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に
咲
く
花
と
言
え
ば
「
桜
」

を
想
い
浮
か
べ
る
人
が
多

い
よ
う
で
す
。
市
内
に
も
桜
の
名

所
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ

り
ま
す
が
、
桜
の
ほ
か
に
も
大
和

町
の
「
桃
」、
沼
田
西
町
の
「
エ
ヒ

メ
ア
ヤ
メ
」
な
ど
、
春
に
咲
く
花

が
あ
り
ま
す
▼
そ
れ
ら
の
開
花
に

あ
わ
せ
て
今
月
は
「
だ
い
わ
の
桃

ま
つ
り
」
や
「
沼
田
西
の
エ
ヒ
メ

ア
ヤ
メ
の
一
般
公
開
」
が
あ
り
ま

す
。「
沼
田
西
の
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
」

は
自
生
南
限
地
帯
と
し
て
国
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、

毎
年
む
ら
さ
き
色
の
か
れ
ん
な
花

を
咲
か
せ
、
観
賞
に
訪
れ
る
人
た

ち
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
▼
一

方
そ
の
か
げ
で
は
、
保
護
活
動
と

し
て
地
元
住
民
ら
で
つ
く
る
保
存

会
の
人
た
ち
が
、

毎
年
自
生
地
の
下

草
刈
り
な
ど
地
道

な
活
動
を
続
け
て

い
ま
す
▼
い
つ
ま

で
も
か
れ
ん
な
花

が
咲
き
続
く
の
を

願
い
た
い
で
す
。

（
お
）

∞
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∞

自
ら
伸
び
よ
　∞

∞
∞

広島大学附属
三 原 学 園⑬

固
定
資
産
税

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

28

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
（２月28日現在 ）

世帯数 42,809世帯（＋211）

人　口 105,370人 （－549）

男 50,462人 （－218）

女 54,908人 （－331）

（ ）内は前年同月、合併前の総数との比較

春

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
。

吉永　一惠さん
（頼兼一丁目）

｢学園内に、約80年も
たっているヒマラヤ杉
は、今も健在です｣

縦
覧
期
間

５
月
31
日
（
水
）
ま

で
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

縦
覧
場
所

資
産
税
課
（
市
役
所

本
庁
２
階
）
、
各
支
所
の
住
民

生
活
課

土
地
・
家
屋
の
納
税
者
は
、

「
所
有
す
る
資
産
が
適
正
に
評
価

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
」
を
判
断

す
る
た
め
に
、
他
の
土
地
・
家
屋

も
縦
覧
で
き
ま
す
。

※
本
人
を
証
明
す
る
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
、
納
税
通
知
書

な
ど
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

資
産
税
課
（
1

０
８
４
８
^7
６
０
３
２
5
０
８

４
８
^7
６
１
３
２
）
・
本
郷
支

所
住
民
生
活
課
（
1
０
８
４
８

*6
１
１
１
４
）
・
久
井
支
所
住

民
生
活
課
（
1
０
８
４
７
#2
７

１
１
４
）
・
大
和
支
所
住
民
生

活
課
（
1
０
８
４
７
#3
０
２
２

２
）

明
治
42
年
に
、
広
島
県
三
原
女
子
師
範
学
校
が
創

立
さ
れ
て
も
う
す
ぐ
１
０
０
年
。
現
在
も
、
広
島
大

学
附
属
三
原
学
園
に
は
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
元

気
に
通
っ
て
い
ま
す
。
吉
永
一
惠
さ
ん
は
、
昭
和
31

年
か
ら
小
学
校
の
教
諭
と
し
て
長
年
勤
め
、
多
く
の

子
ど
も
た
ち
を
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。

一
年
に
二
回
あ
っ
た
遠
足
の
う
ち
、
秋
の
遠
足
で

は
、
日
の
丸
弁
当
を
持
参
す
る
こ
と
が
、
戦
時
中
か

ら
始
ま
っ
た
伝
統
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
遠
足
は
、
粗
食
で
体
を
鍛
え
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
て
、
日
頃
は
ご
ち
そ
う
を
食
べ
て
い
る

子
ど
も
た
ち
も
、
日
の
丸
弁
当
を
「
お
い
し
い
」
と

言
っ
て
う
れ
し
そ
う
に
食
べ
ま
し
た
。「
食
べ
物
の

あ
り
が
た
さ
を
感
じ
る
良
い
機
会
で
し
た
」
と
吉
永

さ
ん
。

学
園
全
体
で
行
わ
れ
た
春
の
運
動
会
で
は
、
お
ん

ぶ
競
争
な
ど
を
し
て
、
保
護
者
と
の
ふ
れ
あ
い
を
、

ま
た
秋
の
運
動
会
で
は
、
上
級
生
と
下
級
生
の
ふ
れ

あ
い
を
大
切
に
し
ま
し
た
。

す
べ
て
の
行
事
に
は
目
的
が
あ
り
、
そ
の
根
本
と

な
っ
て
い
る
の
が
、
大
正
時
代
に
制
定
さ
れ
た
「
自

ら
伸
び
よ
」
と
い
う
自
伸
会
（
生
徒
会
）
の
信
条
で

し
た
。
自
分
を
磨
き
、
人
に
つ
く
し
て
感
謝
し
、
き

ま
り
を
守
り
、
力
を
合
わ
せ
て
互
い
に
伸
び
て
い
こ

う
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
の
信
条
を
、
子
ど
も
た
ち

は
胸
に
き
ざ
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
の
時
代
に

も
し
っ
か
り
と
生
き
て
い
ま
す
。

「
子
ど
も
た
ち
に
は
、
自
分
が
大
切
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
育
っ
て
ほ
し
い
。
物
質
的
な

こ
と
の
み
で
は
な
く
、
心
の
ぬ
く
も
り
を
伝
え
て
い

こ
う
と
す
る
こ
と
が
、
家
庭
や
地
域
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
語
っ
て
く
れ
ま

し
た
。

▲昭和30年代に建てかえられてから、現在に至るま
で、多くの子どもたちが学んできた小学校の校舎

▲広島県三原女子師範学校が創立された頃の正門


