
　

広
報
紙
…

　物
理
的
に
表
現
す
れ
ば

　紙
に
イ
ン
ク
を
染
み
込
ま
せ
た
だ
け
の
物
質
。

　行
政
的
に
表
現
す
れ
ば
、
市
か
ら
の
お
知
ら
せ
や
市
民
の
活
躍
を
伝
え
る
広
報
紙
。

　で
も
も
う
、
そ
ん
な
当
た
り
前
の
広
報
紙
じ
ゃ
満
足
で
き
な
い
！

　紙
と
イ
ン
ク
で
で
き
た
広
報
紙
が

　誰
が
関
わ
り

　何
を
伝
え
る
か
で

　〝ま
ち
〟
の
空
気
が
伝
わ
り

　〝ま
ち
〟
の
空
気
を
変
え
る

　「こ
れ
ま
で
の
広
報
紙
」
か
ら

　「こ
れ
か
ら
の
広
報
」
へ
―
―

　 こ
れ
か
ら
の
広
報

【特集】

６
町
が
合
併
し
て
生
ま
れ
た

「
広
報
あ
き
た
か
た
」

　
平
成
13
年
の
旧
美
土
里
町
で
広
報

担
当
と
な
っ
た
戸
田
邦
昭
さ
ん
。
平

成
16
年
に
高
田
郡
6
町
が
合
併
し
安

芸
高
田
市
と
な
っ
た
後
、「
広
報
あ

き
た
か
た
」
の
初
代
担
当
と
な
り
、

広
報
紙
の
編
集
を
行
い
ま
し
た
。「
合

併
後
の
創
刊
号
を
出
す
と
き
は
、
各

町
の
広
報
担
当
者
に
『
情
報
を
く
だ

さ
い
』
と
メ
ー
ル
を
打
っ
て
情
報
を

か
き
集
め
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、
町

に
よ
っ
て
広
報
紙
の
作
り
方
が
違
う

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
広
報
紙
の
い
い

と
こ
ろ
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
わ
か

り
や
す
い
情
報
の
整
理
の
仕
方
を

探
り
ま
し
た
。『
こ
う
し
た
ら
い
い

な
』
と
前
々
か
ら
思
っ
て
い
た
こ
と

を
、『
広
報
あ
き
た
か
た
』
に
な
っ

た
こ
と
を
機
に
実
行
で
き
た
こ
と
は

大
き
か
っ
た
で
す
」
と
当
時
を
振
り

返
り
ま
す
。
６
つ
の
町
が
１
つ
の
ま

ち
に
な
る
合
併
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち

に
紡
が
れ
た
歴
史
や
風
土
が
あ
る
中

で
、「『
一
体
感
』
が
大
き
な
テ
ー
マ

だ
っ
た
」
と
言
う
戸
田
さ
ん
は
、
取

材
す
る
地
域
が
偏
ら
な
い
よ
う
心
掛

け
て
い
た
と
言
い
ま
す
。「
合
併
し

た
こ
と
、
広
報
が
変
わ
っ
た
こ
と
を

ど
れ
だ
け
の
人
が
受
け
入
れ
て
く
れ

る
の
か
な
と
い
う
不
安
が
あ
り
ま
し

た
が
、
安
芸
高
田
市
と
い
う
新
し
い

ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
『
広
報
あ
き
た

か
た
』
か
ら
発
信
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
」。

　
広
報
紙
は
ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く

り
の
役
割
に
あ
わ
せ
、
歴
史
的
な
資

料
に
も
な
り
ま
す
。「
ま
ち
の
歴
史

は
残
し
て
い
く
べ
き
も
の
。
ず
っ
と

歴
史
を
残
し
て
い
く
た
め
に
は
紙
で

残
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
」
と
戸
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
ま

戸
と
田
だ
邦
くに
昭
あき
さん（41 歳）

担
当
か
ら
担
当
へ
紡
が
れ
て
き
た
広
報
紙
。

広
報
担
当
者
に
広
報
紙
へ
の
思
い
を
聞
き
、
広
報
紙
の
持
つ
役
割

を
見
つ
め
ま
す
。
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た
、
広
報
紙
の
持
つ
魅
力
に
つ
い

て
は
、「
広
報
紙
は
、
形
が
な
い
も

の
を
形
に
し
て
い
く
か
ら
こ
そ
面
白

い
。
切
り
口
や
見
せ
方
、
伝
え
方
に

幅
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
広
報
紙

に
出
て
い
た
だ
い
た
方
に
喜
ん
で
も

ら
え
る
と
僕
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
」

と
語
り
ま
し
た
。
安
芸
高
田
市
民
が

数
多
く
登
場
す
る
こ
と
は
広
報
紙
の

大
き
な
魅
力
の
一
つ
で
す
。

広
報
紙
作
り
は 

協
働
の
ま
ち
づ
く
り

　「
広
報
担
当
を
し
て
い
る
と
き
は
、

取
材
を
通
し
て
多
く
の
市
民
と
の
出

会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
市
役
所
の
仕

事
を
し
て
い
る
と
、
市
民
一
人
ひ
と

り
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
広
報
の
仕
事
で

は
み
ん
な
が
一
人
ひ
と
り
の
ド
ラ
マ

を
生
き
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
」

　
と
語
る
の
は
、
平
成
23
年
か
ら
平

成
25
年
ま
で
広
報
紙
の
主
担
当
を
し

て
い
た
稲
田
幸
久
さ
ん
。
市
民
の
皆

さ
ん
の
人
生
経
験
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
は
、
広
報
担
当
者
に

と
っ
て
は
大
き
な
魅
力
で
す
。「
人

間
と
し
て
の
膨
ら
み
を
持
つ
こ
と
が

で
き
た
」
と
、
取
材
が
人
間
的
な
成

長
に
つ
な
が
っ
た
と
言
い
ま
す
。
ま

た
、
多
く
の
市
民
の
方
々
の
思
い
を

聞
く
中
で
、「
自
然
と
そ
の
思
い
を

広
く
伝
え
た
い
」
と
い
う
思
い
を
抱

く
よ
う
に
な
っ
た
と
語
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
広
報
紙
作
り
は
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
」
と
稲
田
さ
ん

は
言
い
ま
す
。「
市
の
職
員
が
外
に

出
て
行
っ
て
、
市
民
の
方
と
話
を
し

て
、
思
い
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
原
稿

に
し
て
、
意
見
を
も
ら
い
な
が
ら
一

つ
の
記
事
を
完
成
さ
せ
る
。〝
意
見

を
吸
い
上
げ
て
一
つ
の
も
の
を
作

る
〟
と
い
う
考
え
方
は
市
の
職
員
に

と
っ
て
は
と
て
も
大
切
な
考
え
方

で
、
そ
れ
が
広
報
と
い
う
仕
事
を
通

じ
て
培
わ
れ
た
の
は
よ
か
っ
た
で

す
」。
市
民
と
市
の
職
員
が
一
つ
に

な
っ
て
、〝
こ
れ
か
ら
も
住
み
続
け

た
い
〟
と
思
え
る
ま
ち
づ
く
り
を
し

て
い
く
こ
と
。
広
報
紙
は
、
小
さ
な

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
が
実
践
で
き
る

場
所
で
す
。

　私は関東方面に住んでいた時期があったのですが、そのときに地元が
すごく恋しくて、安芸高田市に帰る度に「こんなにいいところなのにあ
まり人に知られていないのがもったいない」と常々思っていました。だ
から、地元に帰ることに全く迷いはなかったです。
　広報紙を手に取ったときは「市役所頑張ってるじゃん！」とまちの元
気を感じています。ただ、広報紙に市民が撮った写真や市民が描いたイ
ラストを載せたりして、広報紙作りに市民が参加していくとよりいいと
思います。知っている人が参加したり載っていたりすると、みんなが自
然と見る気になると思います。広報紙がもっと身近で、元気があって、
自分たちが参画していれば、なにか違うのかなと。私はやっぱり、広報紙からはまちの元気が伝わってき
てほしいです。また、インターネットが発達した昨今ですが、紙面は絶対になくならないと思います。やっ
ぱり紙で見るのが一番安心します。
　これまでまちづくりについて考えてきて、昔は 10 年後にどうやったら自分がここで暮らしていけるか
ということを考えていましたが、最近は自分たちより上の世代の方たちが、いかにここで有意義に最期を
送れるのかと考えたりしますね。

浅
あさ
枝
えだ
久
く
美
み
子
こ

さん（八千代町・45歳）

―心に残る特集―
【（左）広報あきたかた　2005（平成 17）年 12 月号】
テーマ：「長寿」から「元気で長生き」―介護から介護予防へ―
（戸田さん）「できることは自分達でやって、やってもらったことは感謝して、生きて
いくだけです」と言ったおじいさんおばあさん（表紙）の生き方に感動しました。

【（右）広報あきたかた　2012（平成 24）年 12 月号】
テーマ：もし、違いを受け入れることができたなら…～多文化共生がもたらすもの～

（稲田さん）外国の方とのインタビューでは言葉がなかなか聞き取れなかったり、原稿
では外国語をどう表現するか悩みましたが、終わってみるとすごく楽しかったです。

稲
いな
田
だ
幸
ゆき
久
ひさ
さん（32 歳）

＜毎月広報紙を手に取る市民に聞いてみました＞広報紙で市民が行政をもっと身近に
感じられればいいなと思います
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