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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   10 8 4 8 6 0 0 7） 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。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。

三原市の人口
(2月29日現在)

世帯数 43,713世帯（＋262）

人　口 104,616人 （－622）

男 50,233人 （－284）

女 54,383人 （－338）
（ ）内は前年同月との比較

あ
・
と
・
が
・
き

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。

⑬ 

税
の
納
期

◎
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税(

第
１
期)

納
期
限
　
４
月
30
日(

水)

※
納
税
通
知
書
は
今
月
初
旬
に

発
送
し
ま
す
。

※
税
金
・
保
険
料
は
納
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国重要文化財　宗光寺山門
指定　昭和28年 本町

問い合わせ先

宗光寺
(▹0848≋4719)

來山伸彦さん

28

全国的に四脚門として最大級の規模▲

調
査
地
区
　
久
井
町
山
中
野
の
一

部
登
記
完
了
地
番
　
１
番
〜
４
１
１

番
、
６
８
８
番
〜
２
２
８
４
番

調
査
開
始
年
度
　
平
成
17
年
度

登
記
完
了
日
　
２
月
８
日
　

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
農
林
水
産
課

(

▹
０
８
４
８
≐
６
１
２
３)

縦
覧
期
間
　
30
日(

水)

ま
で(

土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く)

８
時

30
分
〜
17
時
30
分

縦
覧
場
所
　
資
産
税
課(

市
役
所

本
庁
２
階)

、
各
支
所
の
地
域

振
興
課

※
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(

▹

０
８
４
８
≐
６
０
３
２)

、
各

支
所
の
地
域
振
興
課

地
籍
調
査
事
業
の
登
記
完
了 

固
定
資
産
税
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧 

　
本
町
の
通
称
そ
ん
こ
ん
小
路
を
北
に
突
き

当
た
る
と
、
石
段
の
上
に
見
え
る
堂
々
と
し

た
門
が
宗
光
寺
山
門
で
す
。
横
幅
で
あ
る
桁

行
の
柱
間
が
６
・
06
ｍ
、
奥
行
で
あ
る
梁
行

の
柱
間
が
４
・
85
ｍ
あ
り
、
切
妻
造
り
、
本

瓦
葺
き
の
屋
根
を
の
せ
、
前
後
の
両
脇
に
１

本
づ
つ
、
計
４
本
の
柱
で
支
え
る
形
式
は
四

脚
門
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
山
門
は
太
い
木
割
に
﹁
牡
丹
に
唐
獅
子
﹂

な
ど
の
彫
り
物
が
見
事
な
蟇
股
を
多
く
用
い

る
な
ど
、
創
建
さ
れ
た
安
土
桃
山
時
代
の
お

お
ら
か
で
豪
壮
な
雰
囲
気
を
伝
え
る
三
原
で

も
数
少
な
い
建
築
物
で
す
。
蟇
股
と
は
、
上

下
の
横
材
の
間
に
設
け
た
束
の
一
種
で
、
上

の
材
を
支
え
る
と
と
も
に
装
飾
を
兼
ね
、
そ

の
名
前
の
由
来
は
蛙
が
足
を
広
げ
た
姿
か
ら

と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
山
門
は
、
一
般
に
本
郷
の
新
高
山
城

の
城
門
と
も
、
城
の
大
手
門
を
移
築
し
た
も

の
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
寺
院
の
移
転
、
再

建
に
併
せ
て
移
築
さ
れ
た
山
門
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
中
世
の
城
門
は
櫓
門
と
い
わ

れ
、
１
階
に
門
、
２
階
に
櫓
を
備
え
た
形
式

で
、
支
柱
が
攻
撃
を
受
け
る
外
側
に
さ
ら
さ

れ
る
四
脚
門
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
四

脚
門
は
寺
院
の
門
に
多
く
、
宗
光
寺
山
門

は
、
彫
り
物
を
施
し
た
蟇
股
を
用
い
て
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
城
門
で
は
な
く
山
門
で
あ
っ

た
と
推
測
で
き
ま
す
。
小
早
川
隆
景
は
永
禄

10
年(

１
５
６
７
年)

に
三
原
城
の
築
城
を
開

始
し
、
新
高
山
城
の
城
門
な
ど
施
設
を
順

次
、
転
用
し
な
が
ら
、
防
備
を
固
め
る
た
め

寺
院
も
三
原
城
下
町
に
移
転
、
集
中
し
ま
し

た
。
隆
景
が
父
母
の
菩
提
を
弔
う
た
め
新
高

山
城
内
に
再
興
し
た
⦯
真
寺
は
、
天
正
10
年

(

１
５
８
２
年)

に
移
転
し
て
そ
の
後
、
宗
光

寺
と
名
を
改
め
ま
し
た
。
山
門
も
城
内
か
ら

移
築
さ
れ
た
た
め
、
城
門
と
い
わ
れ
て
き
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
伝
承
に
あ
る
よ
う
な
城
門
の
転
用
で
は
な

い
と
し
て
も
、
宗
光
寺
山
門
は
全
国
的
に
四

脚
門
と
し
て
最
大
級
で
あ
り
、
そ
の
文
化
財

的
価
値
は
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

規
模
、
力
強
い
大
き
な
木
組
み
、
細
部
に
わ

た
る
芸
術
的
な
彫
り
物
、
禅
宗
様
の
凛
と
し

た
佇
ま
い
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
第
一
級
の
重

要
文
化
財
と
し
て
市
民
の
誇
り
で
あ
り
、
宝

と
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。(

文
／
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

來
山
伸
彦
さ
ん)

　

と
い
え
ば
、
毎
年
花
見
に
行

き
た
い
と
思
い
な
が
ら
チ
ャ

ン
ス
が
な
く
、
今
年
こ
そ
は
近
く

の
宮
浦
公
園
で
ポ
ポ
ロ
を
見
な
が

ら
花
見
で
も
と
思
っ
て
い
ま
す
▼

三
原
の
桜
の
名
所
と
い
え
ば
、
約

２
０
０
０
本
の
桜
が
咲
く
筆
影
山

を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
三
原
市
で
は
今
年
度
、

筆
影
山
・
竜
王
山
を
題
材
と
し
た

全
国
規
模
の
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
を

開
催
し
ま
す
。
全
国
規
模
と
い
う

と
自
分
に
は
無
理
と
思
う
人
も
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
筆
影
山

か
ら
見
る
四
季
折
々
の
多
島
美
を

写
真
に
お
さ
め
る
だ
け
で
も
、
三

原
の
魅
力
の
ひ
と
つ
を
感
じ
て
も

ら
え
る
と
思
い
ま
す
▼
ま
ず
は
カ

メ
ラ
片
手
に
筆
影
山
で
お
花
見
を

し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。
き

っ
と
何
か
新
し
い
発
見
が
あ
る
か

も
⋯
▼
春
ら
し
い
雰
囲
気
に
と
、

今
月
は
ペ
ー

ジ
の
イ
ラ
ス

ト
を
桜
に
し

て

み

ま

し

た
。
　  (

は)

春

そ
う
こ
う
　じ
　さ
ん
も
ん

き
ゃ
く
も
ん

き
　わ
り

か
え
る
ま
た

に
い
た
か
や
ま

し

や
ぐ
ら
も
ん

き
ょ
う
し
ん

じ

よ
う


