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５
市
の
人
口（
前
月
比
）／
109,205人（

－147人
）

男
／
53,392人（

－70人
）　
女
／
55,813人（

－77人
）

世
帯
数
／
49,354（＋94）※

令
和
２
年
3月
31日
現
在

　
神
社
や
お
寺
、
道
端
に
た
た
ず
む

石
で
造
ら
れ
た
も
の
。
そ
れ
ら
は
い

っ
た
い
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
造
ら
れ

た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
郷
土
資
料
館
で
は
平
成
二
十
八
年

度
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
と

石
造
物
調
査
を
始
め
ま
し
た
。
今
回

は
大
場
地
区
の
石
造
物
を
見
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
大
場
地
区
に
は
他
の
調
査
済
の
地

区
（
梅
名
・
安
久
・
中
島
・
多
呂
・

北
沢
）
と
比
べ
て
も
多
い
、
百
五
基

も
の
石
造
物
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

大
場
地
区
内
で
は
開
田
院
や
光
明

寺
、
大
場
神
社
な
ど
寺
社
に
石
造
物

が
集
中
し
て
い
ま
す
。地
蔵
や
観
音
、

狛
犬
、
鳥
居
な
ど
も
と
も
と
寺
社

に
あ
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

庚こ
う
し
ん
と
う

申
塔
、
馬
頭
観
音
、
道
祖
神
な
ど

地
区
内
に
散
在
し
て
い
た
も
の
が
集

め
ら
れ
た
、
と
い
う
経
緯
を
も
つ
も

の
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。

　
明
治
初
め
、
大
場
で
は
現
在
の
大

石
造
物
は
語
る
～
大
場
～

場
駅
周
辺
に
い
く
つ
か
あ
っ
た
寺
院

や
お
堂
、
修
験
道
の
家
が
取
り
つ
ぶ

さ
れ
、
祀
ら
れ
て
い
た
仏
像
な
ど
が

光
明
寺
や
開
田
院
に
移
さ
れ
ま
し

た
。
加
え
て
、
仏
教
に
関
わ
る
民
間

信
仰
に
関
す
る
も
の
も
排
除
さ
れ
ま

し
た
。
道
祖
神
や
庚
申
塔
、
地
蔵
な

ど
が
地
中
に
埋
め
ら
れ
た
り
、
首
を

落
と
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
は

大
切
に
信
仰
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
け

に
現
存
す
る
寺
社
に
移
転
す
る
こ
と

も
行
わ
れ
た
の
で
、
今
で
も
寺
社
の

境
内
で
い
ろ
い
ろ
な
石
造
物
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
う
い
っ
た
動
き
は
、
慶
応
四
年

（
一
八
六
八
）
三
月
、
明
治
政
府
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
神
仏
分
離
令
や
修

験
道
禁
止
令
を
契
機
に
展
開
し
た
廃

仏
毀
釈
運
動
の
影
響
に
よ
り
起
こ
っ

た
も
の
で
す
。
明
治
初
め
、
地
蔵
な

ど
の
仏
像
が
撤
去
も
し
く
は
破
壊
さ

れ
る
事
例
が
日
本
各
地
に
お
い
て
見

ら
れ
ま
す
。

　
大
場
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
道
祖

神
は
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
被
害
を
受

け
た
一
体
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
元
の

頭
部
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
現
在
の

顔
は
後
の
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で

す
。
以
前
は
熱
海
街
道
と
大
場
駅
の

道
と
の
分
岐
点
、
三
つ
角
と
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
祀
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
現
在
は
風
化
が
進
ん

で
き
た
た
め
、
道
祖
神
を
新
た
に
作

っ
て
祀
り
、
も
と
も
と
あ
っ
た
道
祖

神
が
大
場
神
社
へ
移
さ
れ
た
そ
う
で

す
。

　
ま
た
、「
秋あ

き
は
さ
ん

葉
山
」
の
名
で
親
し

ま
れ
、
庶
民
の
火
防
の
神
と
し
て
広

く
信
仰
を
集
め
て
き
た
秋
葉
大
権
現

も
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
運
動
の
対

象
に
な
り
ま
し
た
。
秋
葉
山
信
仰
が

神
仏
習
合
の
信
仰
で
あ
っ
た
た
め
で

す
。
大
場
の
秋
葉
山
は
元
々
宮
川
に

あ
り
ま
し
た
が
、
祠
は
光
明
寺
に
、

石
灯
籠
は
光
明
寺
と
大
場
神
社
に
そ

れ
ぞ
れ
一
基
ず
つ
移
さ
れ
、
今
も
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
石
造
物
は
か
つ
て
の
信
仰
や
歴
史

を
未
来
へ
語
り
継
い
で
く
れ
て
い
ま

す
。

企画展「浮世絵でたどる東海道五十三次と四つ辻のまち三島」開催中

（前期：5月 10 日まで、後期：5月 23 日～ 6月 28 日）　郷土資料館（楽寿園内）☎ 971・8228

▲大場神社の道祖神
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コ
ロ
ナ
蔓
延
と
三
嶋
千
句

　
　

　
　
な
べ
て
世
の

　
　
風
を
お
さ
め
よ

　
　
神
の
春

　
こ
の
句
は
、
連
歌
師
飯
尾
宗
祇
が
文
明
三
年

（
一
四
七
一
）
春
、
三
島
に
お
い
て
東
常
縁
か
ら
古

今
伝
授
を
受
け
た
際
、常
縁
の
息
子
竹
一
丸
が
罹
っ

た
風
邪
の
快
癒
を
立
願
し
て
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ

る
三
嶋
千
句
の
発
句
で
す
。
宗
祇
は
、
竹
一
丸
が

快
方
に
向
か
う
と
報
賽
と
し
て
千
句
を
三
嶋
大
明

神
に
奉
納
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
三
嶋
千
句
）。

ま
た
、
当
時
は
戦
乱
の
中
、
病
の
快
方
と
と
も
に

世
の
中
が
平
和
に
な
る
こ
と
の
願
を
込
め
た
と
も

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
願
い
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
と

医
療
崩
壊
が
心
配
さ
れ
る
惨
禍
の
中
、
な
す
術
も

な
く
苦
し
む
世
界
の
人
々
の
心
に
届
く
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
こ
の
句
の
願
い
の
よ
う
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
一
日
も
早
く
終
息
す
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

問
郷
土
資
料
館
　
☎
９
７
１
・
８
２
２
８

We pray for the spring of God
To end this terrible wind

All over The world
（英訳：韮山高等学校）

三 島 の 歴 史 を 知 る


