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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。

月
の
人
事
異
動
で
広
報
広

聴
係
に
配
属
に
な
り
ま
し

た
。
前
任
者
と
の
引
き
継
ぎ
で
、

５
月
号
の
あ
と
が
き
担
当
だ
か
ら

ね
」
と
い
き
な
り
の
宣
告
▼
「
そ

ん
な
ー
っ
Z
」
と
い
う
心
の
叫
び

は
、
「
順
番
だ
か
ら
ね
」
と
い
う

非
情
な
ひ
と
言
に
か
き
消
さ
れ
、

何
を
書
こ
う
か
と
思
い
悩
む
暇
も

な
く
、
新
し
い
仕
事
に
戸
惑
い
な

が
ら
、
あ
わ
た
だ
し
く
日
が
過
ぎ

て
い
く
だ
け
。
気
が
つ
く
と
、
桜

の
季
節
は
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ

っ
て
い
ま
し
た
▼
も
っ
と
ゆ
っ
く

り
桜
の
花
を
楽
し
み
た
い
と
思
い

な
が
ら
、
毎
年
こ
の
繰
り
返
し
の

よ
う
な
気
が
し
ま
す
▼
み
な
さ
ん

が
こ
の
広
報
を
手
に
と
る
頃
は
ゴ

ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
。
桜
や
エ
ヒ

メ
ア
ヤ
メ
の
次
は
、
新
緑
の
季
節

を
十
分
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
ね
▼

（
こ
れ
で
と
り
あ
え
ず
あ
と
が
き

デ
ビ
ュ
ー

の
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
か

ら
は
解
放

さ
れ
た
ぞ

Y
）（
ま
）

∞
∞

∞

幹
線
が
交
差
す
る
街

∞
∞

∞

国道２号立体交差（皆実）⑭

事
業
計
画
の
変
更
図
書
を

縦
覧
し
ま
す
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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

◎
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税（
第
１
期
）

◎
軽
自
動
車
税

納
期
限

５
月
31
日
（
水
）

※
納
税
通
知
書
は
今
月
初
旬
に

発
送
し
ま
す
。

※
税
金
は
納
期
限
ま
で
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

三原市の人口
（３月31日現在 ）

世帯数 42,858世帯（＋369）

人　口 105,116人 （－439）

男 50,354人 （－138）

女 54,762人 （－301）

（ ）内は前年同月との比較

４

金元 孝行さん
（皆実六丁目）

｢皆実町にあったボーリ
ング場のにぎわいは、
想い出に残っています｣

縦
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縦
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本
郷
都
市
計
画
土
地

区
画
整
理
事
業
、
東
本
通
土
地

区
画
整
理
事
業
事
業
計
画
（
第

２
回
変
更
）
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図
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縦
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縦
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都
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計
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庁
舎
３
階
）

縦
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新
倉
町
木
之
浜
地
区

計
画
、
三
原
公
共
下
水
道
、
本

郷
公
共
下
水
道
、
沼
田
川
流
域

下
水
道
、
尾
道
糸
崎
港
臨
港
地

区
問
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平
成
３
年
、
Ｊ
Ｒ
呉
線
と
国
道
２
号
が
交
差
す
る

部
分
で
、
大
き
な
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
高
架
だ
っ
た
国
道
２
号
と
、
そ
の
下
を
通
っ
て
い

た
Ｊ
Ｒ
呉
線
の
上
下
を
架
け
替
え
た
そ
の
工
事
に
よ

っ
て
、
東
西
南
北
の
行
き
来
が
円
滑
に
な
り
、
と
て

も
便
利
に
、
住
み
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

「
最
初
は
本
当
に
で
き
る
の
か
な
？
と
思
い
ま
し

た
が
、
完
成
し
た
の
を
見
て
感
動
し
ま
し
た
」
と
語

る
の
は
、昭
和
40
年
代
か
ら
皆
実
町
に
住
ん
で
い
る
、

金
元
孝
行
さ
ん
。

高
架
だ
っ
た
国
道
に
は
、
１
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
歩

道
が
あ
り
、
通
学
時
に
は
多
く
の
小
学
生
が
、
学
校

へ
向
か
っ
て
歩
い
て
い
ま
し
た
。
周
辺
に
は
ま
だ
田

ん
ぼ
や
畑
が
あ
り
、
住
宅
や
商
店
が
建
ち
並
ぶ
現
在

の
よ
う
す
と
比
べ
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
素
朴
で
ゆ
っ
た

り
し
た
風
景
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
昭
和
40
年
代
、
50
年
代
は
市
街
地
が
大
き
く
発

展
し
た
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
人
の
流
れ
は
経

済
の
活
性
化
の
た
め
に
、
と
て
も
重
要
だ
と
肌
で
感

じ
ま
し
た
」
と
、
移
り
変
わ
る
街
の
よ
う
す
を
見
て

き
た
金
元
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

「
便
利
に
な
る
と
、
人
と
の
つ
き
あ
い
が
希
薄
に

な
り
が
ち
で
す
が
、
身
近
な
つ
き
あ
い
は
大
切
に
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
一
人
で

も
多
く
の
友
人
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
関
係
の

中
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
き
っ
と
あ
り
ま
す
よ
」
と
語
っ

て
く
れ
ま
し
た
。

▲現在は、ＪＲ呉線が高架になっており、景観が
ずいぶん変化している

▲ＪＲ呉線が国道２号の高架下を通っていた頃
（昭和56年）


