、学んだ知識を
地域社会に活かすとともに、傷病者に優しい現場活動を実践することにより、市民の安心安全
につなげていきます。

町名 平成22年
人口（人）

平成17年
人口（人）

増減数
（人）

増減率
（％）

人口密度
（人／㎢）

甲賀市 92,704 93,853 -1,149 -1.2 192.5

水口町 40,373 39,543 830 2.1 585.7

土山町 8,439 8,960 -521 -5.8 66.4

甲賀町 10,951 11,472 -521 -4.5 152.9

甲南町 20,214 20,139 75 0.4 407.1

信楽町 12,727 13,739 -1,012 -7.4 77.4

　

甲
南
ふ
れ
あ
い
の
館
で
は
、
先
頃
国
指
定

有
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
た
甲
賀
の
前ま

え
び
き挽

鋸の
こ

を
は
じ
め
、
昔
懐
か
し
い
道
具
類
を
展
示

し
て
い
ま
す
。
夏
真
っ
盛
り
の
こ
の
時
期
、
夏

に
ち
な
ん
だ
道
具
の
「
蚊
帳
」
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

　

昔
の
家
は
冷
房
が
な
く
、
家
じ
ゅ
う
の
戸

や
窓
が
開
け
放
さ
れ
、
夜
の
蚊
に
悩
ま
さ
れ

ま
し
た
。
蚊
帳
は
寝
る
時
に
部
屋
に
吊
り
下

げ
て
、
蚊
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
、
そ
の
歴

史
は
古
く
、
古
代
に
す
で
に
「
蚊
屋
」
と

文
献
に
み
ら
れ
ま
す
。
当
時
は
高
級
で
、
上

流
階
級
が
用
い
る
も
の
で
し
た
が
、
の
ち
に
麻

に
な
っ
て
一
般
化
し
、
江
戸
時
代
に
は
庶
民

の
間
に
も
広
ま
り
ま
し
た
。
近
江
八
幡
を
中

心
に
生
産
さ
れ
る
「
近
江
蚊
帳
」
は
近
江

商
人
の
行
商
に
よ
っ
て
売
り
広
め
ら
れ
、
全

国
的
に
そ
の
名
が
知
れ
渡
り
ま
し
た
。
ま
た

現
在
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
蚊
対
策
に
も
利
用

さ
れ
、
世
界
で
活
躍
す
る
道
具
で
す
。

　

昔
使
っ
て
い
た
人
に
蚊
帳
に
つ
い
て
の
聞
き

取
り
を
す
る
と
、「
下
か
ら
蚊
が
入
ら
へ
ん
よ

う
に
、
開
け
た
ら
さ
っ
と
入
ら
な
あ
か
ん
か
っ

た
」
と
、
入
る
時
に
ち
ょっ
と
し
た
コツ
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

　

写
真
は
昭
和
30
年
頃
の
子
ど
も
の
昼
寝

の
様
子
で
、
こ
の
よ
う
な
ワ
ン
タ
ッ
チ
の
蚊
帳

も
登
場
し
ま
し
た
。
手
軽
に
持
ち
運
び
が
で

き
、
子
ど
も
の
体
に
も
優
し
い
道
具
と
し
て
、

今
も
子
育
て
世
代
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

使
っ
た
人
に
は
懐
か
し
く
、
初
め
て
見
る
人

に
は
新
鮮
な
、
ち
ょっ
と
昔
の
道
具
た
ち
。
こ

れ
ら
の
道
具
は
昔
の
人
の
知
恵
が
詰
ま
っ
て
お

り
、
物
が
豊
か
に
な
っ
た
今
、
改
め
て
そ
の
良

さ
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
館
に
は
こ
ん
な

道
具
が
いっ
ぱ
い
で
、
来
館
さ
れ
た
お
じ
い
ち
ゃ

ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
お
孫
さ
ん
の
「
先
生
」

と
な
っ
て
説
明
を
さ
れ
て
い
る
様
子
も
見
受
け

ら
れ
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

甲
南
ふ
れ
あ
い
の
館
で
、世
代
を
越
え
た
心
の

「
ふ
れ
あ
い
」
を
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

ち
ょっ
と
昔
の
く
ら
し
の

道
具
「
蚊か

帳や

」

  

甲
賀
の
文
化
財

問
い
合
わ
せ

甲
南
ふ
れ
あ
い
の
館

☎
・
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▲写真：中西利彦氏提供

企
画
展

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
一
年

�

～
ち
ょっ
と
昔
の
く
ら
し
～
」

�

開
催
中
（
12
月
20
日（
日
）ま
で
）
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