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編集・発行／三原市秘書広報課（〒723-8601  広島県三原市港町三丁目５番１号 1 0848^76007） 毎月１日発行
「広報みはら」は市役所１階ロビーと各支所、サン・シープラザとうきしろロビーの窓口にも備えています。また、点字版や録音テープの「広報みはら」も発行しています。問い合わせは秘書広報課へ。

日
、
駅
で
心
温
ま
る
場
面

に
出
く
わ
し
ま
し
た
。
お

母
さ
ん
と
一
緒
に
歩
い
て
い
た
小

学
校
低
学
年
く
ら
い
の
男
の
子

が
、
切
符
の
買
い
方
が
分
か
ら
な

く
て
困
っ
て
い
る
外
国
人
の
老
夫

婦
に
、
声
を
か
け
て
助
け
て
あ
げ

て
い
ま
し
た
。
言
葉
は
通
じ
な
い

よ
う
す
で
し
た
が
、
最
後
は
笑
顔

で
手
を
振
り
合
っ
て
別
れ
て
い
ま

し
た
▼
旅
先
で
、
見
ず
知
ら
ず
の

人
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
い
つ

ま
で
も
忘
れ
な
い
も
の
で
す
。
こ

の
男
の
子
の
、
困
っ
て
い
る
人
を

助
け
た
い
と
い
う
優
し
さ
、
見
習

い
た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
言
葉
が

通
じ
な
く
て
も
動
じ
な
い
勇
気

は
、
国
際
性
の
第
一
歩
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
▼
今
月
19
日
、

中
央
公
民
館
で
、
み
は
ら
国
際
交

流
フ
ェ
ス
タ
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
も
異

文
化
理
解
を

深
め
て
み
ま

せ
ん
か
？（

く
）

∞
∞

時
代
と
と
も
に
見
つ
め
続
け
た
商
店
街∞

∞

帝人通り⑫

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険

24

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。

三原市の人口
（１月31日現在 ）

世帯数 42,831世帯（＋262）

人　口 105,467人 （－478）

男 50,515人 （－177）

女 54,952人 （－301）

（ ）内は前年同月、合併前の総数との比較

先

市

民

憲
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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
。

坂本ハツ子さん
（港町一丁目）

｢今でも、一人で電車に
乗って出かけるんです
よ｣

ス
ポ
ー
ツ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
を
安
心
し
て
行
え
る
よ

う
、
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

加
入
資
格

５
人
以
上
の
ア
マ
チ

ュ
ア
の
団
体
や
グ
ル
ー
プ

対
象
と
な
る
事
故

団
体
活
動
中

の
事
故
、
そ
の
往
復
中
の
事
故

掛
金
（
一
人
年
額
）

子
ど
も
５

０
０
円
▼
文
化
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
行
う
大
人
５
０
０
円

▼
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
大
人
１,

５
０
０
円
な
ど

保
険
期
間

４
月
１
日
（
土
）
〜
翌

年
３
月
31
日
（
土
）

申
し
込
み
期
間

３
月
１
日
（
水
）

〜
随
時

問
い
合
わ
せ
先

財
団
法
人
ス
ポ

ー
ツ
安
全
協
会
広
島
県
支
部

（
県
教
育
委

員
会
内
1
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駅
か
ら
南
に
向
か
う
多
く
の
会
社
員
の
通
り
道
で

あ
っ
た
帝
人
通
り
。
飲
食
店
や
日
用
品
を
扱
う
店
の

ほ
か
、
映
画
館
、
郵
便
局
な
ど
も
あ
り
、
戦
後
は
特

に
、
行
き
交
う
人
で
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。

今
月
で
91
歳
に
な
る
坂
本
ハ
ツ
子
さ
ん
は
、
昭
和

11
年
、
夫
婦
で
寿
司
屋
を
開
業
し
ま
し
た
。「
世
が

明
け
る
ま
で
帰
ら
な
い
お
客
さ
ん
も
多
く
て
、
つ
い

居
眠
り
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
」
と
、

会
社
帰
り
の
常
連
さ
ん
が
多
か
っ
た
こ
ろ
の
想
い
出

を
語
り
ま
す
。
し
か
し
、
戦
争
中
は
お
米
が
な
く
て
、

県
庁
で
配
給
を
受
け
た
と
い
う
苦
労
話
も
。

昔
は
帝
人
通
り
に
青
果
市
場
が
立
っ
て
い
て
、
よ

く
利
用
し
た
と
い
い
ま
す
。「
現
在
は
、
月
に
一
回

の
さ
ん
さ
ん
土
曜
市
が
開
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
良
い

品
が
多
い
市
だ
と
思
い
ま
す
。
帝
人
通
り
の
活
性
化

に
つ
な
が
れ
ば
い
い
で
す
ね
」
と
期
待
を
寄
せ
ま
す
。

車
が
少
な
か
っ
た
頃
は
、
子
ど
も
ど
う
し
が
走
り

回
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
最
近
で
は
、
お
母
さ
ん

に
手
を
引
か
れ
た
子
ど
も
が
多
い
と
い
い
ま
す
。

「
物
騒
な
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
と
悲
し
く
な
り
ま
す
。

私
も
子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
に
、
何
か
役
に
た
て

た
ら
い
い
な
ぁ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
、
元
気

に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

▲現在では、さんさん土曜市などのイベントで、
地域の交流が図られています

▲映画館もあった、昭和30年代の帝人通り


