
広報まさき 3月号：23：広報まさき 3月号

広報まさき第1号が発行されたのは昭和39年 6月 5日。
今号で、創刊から45年、400号を迎えました。

　　町の発展と、町民の皆さんの日々の記録とともに
　　　　広報まさきも成長し、今があります。

　　　　今回は、そんな広報まさきを特集します。
　これからも、皆さんに愛される広報まさきをめざして。

皆さんと
 ともに歩んで400号 

昭和 39年 6月号　№ 1 昭和 49年 1月号　№ 22 昭和 53年 7月号　№ 37 昭和 56年 6月号　№ 54 昭和 57年 4月号　№ 64 昭和 59年 9月号　№ 94 昭和 62年 3月号　№ 124 平成元年 1月号　№ 146

平成元年 11月号　№ 156 平成 4年 7月号　№ 188 平成 5年 7月号　№ 200 平成 7年 12月号　№ 229 平成 8年 9月号　№ 238 平成 10年 2月号　№ 255

平成 10年 11月号　№ 264 平成 11年 4月号　№ 269 平成 11年 9月号　№ 274 平成 12年 10月号　№ 287 平成 13年 7月号　№ 296 平成 13年 11月号　№ 300

平成 14年 4月号　№ 305 平成 16年 10月号　№ 335 H17 年 7月号　№ 344 平成 18年 6月号　№ 355 平成 19年 9月号　№ 370 平成 20年 4月号　№ 377 平成 20年 12月号　№ 385 平成 21年 12月号　№ 397



広報まさき 3月号：45：広報まさき 3月号

　

広
報
ま
さ
き
の
表
紙
は
、
１
年

前
か
ら
全
面
写
真
に
し
、
イ
ン
パ

ク
ト
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
最
後
ま
で
読
ん
で
も
ら
う

た
め
に
、
裏
表
紙
も
手
を
抜
け
ま

せ
ん
。
表
紙
を
全
面
写
真
に
し

た
の
と
同
時
期
に
、
裏
表
紙
で

は
「
行
っ
て
こ
ー
わ
い　

会
っ
て

こ
ー
わ
い
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
ま
ち
で
活

躍
し
て
い
る
人
や
グ
ル
ー
プ
、
ま

ち
の
取
り
組
み
な
ど
を
取
材
し
、

紹
介
し
て
い
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

「
あ
れ
、
こ
れ
近
所
の
人
や
」
な

ん
て
、
ま
ち
に
住
む
人
の
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
し
、「
こ
な
い
だ
広
報
ま
さ

き
に
載
っ
と
っ
た
ね
ー
」な
ん
て
、

話
の
き
っ
か
け
に
し
て
も
ら
え
た

ら
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

住
民
と
行
政
が
よ
り
よ
い
関
係

を
築
く
た
め
に
発
行
し
て
い
る
広

報
は
、
ま
ず
、
興
味
を
持
っ
て
も

ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

自
分
が
読
み
た
い
本
や
見
た
い

雑
誌
が
あ
れ
ば
、
お
金
を
払
っ
て

買
っ
て
き
ま
す
。「
広
報
ま
さ
き
」

は
、
お
金
を
払
わ
な
く
て
も
（
と

言
っ
て
も
皆
さ
ん
の
税
金
で
作
っ

て
い
る
の
で
す
が
）、
毎
月
各
家

庭
に
配
ら
れ
ま
す
。「
行
政
か
ら

の
お
知
ら
せ
な
ん
か
つ
ま
ん
な
い

か
ら
捨
て
ち
ゃ
え
」
な
ん
て
、
紙

ご
み
に
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
人
知

れ
ず
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
広
報
紙
の
顔
と
も
い

え
る
表
紙
。
表
紙
に
か
わ
い
い
写

真
が
載
っ
て
い
た
り
、
い
い
雰
囲

気
だ
っ
た
り
す
る
と
、
自
然
と
手

が
伸
び
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

な
ぜ
広
報
紙
を
発
行
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
？

　
「
広
報
」の
語
源
は
、「
パ
ブ
リ
ッ

ク
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
」
で
、
直
訳

す
る
と
「
大
衆
・
公
衆
と
の
関
係
」

で
す
。
行
政
広
報
の
場
合
は
、
住

民
と
行
政
が
よ
り
よ
い
関
係
を
築

く
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

　

一
般
に
「
広
報
」
と
言
う
と
、

広
報
ま
さ
き
の
よ
う
な
広
報
紙
を

想
像
す
る
の
で
す
が
、
行
政
か
ら

住
民
へ
の
情
報
を
伝
え
る「
広
報
」

だ
け
で
な
く
、
住
民
の
皆
さ
ん
か

ら
の
意
志
を
聴
く
「
広
聴
」
の
意

味
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ち
づ
く
り
は
、
行
政
だ
け
が

考
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

住
ん
で
い
る
ま
ち
の
課
題
は
何
な

の
か
、
み
ん
な
で
考
え
、
そ
の
問

題
に
立
ち
向
か
う
、
そ
ん
な
ま
ち

づ
く
り
を
実
現
し
た
い
の
で
す
。

そ
の
た
め
の
き
っ
か
け
が
広
報
ま

さ
き
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
広
報
ま

さ
き
で
は
、
町
内
で
暮
ら
す
皆
さ

ん
と
、
町
と
の
接
点
を
紙
面
に
描

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
っ

と
も
っ
と
松
前
町
を
好
き
に
な
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
。

皆さんと
ともに歩んで 400 号

　

毎
月
、
掲
載
依
頼
が
役
場
の
中

か
ら
も
外
か
ら
も
た
く
さ
ん
集

ま
っ
て
き
ま
す
。
情
報
が
あ
ふ

れ
、
そ
れ
を
手
に
す
る
方
法
や
機

会
が
増
え
て
い
る
今
、
広
報
紙
は

皆
さ
ん
に
「
何
を
ど
こ
ま
で
伝
え

る
か
」
が
大
き
な
悩
み
で
す
。
パ

ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
か
ら
、
い
つ

で
も
ど
こ
で
も
、
簡
単
に
必
要
な

情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
時
代
で
す
。「
子
ど
も
が
生
ま

れ
た
。
ど
ん
な
手
続
き
が
い
る
の

か
な
？
」
そ
う
思
っ
て
パ
ソ
コ
ン

で
情
報
を
検
索
し
て
、
届
け
出
て

一
安
心
す
る
。

　

で
も
、
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
育

児
相
談
の
こ
と
、
子
育
て
支
援

サ
ー
ク
ル
の
こ
と
。
自
分
が
必
要

と
思
っ
た
情
報
の
ほ
か
に
も
、
役

立
つ
情
報
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
伝
え
る
の
が
広
報
紙

の
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
広
報
紙
を
め
く
っ
て
も
ら

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
い

い
情
報
見
つ
け
た
」
そ
う
思
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
に
、
ペ
ー
ジ
を
め

く
り
た
く
な
る
「
広
報
ま
さ
き
」

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
み
ん
な
で
一
緒
に

ま
ち
づ
く
り
を
考
え
た
い
の
で
、

ま
ち
の
動
き
や
ま
ち
に
暮
ら
す
人

の
活
動
な
ど
、
生
活
に
役
立
つ
情

報
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、「
知
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
」

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
、

時
期
を
考
え
な
が
ら
、
皆
さ
ん
に

紹
介
し
た
い
こ
と
を
大
き
く
取
り

上
げ
る
企
画
を
考
え
、
毎
月
巻
頭

で
掲
載
し
て
い
ま
す
。

今
月
は
４
０
０
号
記
念
。
今
回

は
、
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
い
た

い
こ
と
の
１
つ
で
あ
る
「
広
報
ま

さ
き
」に
つ
い
て
企
画
し
ま
し
た
。

も
っ
と
広
報
を
読
み
た
い
と
思
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
…
。

　
「
取
材
」。
今
、
一
番
こ
だ
わ
っ

て
い
る
の
は
こ
の
取
材
で
す
。

　

広
報
紙
の
編
集
は
机
の
上
で
も

で
き
ま
す
。
写
真
は
誰
か
に
撮
っ

て
も
ら
っ
た
の
で
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
活
動
を
紹
介

す
る
な
ら
直
接
会
っ
て
話
を
聞

く
、
イ
ベ
ン
ト
を
報
告
す
る
な
ら

現
場
の
様
子
を
肌
で
感
じ
る
こ
と

が
、
生
き
た
広
報
紙
を
つ
く
る
た

め
に
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
現
場
に

出
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
た
く
さ

ん
の
声
を
聞
き
、
写
真
を
撮
り
ま

す
。「
そ
の
瞬
間
を
切
り
取
る
」

写
真
は
、
何
百
字
の
文
字
よ
り
も

多
く
を
語
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

広
報
ま
さ
き
の
主
役
は
皆
さ
ん
で

す
。
も
っ
と
も
っ
と
広
報
ま
さ
き

に
登
場
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

02
毎月読んでほしい

ご み 直箱 行 で なは く

01
よりよい関係をつくりたい

皆 さ とん03
知ってほしいことがある

も っ もと っ と

04
現場でつくっているんだ

会
議 で
室 く

てっ
る
ん ゃ
じつ な い



広報まさき 3月号：67：広報まさき 3月号

　

文
字
ば
っ
か
り
の
紙
面
を
見
る

と
、
読
む
気
を
な
く
す
と
い
う
人

も
い
る
と
思
い
ま
す
。
広
報
紙
に

載
せ
る
情
報
は
、
皆
さ
ん
に
読
ん

で
も
ら
っ
て
、
理
解
し
て
も
ら
っ

て
初
め
て
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
な
る
べ
く

文
字
量
を
少
な
く
し
て
、
写
真
や

イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
使
う
こ
と
で
、

皆
さ
ん
の
読
む
気
を
引
き
立
て
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。「
読
む
」

広
報
紙
か
ら
「
見
る
」
広
報
紙
へ

の
移
行
で
す
。

　

ど
う
や
っ
て
文
字
量
を
少
な
く

す
る
か
。
ま
わ
り
く
ど
い
表
現

や
、
分
か
り
に
く
い
お
役
所
言
葉

は
、
な
る
べ
く
使
わ
な
い
よ
う
に

心
が
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
意

味
や
内
容
量
は
変
え
ず
に
、
徹
底

的
に
無
駄
な
言
葉
や
表
現
を
な
く

し
て
、
文
章
を
ダ
イ
エ
ッ
ト
さ
せ

て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
広
報
ま
さ
き
の
紙
面

の
文
字
は
、
そ
の
移
り
変
わ
り
と

と
も
に
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
に
も
、
お

じ
い
ち
ゃ
ん
に
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

に
も
、
広
報
ま
さ
き
を
見
る
誰
に

と
っ
て
も
、
見
や
す
い
広
報
紙
で

あ
り
た
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
今
見
る
人
だ
け
で
な
く
、

ず
っ
と
先
に
見
る
人
に
と
っ
て
も

同
じ
で
す
。
自
分
が
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
に
な
っ
て
広
報
紙
を
読
み
か
え

す
時
も
、
皆
さ
ん
の
子
ど
も
や
孫

に
昔
の
広
報
紙
を
見
せ
て
あ
げ
る

時
に
も
、
見
や
す
い
広
報
紙
で
あ

り
ま
す
よ
う
に
。

皆さんと
ともに歩んで 400 号

町の新規事業を紹介　

　財政再建は順調に進み、赤字は 7年で
完済（S51.1 月号）。町の運営も落ち着き、
さまざまな取り組みが行われるようになり
ました。皆さんの生活に直結した新しい事
業の紹介記事が多く掲載されています。

●�町の事業が増えてきたことに伴い町政情報
も増加。広報紙もB4判になったり毎月発
行になったり、さまざまに変化。

『教育の町』宣言についての記事を
掲載（S39. 創刊号）

苦しい財政状況を反映した紙面　
　当時の広報まさきでは、ほぼ毎号、町の
財政状況を公表していました。累積赤字
額が昭和 42年には 4億 3千万円に達し、
財政再建期にあったからです。「財政再建
にご協力を！」（S44.1 月号）「タバコは
町内で買いましょう」（S48.11 月号）な
どのような記事が目立ち、町民に理解を求
める様子がうかがえます。

●�創刊当時は B5 判 8ページのモノクロで、
年に 2～ 3回発行。昭和 44年 1月号から
は、タブロイド版４ページへ。毎月 1日発
行になったのは昭和48年１月号から。

松前町の魅力を伝える　

　町の歴史を紹介する「ふるさとをたずね
て」、町民の声を紹介する「随想」、同和問
題を考える「同和教育シリーズ」などの連
載企画と合わせ、町の歴史や魅力を伝える
記事が多く見られます。町の身近な情報を
紹介することで、地区間の交流を活発にす
ることをめざしました。

●�昭和 61年 5月号から装いを新たに。表紙
の題字「まさき」は前町長の直筆。

「タバコ消費税は町
の重要な財源です」
（S48.11 月号）

「塩美園が落成」
（し尿処理施設）
（S51.4 月号）

郷土を美しく
する清掃
（S52.8 月号）

「ふるさとをたずねて」（S61.10 月号）

「表紙がカラ―に」
（S61.5 月号）

広報まさきヒストリー　

❸ 

配
布

　
刷
り
上
が
っ
た
広
報
紙
が
役
場

に
届
く
と
、
役
場
職
員
で
、
町
内

会
の
広
報
な
ど
を
配
っ
て
い
た
だ

く
皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
届
け
て
、

各
家
庭
へ
の
配
布
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

❹ 

皆
さ
ん
の
手
に

　 

届
い
た
あ
と
の
楽
し
み

　

広
報
ま
さ
き
で
は
、
毎
月
そ
の

号
に
つ
い
て
意
見
を
い
た
だ
く
、

モ
ニ
タ
ー
制
度
が
あ
り
ま
す
。
今

年
度
は
８
人
の
モ
ニ
タ
ー
さ
ん
が

協
力
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

モ
ニ
タ
ー
さ
ん
に
限
ら
ず
、
取
材

に
出
た
と
き
や
、
時
に
は
、
電
話

や
は
が
き
で
意
見
を
く
だ
さ
る
人

も
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
こ
の
声
は
、「
ダ
メ

出
し
」で
あ
り
、最
高
の「
励
ま
し
」

で
す
。
声
が
あ
る
と
次
回
に
生
か

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
皆
さ
ん
の

声
、
ぜ
ひ
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
ん
な
想
い
で
つ
く
っ
て
い
る

広
報
ま
さ
き
。
時
期
を
考
え
取
材

し
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
し
た
記
事
は
、

皆
さ
ん
の
手
に
届
く
ま
で
に
こ
ん

な
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
。

❶ 

広
報
編
集
委
員
会

　

担
当
は
、
読
み
や
す
い
文
章
、

見
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト
を
心
が
け

て
編
集
し
て
い
ま
す
が
、
担
当
だ

け
で
は
偏
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
印
刷
す
る
前

に
編
集
委
員
会
を
開
き
、
広
報
関

係
者
以
外
に
も
集
ま
っ
て
も
ら
っ

て
、意
見
を
出
し
合
っ
て
い
ま
す
。

❷ 

印
刷

　

印
刷
だ
け
は
役
場
で
で
き
な
い

の
で
、業
者
へ
委
託
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
１
１
４
０
０
部
を
印
刷

し
て
い
ま
す
。

昭和 39 年～昭和 40 年代（1号～ 23 号）

昭和 50 年代（24号～ 113 号）

昭和 60 年代（114 号～ 146 号）

05
文章のダイエット

徹 底 に的

06
ありがとうございます

皆 さ ん

これまで発行してきた広報まさきの中から、
ピックアップしてご紹介します。

昭 和 編



広報まさき 3月号：89：広報まさき 3月号

　「ふるさとをたずねて」に、3回
執筆しました。身近なところから題
材を探して選びましたが、原稿を書
くのは正直大変でした。それでも、
小中学生にもわかりやすい文章にな
るように努力して書きました。近所
の人や、知り合いに「載っとったね」
と声をかけてもらったことを覚えて
います。
　今の広報は、写真が多くなって「見
せる広報」にしているんだなと感じ
ています。これなら家族で読めます。
やっぱり、家族みんなで読む広報紙
でないといけないと思います。まだ
字がちょっと小さい気がします。読
みたいと思えるように、字や写真を
大きくしてほしいですね。そして、
行政からのお知らせだけでなく、地
域のことなど、もっともっと身近な
情報を届けてくれるとうれしいで
す。

　月１回の広報モニターアンケート
に答える時は、いつも夢中です。「ま
ちのわだい」「公民館だより」では、
身近な出来事を知ることができ、「消
防署だより」では防災の知識が深め
られます。小さい子どもがいるので
「子育て支援センター」「カレンダー」
も大助かりです。
　11月から全面フルカラーになり
ました。親しみやすい雰囲気や季節
感が増し、さらに内容がよく伝わっ
てきます。広報は色々な人が読みま
す。男性、女性、幅広い年代の人、
松前をよく知る人もそうでない人
も。だから、「見やすい」「分かりや
すい」が 1番です。字の大きさ、レ
イアウト、色遣いなど、モニターを
していると思い入れが強くなり、た
まに辛口コメントになったり、あら
探ししたり !? 感じたことを素直に
書いています。これからも色々な情
報がスッと入ってくるページを作っ
てください。そして、様々な意見を
取り入れて、日々成長する「広報ま
さき」であり続けてください。

　平成 20年の 10 月号を手にして
「あら、表紙が変わった」と、興味
深く 1ページから一気に読みまし
た。初めて「読んでみよう」と思っ
たんです。読んで今の町全体の様子
が、言葉や写真、人物で手に取るよ
うに分かりました。そして、読んだ
後すぐに役場にはがきを出しまし
た。
　私たち町民は、隅々までよく読む
こと、保存して役立たせること、声
に出すこと、機会をとらえて話し合
うことなどで、応えなければと思い
ました。以来、毎月届いたら、「今
月の特集はこれね」と思いながら、
すぐに全ページ読んでいます。私に
とって「松前町がよくなっている」
のを見る１つの材料です。広報まさ
きの好きなところは、人物中心なと
ころです。一つも読まないでそのま
まにしている人もいると思います。
そんな人もぜひ読んでみてくださ
い。松前町のこと、このまちに住む
人のことががよくわかりますよ。
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広報じゃないと
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広報まさきへのご意見、お待ちしています！　総務課広報情報係　☎985-4132

　創刊以来、たくさんの情報を届けてきた「広報まさき」。
　これからも、いろいろな情報を皆さんに届け続けます。
　それは、みんなで一緒に松前町のことを考えたいから。
　そして、松前町をもっと好きになってもらいたいからです。
　皆さんが松前町を好きになる手助けが、
　「広報まさき」でできればいいなと考えています。

松前町のこと　
もっと好きになってもらいたいから

皆さんと
ともに歩んで 400 号

リニューアル号
（H20.10 月号）

町制をわかりやすくPR
　平成に入ると、町内外に広く松前町を
PRし、他県との交流を深めるようになり
ました。町のイメージアップを図るため募
集した町花やキャッチフレーズ、シンボル
マークが決定。（Ｈ2. 増刊号）広報まさき
で大きく紹介されました。また、この時期、
さまざまな施設が利用開始。施設紹介や利
用案内が目立ちます。

●�平成４年５月号から紙面がＡ４に。紙面も
字も大きくしてより見やすい広報へ。平成
６年5月号からは２色刷り。

さまざまな課題に取り組む
姿勢を紹介
　この時期、電子自治体や平成の大合併
など、さまざまな課題に取り組みました。
また、「自主防災組織の結成を」（Ｈ 17.7
月号）、「まさき安心安全システムが 1月
からスタート」（H18.1 月号）、「国民保護
計画を作成しました」（Ｈ19.8 月号）など、
防災に関する記事が目立つのもこの時期
の特徴です。

飛躍
　平成20年からは「飛躍」をキーワード
に、すべての環境のレベルアップを進め
て一歩上を行くまちづくりを進めていま
す。広報まさきも「読む広報紙」から「見
る広報紙へ」という思いで、内容・スタ
イルを一新。平成 20年 10月号から現在
のデザイン・レイアウトになりました。

●平成21年 11月号から全面フルカラーに。 「飛躍に向けて !!」
（Ｈ 20.5 月号）
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「市町村合併は今…」
（Ｈ13.6 月号）

町花や町木、町のイメージ
カラ―が決定。（Ｈ2.増刊号）

「松前公園体育館完成 !!」
（H8.5 月号）

北海道松前町と交流を図り、姉妹都市
提携を結びました。（Ｈ3.1 月号）

「
自
主
防
災
組
織
の
結
成
を
!!
」

（
Ｈ
17•

７
月
号
）

平成元年～平成 9年（147 号～ 253 号）

平成 10 年代（254 号～ 373 号）

平成 20 年代（374 号～）

広報まさきヒストリー　 これまで発行してきた広報まさきの中から、
ピックアップしてご紹介します。

平 成 編


