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今
年
の
夏
は
、
本
当
に
暑
か
っ
た
で

す
ね
。
み
な
さ
ん
は
、
猛
暑
で
体
調
を

崩
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う

か
。
ま
だ
ま
だ
厳
し
い
残
暑
が
続
き
ま

す
が
、
確
実
に
秋
は
や
っ
て
き
ま
す
。

今
は
、
夏
に
酷
使
し
た
胃
腸
を
い
た
わ

り
つ
つ
、
来
る
べ
き
実
り
の
秋
、
食
欲

の
秋
に
備
え
ま
し
ょ
う
。
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人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　　　２８，４２１人

男　　　　１３，５０５人

女　　　　１４，９１６人

　　　　１２，８７１世帯

１年前　　２８，８６０人

５年前　　３０，１２８人

　　－８月１日現在－

　

テ
ィ
ー
タ
イ
ム

市
政
発
展
の
た
め
の
ご
意
見
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
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企
画
政
策
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「
市
長
へ
の
私
の
提
案
」
係　
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※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市
長
の
部
屋
」
か
ら
電
子
メ
ー
ル
で
も
送
信
で
き
ま
す
。
ご
意

　

見
等
は
「
市
長
の
部
屋
・
掲
示
板
」
に
て
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　　　 市制施行 55 周年
　　GO GO ★たけはら

　

８
月
７
日
、
か
ぐ
や
パ
ン
ダ
は
広
島

市
内
の
東
急
ハ
ン
ズ
に
お
出
か
け
し
、

朝
か
ら
竹
原
市
内
の
障
害
者
就
労
支
援

事
業
所
が
製
作
し
た
グ
ッ
ズ
の
販
売
を

お
手
伝
い
し
ま
し
た
。
午
後
は
、
今
秋

公
開
の
映
画
「
お
し
ん
」
に
お
し
ん
役

で
出
演
す
る
、
濱
田
こ
こ
ね
ち
ゃ
ん
と

会
い
ま
し
た
。
全
国
で
Ｐ
Ｒ
活
動
中
と

の
こ
と
で
、「
お
し
い
！
広
島
県
」を
「
お

し
ん
！
広
島
県
」
に
す
る
ポ
ス
タ
ー
も

製
作
し
た
そ
う
で
す
。
ハ
ン
ズ
前
で
こ

こ
ね
ち
ゃ
ん
と
名
刺
交
換
し
た
か
ぐ
や

パ
ン
ダ
。
可
愛
い
ね
と
言
っ
て
も
ら
え

て
、
う
れ
し
そ
う
で
し
た
♪

通
信　

～
お
し
ん
と
の
出
会
い
♪
～

わ
が
ま
ち
自
慢
⑥
　「
田
万
里
町
の
歴
史
教
室
」

て
」
の
見
直
し
作
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。　

　

そ
の
活
動
は
、
丁
寧
で
根

気
強
い
も
の
で
す
。
芸
藩
通

志
な
ど
の
古
い
書
物
を
読
み

解
い
た
り
、
昔
か
ら
住
ん
で

い
る
人
に
聞
き
取
り
を
し
た

り
、
同
時
に
現
地
を
見
て
学

ぶ
こ
と
も
欠
か
さ
ず
行
っ
て

い
ま
す
。
書
物
の
記
述
と
、

言
い
伝
え
が
違
っ
て
い
て
、

頭
を
悩
ま
せ
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
。
注
意
深
く
確
認
す
る

作
業
も
大
変
で
す
。
ま
た
、

地
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
田
万

里
町
と
似
て
い
る
歴
史
が
あ

　

田
万
里
町
は
、
縄
文
時
代

の
「
風
呂
が
迫
遺
跡
」
や
、

古
墳
時
代
の
「
鏡
田
古
墳
群
」

な
ど
、
古
代
の
遺
跡
や
文
化

財
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
地

域
で
す
。

　

か
つ
て
宿
場
町
と
し
て
栄

え
た
田
万
里
町
の
遺
跡
や
文

化
財
を
学
習
す
る
「
郷
土
の

歴
史
教
室
」
が
、
田
万
里
公

民
館
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
主
に
、
田
万
里
町

の
文
化
財
や
遺
跡
な
ど
に
つ

い
て
ま
と
め
た
、
平
成
21
年

11
月
発
行
の
冊
子
「
ふ
る
さ

と
の
文
化
財
・
遺
跡
を
訪
ね

る
地
域
に
は
積
極
的
に
足
を

運
ん
で
学
習
す
る
な
ど
、
広

い
視
野
を
持
っ
て
活
動
し
て

い
ま
す
。

　

郷
土
の
歴
史
教
室
代
表
の

伊
藤
智
子
さ
ん
は
、

　

「
教
室
は
明
る
く
て
楽
し

い
雰
囲
気
で
す
。
地
域
の
人

に
も
も
っ
と
田
万
里
の
よ
さ

を
知
っ
て
も
ら
っ
て
、
少
し

ず
つ
広
め
た
い
で
す
ね
。
」

と
、
言
い
ま
す
。

　

「
温
故
知
新
」
を
基
に
言
い

換
え
た
、
「
古
き
を
た
ず
ね
て

新
し
き
道
理
を
さ
と
る
」
を

方
針
に
、
郷
土
を
知
り
、
愛
し
、

発
展
さ
せ
る
活
動
を
今
後
も

広
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

た


