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☆広報つやまはホームペ
　ージで閲覧できます。
http://www.city.tsuyama.

okayama.jp/

後
見
人

444

広報つやまは、環境保護の
ため古紙配合率100％再生紙、
大豆油インキを使用してい
ます。読み終えた後はリサ
イクルにご協力ください
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転入　
出生

人　転出
人　死亡

人
人

（3月1日現在）

243 218

82 　85　

人口　
　 男　
　 女　　　
世帯　

111,398
53,166
58,232
43,104

 人（前月比＋22）
 人（同＋12）
 人（同＋10）　　
 世帯（同＋68）

雪
深
い
山
奥
に
移
り
住
み
、
厳
し
い
冬
を
体

験
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
春
の
あ
り
が

た
さ
を
特
に
感
じ
ま
す
。
今
年
一
番
に
口
に

す
る
フ
キ
ノ
ト
ウ
な
ん
か
は
最

高
！
年
を
と
る
ほ
ど
に
味
わ
い

は
深
く
な
る
と
は
こ
の
こ
と
か

　

 （
Ｘ
）

618

　台湾の新聞（蘋果日報・３月12
日付）に日本の桜の特集記事が
あり、「岡山的（岡山の）鶴山公園」
「日本賞櫻百選名所（桜の名所
100選）」と紹介されました。台

湾からたくさん観光客
が来てくれるといいで
すね。（鉄）

　そういえば、鶴山公園で中国
から来た花見客のグループに遭
遇したことがありますよ。仕事
で大阪に来て津山まで足を伸ば
した、とのことでした。たくさ

んの観光客が来られる
この時期、温かくお迎
えしたいものです。 (ｅ)
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安
政
２
年
（
１
８
５
５
）
５
月
、
当
時
42
歳
の
津
山
藩

主
松
平
斉な
り

民た
み

は
隠
居
し
て
確
堂
と
称
し
ま
し
た
。
そ
の
３

年
後
の
安
政
５
年
（
１
８
５
８
）
、
対
外
関
係
を
め
ぐ
っ

て
揺
れ
る
幕
府
で
は
、
開
国
を
め
ざ
し
て
い
た
井い

伊い

直な
お

弼す
け

が
大
老
に
就
任
し
ま
す
。
井
伊
直
弼
は
大
老
と
し
て
外
交

政
策
や
将
軍
継け

い

嗣し

問
題
で
の
反
対
派
を
強
硬
に
押
さ
え
付

け
、
厳
し
く
処
分
し
ま
し
た
（
安
政
の
大
獄
）
。

　

そ
の
こ
ろ
直
弼
は
、
確
堂
に
幕
政
へ
の
参
画
を
依
頼

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
単
な
る
役
職
へ
の
就
任
で
は
な

く
、
徳
川
幕
府
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
っ
た

の
で
す
。
井
伊
直
弼
が
大
老
に
就
任
し
た
こ
ろ
、
徳
川

御
三
家
で
は
水
戸
家
と
尾
張
家
の
当
主
が
謹
慎
中
、
紀

伊
家
は
養よ
う

子し

嗣し

が
継
い
だ
ば
か
り
。
御
三
卿
で
は
一
橋

家
が
謹
慎
中
、
清
水
家
は
当
主
不
在
で
空
き
家
。
頼
り

に
な
る
の
は
田
安
家
の
み
と
い
う
状
況
で
し
た
。

　

外
交
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、
徳
川
の
一
門
を
は
じ
め
多

く
の
有
力
大
名
を
反
対
勢
力
と
し
て
し
ま
っ
た
直
弼
に

と
っ
て
、
徳
川
の
血
を
引
く
人
物
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で

し
た
。
そ
こ
で
直
弼
は
田た

安や
す

慶よ
し

頼よ
り

の
指
示
を
受
け
な
が

ら
、
御
三
卿
の
１
つ
で
あ
る
清
水
家
を
確
堂
に
継
が
せ

て
、
幕
府
内
部
で
の
有
力
な
協
力
者
と
し
よ
う
と
し
た

の
で
し
た
。

  

こ
れ
は
、
徳
川
第
11
代
将
軍
の
子
と
い
う
確
堂
の
出
自

の
み
な
ら
ず
、
嘉
永
６
年
（
１
８
５
３
）
の
ペ
リ
ー
来

航
時
に
お
け
る
確
堂
の
先
進
的
な
意
見
書
が
大
き
く
影

響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
多
く
の
大
名
が
攘じ
ょ
う
い夷

・

鎖
国
の
継
続
を
唱
え
る
中
、
確
堂
は
世
界
情
勢
を
的
確

に
分
析
し
た
う
え
で
開
国
通
商
の
必
要
性
を
説
い
た
の

で
す
。
朝
廷
や
大
名
た
ち
の
強
い
反
対
を
押
し
切
っ
て

日
米
修
好
通
商
条
約
を
締
結
し
た
直
弼
に
と
っ
て
、
こ

れ
ほ
ど
強
い
味
方
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

  

直
弼
は
確
堂
に
あ
て
た
そ
の
書
状
の
中
で
幕
府
の
危
機

的
な
状
況
を
述
べ
、
国
家
の
た
め
に
働
く
よ
う
確
堂
に

求
め
て
い
ま
す
が
、
確
堂
は
そ
の
求
め
に
応
じ
ま
せ
ん
で

し
た
。
確
堂
は
病
気
を
理
由
と
し
て
隠
居
し
た
の
で
あ
り
、

ま
た
「
大
し
た
能
力
の
な
い
自
分
が
出
る
幕
で
は
な
い
」

と
返
事
を
し
た
う
え
で
、
し
か
し
「
徳
川
の
一
門
と
し
て

最
大
限
の
協
力
は
す
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

  

そ
れ
に
対
し
、
直
弼
と
田
安
慶
頼
は
あ
き
ら
め
る
こ
と

な
く
再
度
の
依
頼
に
及
び
ま
す
。
そ
の
と
き
の
直
弼
の

書
状
で
は
再
び
確
堂
の
参
画
の
必
要
性
が
強
く
説
か
れ
、

病
身
に
は
十
分
配
慮
す
る
こ
と
、
ま
た
、
謙け
ん

遜そ
ん

も
時
と

場
合
に
よ
る
と
の
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で

も
確
堂
は
辞
退
し
た
の
で
し
た
。
資
料
か
ら
は
こ
れ
以

上
の
確
堂
の
本
心
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
の
よ
う

す
か
ら
見
て
も
、
確
堂
は
長
生
き
は
し
た
も
の
の
持
病

が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
す
。

　

た
だ
、
こ
の
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、
む
し

ろ
始
ま
り
な
の
で
す
。
こ
の
後
、
明
治
維
新
の
激
動
の

中
で
、
確
堂
は
徳
川
家
の
存
続
そ
の
も
の
に
大
き
く
か

か
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

松平　確堂




