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日
、
三
原
小
学
校
の
た
こ

つ
ぼ
漁
の
体
験
学
習
を
取

材
し
た
と
き
の
こ
と
。
波
で
揺
れ

る
船
に
、
船
酔
い
の
心
配
を
し
て

い
る
取
材
陣
と
は
対
照
的
に
子
ど

も
た
ち
は
大
喜
び
Y
た
こ
つ
ぼ
の

投
入
で
は
、
約
５
o
の
た
こ
つ
ぼ

を
、
楽
々
と
次
か
ら
次
へ
と
投
げ

込
む
元
気
の
よ
さ
に
び
っ
く
り
Y

た
こ
つ
ぼ
漁
の
見
学
で
は
、
引
き

上
げ
ら
れ
る
つ
ぼ
を
、
じ
っ
と
見

つ
め
、
た
こ
の
登
場
に
大
歓
声
Y

直
接
触
っ
て
み
る
体
験
で
は
、
恐

る
恐
る
手
を
の
ば
す
と
…
吸
盤
が

腕
に
ひ
っ
つ
い
て
、
こ
れ
ま
た
大

騒
ぎ
Y
そ
の
都
度
、
「
い
い
笑
顔

だ
」
と
カ
メ
ラ
を
構
え
る
が
、
揺

れ
る
Y
ど
う
し
よ
う
;
船
上
で
の

写
真
の
難
し
さ
を
実
感
。
に
ぎ
や

か
で
楽
し
そ
う
な
学
び
の
横
で
、

海
の
厳
し
さ
を
学
び
ま
し
た
▼
さ

て
、
学
ぶ
と
い
え
ば
、
今
月
は
、

生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
が
あ
り
ま
す
。
市

民
一
人
ひ
と
り
が
打
ち

込
ん
で
い
る
講
座
や
教

室
の
成
果
を
、
市
内
各

所
で
発
表
し
ま
す
よ
。

充
実
の
秋
、
お
楽
し
み

に
Z

（
ひ
ろ
ぞ
う
）

∞
∞

お
祭
り
騒
ぎ
の
交
易
の
場

∞
∞

久井の牛市⑲

優
良
従
業
員
の
表
彰
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資源保護のため「広報みはら」は再生紙および大豆インクを使用しています。

税
の
納
期

◎
市
県
民
税
普
通
徴
収（
第
３
期
）

◎
国
民
健
康
保
険
税
（
第
４
期
）

◎
介
護
保
険
料
普
通
徴
収
（
第
４
期
）

納
期
限

10
月
31
日
（
火
）

※
税
金
・
保
険
料
は
納
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

三原市の人口
（８月31日現在 ）

世帯数 43,343世帯（＋583）

人　口 105,353人 （－270）

男 50,537人 （－ 25）

女 54,816人 （－245）

（ ）内は前年同月との比較

先

市

民

憲

章

一
　
豊
か
な
自
然
を
い
か
し
、
美
し
い
ま
ち

に
し
ま
し
ょ
う
。

一
　
歴
史
と
文
化
を
大
切
に
し
、
人
を
は
ぐ

く
む
ま
ち
に
し
ま
し
ょ
う
。

一
　
み
ん
な
で
助
け
合
い
、
人
が
ふ
れ
あ
う

ま
ち
に
し
ま
し
ょ
う
。

一
　
心
も
か
ら
だ
も
健
康
で
、
明
る
い
ま
ち

に
し
ま
し
ょ
う
。

一
　
楽
し
く
働
き
、
活
力
あ
る
ま
ち
に
し
ま

し
ょ
う
。

わ
た
し
た
ち
は
、
海
・
山
・
空
　
夢
ひ
ら
く
ま
ち

三
原
を
め
ざ
し
て
、
こ
の
憲
章
を
定
め
ま
す
。

門田　義道さん
（久井町江木）

｢江木地区には、競馬場
もあったんですよ｣

表
彰
対
象
者

同
一
事
業
所
に
引

き
続
き
５
年
、
10
年
、
20
年
、

30
年
勤
務
し
て
い
て
、
勤
務
成

績
が
優
秀
な
人

表
彰
式

11
月
22
日
（
水
）
リ
ー

ジ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
　
文
化
ホ
ー
ル

申
し
込
み

20
日
（
金
）
ま
で
に
、

商
工
振
興
課
（
1
０
８
４
８
^7

６
０
７
２
5
０
８
４
８
^4
４
１

０
３
）
、
ま
た
は
三
原
商
工
会

議
所
、
本
郷
・
久
井
・
大
和
町

の
各
商
工
会
で
用
紙
を
受
け
取

り
、
い
ず
れ
か
へ
。

久
井
町
で
伝
統
的
に
開
催
さ
れ
て
い
た
牛
市
は
、

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
一
年
に
何
回
か
の
盛
大
な

催
し
で
し
た
。「
牛
市
が
始
ま
る
と
学
校
か
ら
走
っ

て
帰
る
ほ
ど
、
お
祭
り
気
分
で
う
き
う
き
し
て
い
ま

し
た
。
い
つ
も
は
静
か
な
農
村
に
、
突
然
た
く
さ
ん

の
人
や
牛
が
集
ま
り
は
じ
め
、
稲
生
神
社
の
参
道
に

は
露
天
商
が
並
び
ま
し
た
。
サ
ー
カ
ス
や
へ
び
使
い

の
見
物
な
ど
、
め
ず
ら
し
い
遊
び
が
と
て
も
楽
し
か

っ
た
で
す
」
と
子
ど
も
の
頃
の
想
い
出
を
語
る
の
は
、

久
井
町
江
木
に
在
住
の
門
田
義
道
さ
ん
。

門
田
さ
ん
の
自
宅
は
、
ふ
だ
ん
は
農
家
で
し
た
が
、

牛
市
の
開
催
時
に
は
、
牛
馬
商
の
宿
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
市
が
始
ま
る
前
の
準
備
に
も
余
念
が
な
く
、
特
別

に
料
理
を
作
っ
た
り
、
障
子
や
畳
を
新
し
く
し
た
り
、

牛
を
入
れ
る
た
め
の
仮
設
小
屋
を
作
っ
た
り
し
て
、
多

い
と
き
は
、
60
〜
70
人
の
牛
馬
商
が
泊
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
牛
は
２
０
０
頭
ほ
ど
も
い
て
、
井
戸
の
水

が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

「
牛
市
は
、
多
く
の
人
と
交
流
が
で
き
る
機
会
で

も
あ
り
ま
し
た
。
今
は
少
子
化
の
時
代
で
す
が
、
子

ど
も
同
士
の
交
流
が
で
き
る
機
会
を
増
や
し
て
あ
げ

た
い
で
す
ね
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

▲牛市のにぎわいを再現する、久井ウッシッシ祭▲牛市の開催時には、仮設の小屋が建てられた

久
井
の
牛
市
は
、
昭
和
30
年
頃
に
幕
を
閉
じ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
か
つ
て
の
に
ぎ
わ
い
を

再
現
し
よ
う
と
平
成
11
年
か
ら
、
久
井
ウ
ッ
シ

ッ
シ
祭
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
は
第
６

回
目
で
、
今
月
15
日
に
開
催
さ
れ
ま
す
。


