
　

市
町
村
が
発
行
す
る
広
報
紙
に
は
、
行
政

が
伝
え
た
い
・
住
む
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
情

報
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
か
ら
平
成
へ

と
時
代
が
変
化
し
て
も
、
ま
ち
に
住
む
人
と

行
政
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
、
広
報
紙

は
発
行
さ
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。
広
報
紙
は

行
政
か
ら
の
お
知
ら
せ
を
、
住
む
人
へ
伝

え
る
た
め
に
発
行
さ
れ
ま
す
。
新
聞
や
雑
誌

と
違
い
、
掲
載
さ
れ
る
の
は
ま
ち
の
こ
と
。

「
ま
ち
の
中
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
。
こ

れ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
る
の
か
」
な
ど
、

住
む
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
情
報
や
伝
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
情
報
を
掲
載
し
ま
す
。

　

昭
和
30
年
代
、
旧
市
町
村
が
発
行
し
て
い

た
広
報
紙
は
タ
ブ
ロ
イ
ド
判
（
※
１
）
が
多

く
、
新
聞
の
よ
う
に
縦
に
文
字
が
並
ぶ
レ
イ

ア
ウ
ト
（
※
２
）
で
し
た
。
現
在
で
は
雑
誌

の
よ
う
な
A
４
判
の
も
の
が
全
国
的
に
も
主

流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
写
真
や
イ
ラ

ス
ト
な
ど
を
活
用
し
た
紙
面
が
増
え
て
き
た

こ
と
、
見
開
き
で
の
レ
イ
ア
ウ
ト
が
作
り
や

す
い
こ
と
な
ど
が
理
由
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

紙
面
も
旧
市
町
村
時
代
は
１
色
刷
り
や
２

色
刷
り
が
多
く
、
写
真
も
モ
ノ
ク
ロ
（
※

　

「
U
D
（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
）
」

と
は
、
障
が
い
の
有
無
や
年
齢
、
体
格
な
ど

に
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
人
が
快
適
に
利
用

で
き
る
よ
う
製
品
や
建
造
物
、
生
活
空
間
な

ど
を
デ
ザ
イ
ン
（
設
計
）
す
る
こ
と
で
す
。

対
象
を
障
が
い
者
だ
け
に
限
定
せ
ず
、
す
べ

て
の
人
に
優
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
U
D

の
基
本
的
な
考
え
で
す
。

　

読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
掲
載
し
て
い

る
す
べ
て
の
文
字
を
大
き
く
す
る
こ
と
は

簡
単
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
紙
面

に
掲
載
で
き
る
情
報
が
減
る
た
め
、
内

容
が
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
文
字

の
大
き
さ
と
情
報
量
は
、
ど
ち
ら
も

見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な

部
分
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の

人
が
読
み
や
す
い
と
感
じ
る
文
字
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

紙
面
を
一
新
す
る
際
、
よ
り
見
や
す

い
文
字
と
し
て
U
D
フ
ォ
ン
ト
（
※
５
）

を
採
用
し
ま
し
た
。
U
D
フ
ォ
ン
ト
は
、
以

前
と
文
字
の
大
き
さ
を
変
更
し
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
見
比
べ
た
と
き
に
大
き
く

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

「
U
D
（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
）
」

と
は
、
障
が
い
の
有
無
や
年
齢
、
体
格
な
ど

に
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
人
が
快
適
に
利
用

で
き
る
よ
う
製
品
や
建
造
物
、
生
活
空
間
な

ど
を
デ
ザ
イ
ン
（
設
計
）
す
る
こ
と
で
す
。

対
象
を
障
が
い
者
だ
け
に
限
定
せ
ず
、
す
べ

て
の
人
に
優
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
U
D

の
基
本
的
な
考
え
で
す
。

　

広
報
紙
に
掲
載
し
て
い
る
す
べ
て
の
文
字

を
大
き
く
す
る
こ
と
は
簡
単
で
す
。
し
か
し

　

さ
ら
に
、
フ
ル
カ
ラ
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
色

の
使
い
す
ぎ
で
紙
面
が
読
み
づ
ら
く
な
る
の

を
改
善
す
る
た
め
、
カ
ラ
ー
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
（
※
６
）
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

特
に
色
覚
障
害
を
持
つ
人
は
、
特
定
の
色
が

本
来
と
は
異
な
っ
た
色
に
見
え
ま
す
。
文
字

や
グ
ラ
フ
に
使
用
す
る
色
に
配
慮
し
、
誰
で

も
見
や
す
い
と
感
じ
る
色
使
い
に
変
更
し
ま

し
た
。

　

虫
眼
鏡
の
中
に
あ
る
文
章
は
、
フ
ォ
ン
ト

だ
け
を
変
更
前
に
戻
し
た
も
の
で
す
。
U
D

フ
ォ
ン
ト
は
、
変
更
前
に
比
べ
て
線
と
点
の

間
が
広
く
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
数
字
の

「
３
・
６
」
な
ど
は
、
空
間
を
広
く
開
け
る

こ
と
で
、
文
字
が
小
さ
く
て
も
潰
れ
に
く
く

な
り
、
読
み
間
違
い
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

３
）
で
し
た
。
広
報
紙
の
形
が
タ
ブ
ロ
イ
ド

判
か
ら
B
４
判
、
そ
し
て
A
４
判
に
変
わ
る

に
つ
れ
、
表
紙
や
一
部
の
紙
面
が
カ
ラ
ー
印

刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
合
併
後
に
す
べ
て
の
紙
面
を

フ
ル
カ
ラ
ー
（
※
４
）
に
変
更
し
ま
し
た
。

県
内
で
も
、
フ
ル
カ
ラ
ー
で
広
報
紙
を
発
行

し
て
い
る
の
は
、
熊
本
市
と
菊
池
市
の
み
で

す
。
フ
ル
カ
ラ
ー
に
な
る
こ
と
で
、
写
真
な

ど
生
き
生
き
と
し
た
表
情
を
表
現
で
き
る
だ

け
で
な
く
、
色
を
生
か
し
た
デ
ザ
イ
ン
を
活

用
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
の
大
合
併
か
ら
６
年
、
月
２
回
の
広
報
紙
は
月
１
回
の
発
行
に
変
わ
り
ま

し
た
。
一
冊
の
広
報
紙
に
情
報
が
集
中
し
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
は
掲
載
で
き

な
い
も
の
が
で
て
き
ま
し
た
。

平
成
22
年
５
月
号
か
ら
広
報
き
く
ち
は
紙
面
を
一
新
。「
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
情

報
」
を
で
き
る
だ
け
な
く
し
、
よ
り
多
く
の
情
報
を
掲
載
で
き
る
よ
う
掲
載
方

法
を
変
更
し
ま
し
た
。

ま
ち
の
「
今
」
を
伝
え
る
た
め
の

情
報
源
と
し
て
生
ま
れ
た
広
報
紙

意
外
と
知
ら
な
い

広
報
ア
レ
コ
レ

!?

モ
ノ
ク
ロ
か
ら
カ
ラ
ー
へ

広
報
紙
に
も
U
D
の
時
代
が
き
た

昭和 32年、当時の菊池町が発行した「菊池広報第
１号」。
昭和 32年の菊池町誕生から１年後、町章決定や衛
生だよりなどを掲載した第１号が発行される。当時
は、ミスコンテストなども行われ、第１回ミス菊池
の審査結果なども掲載された。昭和 33年に菊池市
となり、昭和 42年から「広報きくち」へ名称を変更。
昭和 48年から B５判へ変更され、昭和 50年から
月２回の発行が開始された。

右：昭和 32年、旧旭志村が発行した「旭志村報第１号」。
昭和 31年の旭志村誕生から１年後、予算やたばこ消費税などを掲載した第１号が発
行される。昭和 39年、「広報きょくし」へ名称を変更。
左：昭和 36年、旧泗水町が発行した「泗水町報第１号」。
昭和 30年泗水村が誕生し、昭和 36年に泗水町となる。その年の４月から発行され
た泗水町報には、予算書の可決や議員事務局からのお知らせが掲載された。昭和 46
年発行の第 92号から B５判へ変更され、平成９年からA４判になり、「広報しすい」
として発行された。

平 成 18 年 か ら
「広報おおづ」を
担当。第50回～第
54回熊本県広報コ
ンクール町村部特
選（熊日賞）。平成
20年には、全国広
報コンクールで３
席に輝く。

※１ータブロイド判
　新聞などに使われる用紙
の判型。基準は 546㎜×
813㎜。
※２ーレイアウト
　紙面の仕上がりを考え
て、文字・写真・グラフな
どを所定の範囲内に効果的
に配置すること。
※３ーモノクロ
　モノクローム。画面が白
黒の写真や映画のこと。モ
ノクローム・フィルムは、
黒から白までの濃淡で画像
ができている。
※４ーフルカラー
　印刷物などで「あらゆる
色」を表現できること。３
色以上であればフルカラー
となる。
※５ーUDフォント
　ユニバーサルデザイン
フォント。より多くの人が
利用しやすいようUDに対
応した書体。広報きくちで
は、モリサワのUDフォン
トを採用。「文字の形が分か
りやすい形状」「読み間違い
にくい形状」「文書が読みや
すい形状」に注意した書体。
※６－カラーユニバーサル
　デザイン
　色の識別が不自由な人や
年齢を重ねることで色覚機
能が低下している人にも見
やすく、分かりやすく情報
が伝わるように配慮したデ
ザインのこと。すべての人
に情報が伝わるよう、利用
者側の視点に立って作られ
たデザイン。

　人口５万人を超える菊池市の人たちの心をつなげている「広報きくち」。
　合併から６年、旧４市町村の誇りを大切にしながらも、市民の心を一つにするために
行っている紙面づくりをすばらしく思います。
　時間をかけて、広い市内を駆け回って完成する「広報きくち」は、行間から、担当者の
熱意が伝わります。そして、今も昔も、その熱意は変わっていません。
　私は、隣町だという理由で広報交換させてもらい、読ませてもらっていますが、紙面
から感じる郷土愛と手間暇をかけた文章、レイアウト、写真…そのすべてが、私たち市
町村の広報担当者のお手本となるべきものです。
　広報きくちのような広報紙が、どの市町村にも配られている訳ではありません。この
ような市民に向けた愛があふれる広報紙はそうありません。広報きくちを一番に読む
ことができる菊池市の皆さんは、誇りを持ってください。
　私は、そんな皆さんがうらやましいです。辻口　浩二さん
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