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●表紙の写真●　JR土山駅南側ローターリーにイルミネーションが灯りました。
11月25日～12月25日までの１ヵ月でしたが、お勤め帰りの人や通り過ぎる人の目を楽しませていました。
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町の人口町の人口町の人口町の人口町の人口 住民基本台帳人口（　）は前月比12月１日現在

34,771人（－1人） 世帯数…14,410世帯（＋8世帯）男…17,009人（－1人）
女…17,762人（±0人）

１１
　

新
し
い
年
の
初
め
に
は
神
社
へ
お
詣ま

い

り
し
、

願
い
事
を
さ
れ
る
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
際
に
、
境け

い

内だ
い

で
よ
く
見
か
け
る
の
が「
狛こ

ま

犬い
ぬ

」
と
呼
ば
れ
る
一
対
の
像
で
、
神
社
や
寺

院
の
建
物
前
に
据
え
置
か
れ
た
魔
除
け
の
た

め
の
獣
で
す
。

　

狛
犬
の
起
源
は
イ
ン
ド
や
中
央
ア
ジ
ア
に

生
息
す
る
ラ
イ
オ
ン
と
さ
れ
、
仏
教
と
同
じ

く
6
世
紀
の
頃
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
り
中

国
、
朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
仏
像
の
前
に
獅
子
を
置
く

こ
と
が
始
ま
り
で
す
。

　

当
初
は
、
宮
中
の
御み

帳ち
ょ
う

台だ
い

や
寺
の
建
物
の

中
に
置
か
れ
た
た
め
、
仏
像
と
同
じ
金
銅
製

や
木
造
で
し
た
が
、
そ
の
後
屋
外
に
置
か
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
石
造
へ
変
化
し
て
い
き

ま
す
。
次
に
、
そ
の
位
置
関
係
で
は
左
右
が

向
き
合
う
形
か
、
守
る
べ
き
社
寺
に
背
を
向

け
参
拝
者
と
正
対
す
る
形
が
多
い
よ
う
で

す
。
ま
た
、
昨
今
は
ど
ち
ら
も
狛
犬
と
呼
び

ま
す
が
、
『
禁き

ん

秘ぴ

抄し
ょ
う

』
や
『
類る

い

聚じ
ゅ
う

雑ざ
つ

要よ
う

抄し
ょ
う

』

で
は
向
か
っ
て
右
が
獅
子
で
左
が
狛
犬
、
す

な
わ
ち
獅
子
と
狛
犬
の
組
み
合
わ
せ
と
記
し

て
い
ま
す
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
で
き
た
の

は
、
平
安
時
代
初
め
頃
の
よ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
は
獅
子
と
狛
犬
の
違

い
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
口
を
開
け
た

阿あ
ぎ
ょ
う形

と
、
口
を
閉
じ
た
吽

う
ん
ぎ
ょ
う形

で
す
。
こ
れ
は

寺
院
守
護
の
た
め
に
三
門
の
左
右
に
立
っ
て

い
る
仁
王
像
と
同
様
、
一
対
で
存
在
す
る
宗

教
的
な
像
の
モ
チ
ー
フ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
口
を
閉
じ
た
方
に
は
頭
に
角
が
あ

り
ま
す
。（
な
お
、
新
し
く
な
る
と
角
は
な

く
な
り
ま
す
が
、
大
中
住
吉
神
社
の
狛
犬
に

は
退
化
し
た
角
が
残
っ
て
い
ま
す
）こ
の
よ

う
に
口
を
開
け
た
の
が
獅
子
、
閉
じ
て
角
を

持
つ
の
が
狛
犬
な
の
で
す
。

　

町
内
最
古
の
石
造
狛
犬
は
野
添
住
吉
神
社

の
も
の
（
花か

崗こ
う

岩が
ん

）
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

天
保
2
（
1
8
3
1
）
年
に
奉
納
さ
れ
、
向

か
っ
て
右
が
阿
形
の
獅
子
（
氏
子
で
あ
る
酒

造
働
連
中
の
銘
）
、
左
が
吽
形
の
狛
犬
（
同

素そ
う

麵め
ん

働ど
う

連
中
の
銘
）
で
角
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

一
方
、
本
荘
阿あ

閇え

神
社
の
狛
犬
を
、
奥
州

勤き
ん
の
う王

の
志し

士し

清き
よ

河か
わ

八は
ち

郎ろ
う

が
『
西
遊
草
』
（
安

政
2
（
1
8
5
5
）
年
5
月
11
日
礼ら

い

参さ
ん

）

に
、
「
社
前
の
〔
狛
〕
犬
は
左

ひ
だ
り

甚じ
ん

五ご

郎ろ
う

の
作

と
い
う
。
古
し
く
な
り
て
さ
ら
に
わ
か
ら
ぬ
。」

と
書
い
て
い
ま
し
た
。
社
殿
保
管
の
木
造
狛

犬
が
こ
れ
に
当
た
る
な
ら
、
現
社
殿
の
創
建

と
同
じ
江
戸
時
代
前
期
（
元
禄
年
間
）
の
も

の
で
し
ょ
う
。
二
子
住
吉
神
社
に
も
あ
り
ま

す
。
お
近
く
の
神
社
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

大中住吉神社左の
「石造狛犬吽形」

野添住吉神社右の
「石造狛犬阿形」


