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❸ 第４次総合計画後期実施計画
❹ 特集
 平成24年度当初予算
❼ 市政だより
 ● 下水道使用可能区域の拡大
 ● 子ども医療費公費負担制度拡大
 ● 地域材利用新築住宅・
  住宅リフォーム補助金　
 ● 箕作賞
 ● 町内清掃時のお願い ほか

12 ふぉと ほっと るぽ
 ● 第１回 健康リレーマラソン  ほか

14 みんなのページ･ちゃい
 ● お･た･よ･り
 ● つやまっ子に贈る100冊の本
 ● きらめく津山人
 ● イラスト･絵手紙
 ● 広報クイズ　　 ほか

17 としょかん
18 こどもひろば
 ● 勝北こどもお花教室
 ● じどうかん

19 けんこう・そうだん
20 けいじばん
26 くらし
28 Albumあの頃の津山

　
箕
作
阮げ

ん
甫ぽ

の
孫
た
ち
に
は
、
幼
名
に
生
ま
れ
た
順
番
の
数
字
が
入
っ
て
い
ま

す
。
一
の
字
が
つ
い
た
初
孫
は
、
阮
甫
の
四
女
ち
ま
と
養
子
の
省
吾
と
の
間
に

生
ま
れ
た
貞て

い
一い

ち
郎ろ

う
（
の
ち
の
麟
祥
）
で
す
。

　
弘
化
３
年
（
１
８
４
６
）
７
月
29
日
、
麟
祥
は
津
山
藩
の
江
戸
上
屋
敷
で
生

ま
れ
ま
し
た
。
麟
祥
の
誕
生
か
ら
わ
ず
か
４
カ
月
後
、
父
が
結
核
で
急
死
し
て

し
ま
い
、
さ
ら
に
麟
祥
が
５
歳
に
な
る
と
、
母
も
加
賀
藩
の
江
戸
屋
敷
へ
奉
公

に
出
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
麟
祥
は
阮
甫
に
育
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
文
久
元
年
（
１
８
６
１
）、
15
歳
に
な
っ
た
麟
祥
は
幕
府
の
蕃ば

ん
し
ょ
し
ら
べ
し
ょ

書
調
所
へ
出

仕
し
ま
す
。
そ
の
５
年
後
、
幕
府
は
パ
リ
で
開
か
れ
る
万
国
博
覧
会
に
使
節
を

派
遣
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
知
る
と
、
か
ね
て
か
ら
洋
行
を

望
ん
で
い
た
麟
祥
は
、
早
速
随
行
を
願
い
出
ま
し
た
。
そ
し
て
英
仏
辞
書
を
手

に
入
れ
、
独
学
で
２
カ
月
間
フ
ラ
ン
ス
語
を
猛
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
の
努
力
が

認
め
ら
れ
て
、
使
節
団
員
に
抜
擢
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
万
博
は
日
本
が
初
め
て
正
式
に
参
加
す
る
も
の
で
、
正
使
は
将
軍
・
徳

川
慶よ

し
の
ぶ喜

の
弟
・
昭あ

き
た
け武

で
し
た
。
麟
祥
は
昭
武
に
随し

た
がっ

て
各
国
を
巡
る
間
も
フ
ラ

ン
ス
語
の
勉
強
を
続
け
、
帰
国
す
る
こ
ろ
に
は
貿
易
の
約
定
書
を
作
成
で
き
る

ほ
ど
に
上
達
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、
後
に
麟
祥
を
明
治
政
府
の
法
律

整
備
に
携
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
明
治
２
年
（
１
８
６
９
）、
語
学
力
を
評
価
さ
れ
た
麟
祥
は
、
政
府
か
ら
フ

ラ
ン
ス
の
刑
法
の
翻
訳
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
続
い
て
民
法
や
商
法
、
訴
訟
法
、

治
罪
法
も
翻
訳
し
、
こ
れ
ら
は
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
書
は
、
初
め
て
日
本
に
近
代
的
な
法
典
を
紹
介
し
、
多
く
の
法
律
用
語
を

定
着
さ
せ
ま
し
た
。「
権
利
」「
義
務
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
書
で
麟
祥
が
採
用

し
た
こ
と
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
実
は
「
動
産
」「
不
動
産
」
と
い

っ
た
単
語
は
麟
祥
が
考
案
し
た
造
語
な
の
で
す
。
外
国
の
法
律
の
概
念
や
用
語

を
翻
訳
す
る
の
は
大
変
な
作
業
だ
っ
た
よ
う
で
、
の
ち
に
麟
祥
は
当
時
を
振
り

返
り
「
註

ち
ゅ
う
し
ゃ
く

釈
書
も
な
け
れ
ば
辞
書
も
な
く
、
教
師
も
い
な
い
と
い
う
状
況
で
、

実
に
五
里
霧
中
だ
っ
た
」
と
懐
古
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
も
麟
祥
は
政
府
の
学
制
取
調
係
を
は
じ
め
、
民
法
や
会
社
条
例
法
、

破
産
法
、
商
法
の
編へ

ん
さ
ん纂

委
員
や
法
律
法
典
取
調
委
員
な
ど
の
重
要
な
役
職
を
歴

任
し
ま
し
た
。

　
明
治
30
年
（
１
８
９
７
）、
麟
祥
は
51
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。
明
治
政
府
は

麟
祥
の
死
を
悼
み
、

そ
の
功
績
を
た
た

え
て
、
男
爵
の
爵

位
を
追
贈
し
て
い

ま
す
。
明
治
の
法

律
制
定
の
背
景
に
、

麟
祥
の
活
躍
を
忘

れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
す
。
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▲箕作麟祥


