
風
景 

この広報誌は古紙配合率100％ 
再生紙を使用しています。 

甲賀市水口町水口6053番地 0748-62-1621水口支所 
甲賀市土山町北土山1715番地 0748-66-1101土山支所 
甲賀市甲賀町相模173番地1 0748-88-4101甲賀支所 
甲賀市甲南町野田810番地 0748-86-4161甲南支所 
甲賀市信楽町長野1203番地 0748-82-1121信楽支所 

甲賀市の人口
編集・発行●甲賀市役所 
〒５２８-８５０２　甲賀市水口町水口6053番地　　0748-65-0675

広報こうか 2004.12.1発行 

総　数 

H16.10.31現在 

男 

女 

95,299

46,973

48,326

世帯数 30,156

人 

人 

人 

世帯 
甲賀市ホームページ http://www.city.koka.shiga.jp/

　
天
台
宗
総
本
山
延
暦
寺
の
末
寺
で
、い
ち
い
の
寺
と
通
称
さ
れ
て
い

ま
す
。 

　
油
日
岳
西
北
山
麓
に
あ
り
、甲
賀
地
方
に
お
け
る
旧
天
台
文
化
の

一
大
中
心
寺
院
で
す
。 

　
仁
王
尊
を
置
く
山
門
を
く
ぐ
る
と
正
面
に
は
本
堂
が
あ
り
、右

手
に
は
伝
教
大
師（
最
澄
）の
お
手
植
え
と
云
わ
れ
る
槙
の
木
と
樹

齢
数
百
年
と
云
わ
れ
る「
根
あ
が
り
の
桜
」の
老
樹
が
繁
っ
て
い
ま
す
。 

　
境
内
に
は
土
俵
が
あ
り
、毎
年
十
月
一
八
日
に
は
地
元
の
大
原
小

学
校
に
よ
り
相
撲
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。 

　
こ
の
奉
納
相
撲
の
起
源
は
、今
か
ら
約
一
二
〇
〇
年
前
、征
夷
大

将
軍
を
拝
命
し
た
坂
上
田
村
麻
呂
が
、鈴
鹿
峠
に
た
む
ろ
す
る
匡

賊
を
討
伐
す
る
た
め
、杣
ヶ
谷
を
櫟
野
ま
で
進
撃
し
た
時
に
櫟
野

寺
で
祈
願
し
、匡
賊
を
退
治
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と

に
よ
り
坂
上
田
村
麻
呂
は
櫟
野
寺
に
当
山
守
護
の
た
め
に
、自
ら
等

身
の
毘
沙
門
天
の
尊
像
を
彫
刻
さ
れ
、そ
し
て
家
来
に
命
じ
て
相
撲

を
奉
納
さ
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
櫟
野
寺
の
ご
本
尊
、十
一
面
観
音
坐
像（
世
に
生
え
ぬ
き
の
観
音

様
と
称
さ
れ
て
い
る
。
）は
延
暦
十
一
年（
七
九
二
年
）に
、比
叡
山
の

開
祖
で
あ
る
伝
教
大
師
が
根
本
中
堂
の
用
材
を
得
る
た
め
に
、良
材

を
求
め
て
甲
賀
郡
杣
庄
に
来
ら
れ
た
ま
し
た
時
、霊
夢
を
感
じ
て

櫟
の
生
樹
に
一
刀
三
礼
の
下
、彫
刻
安
置
さ
れ
た
と
云
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
大
き
さ
は
、一
丈
一
尺
と
木
造
の
十
一
面
観
音
坐
像
と
し
て
は

日
本
最
大
で
、国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

シリーズ 

櫟野寺（甲賀市甲賀町櫟野） 
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