
　

日
本
で
ラ
ジ
オ
放
送
が
開
始
さ
れ
た

の
は
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
。
生
ま

れ
た
と
き
に
は
そ
の
ラ
ジ
オ
さ
え
な
か
っ

た
世
代
か
ら
、
い
ま
は
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯

電
話
に
囲
ま
れ
て
育
つ
世
代
へ
。
こ
の
間

の
子
供
た
ち
の
遊
び
の
変
遷
は
、
と
く
に

戦
後
、
大
人
た
ち
が
本
当
の
豊
か
さ
を
見

失
っ
て
い
っ
た
歴
史
と
重
な
り
ま
す
。
日

が
暮
れ
る
の
も
忘
れ
て
夢
中
に
な
っ
て
遊

ん
だ
あ
の
頃
の
子
供
た
ち
に
は
、
無
か
ら

有
を
生
む
創
造
力
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

歴
史
は
い
つ
も
未
来
へ
の
み
ち
し
る
べ
で
す
。

世
の
中
の
進
む
ス
ピ
ー
ド
と
自
分
の
生
き
て
い
く
ペ
ー
ス
が
、

少
し
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
な
と
感
じ
始
め
た
ら
、

思
い
出
カ
ー
ド
を
一
枚
一
枚
め
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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か
つ
て
は
石
狩
町
（
現
石
狩
市
）
の
中
心

だ
っ
た
河
口
の
本
町
一
帯
。
渡
船
場
が
あ
っ
た

の
は
、
日
帰
り
客
で
終
日
に
ぎ
わ
う
番
屋
の
湯

と
は
反
対
側
。
商
店
街
の
裏
手
を
流
れ
る
石
狩

川
に
突
き
出
し
た
、
数
本
の
木
製
桟
橋
の
最
下

流
部
あ
た
り
で
す
。

　

こ
こ
の
渡
し
は
江
戸
時
代
末
こ
ろ
に
始
ま
っ

て
お
り
、
明
治
に
入
る
と
す
ぐ
に
官
営
に
。

石
狩
町
営
の
時
代
が
長
く
続
い
た
後
、
昭
和

二
十
八
年
に
札
幌
│
留
萌
間
の
道
路
が
二
級
国

道
二
三
一
号
に
昇
格
し
た
と
き
、
渡
船
場
も
そ

の
一
部
と
し
て
札
幌
開
発
建
設
部
管
轄
と
な
り

ま
し
た
。

　

最
盛
期
に
は
客
船
、
車
運
船
（
フ
ェ
リ
ー
）、

馬
船
な
ど
四
隻
が
、
対
岸
と
の
二
百
四
十
㍍
、

時
間
に
し
て
十
分
足
ら
ず
の
距
離
を
往
復
。
全

国
で
も
珍
し
い
船
が
結
ぶ
無
料
の
国
道
と
い
う

こ
と
で
、
観
光
客
の
人
気
を
呼
ん
だ
も
の
で
し

た
。

　

し
か
し
風
物
詩
と
は
い
え
一
度
に
車
五
、
六

台
し
か
運
べ
な
く
て
は
国
道
は
大
渋
滞
。
押
し

寄
せ
る
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
に
は
勝
て

ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和
四
十
七
年
八
月
、
石
狩

河
口
橋
の
一
部
開
通
で
車
が
通
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
フ
ェ
リ
ー
は
廃
止
。
客
船
だ
け
は
残
り

ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
も
利
用
者
の
減
少
で
昭
和

五
十
三
年
三
月
に
役
目
を
終
え
た
の
で
す
。

　

ど
こ
に
で
も
あ
る
文
明
の
必
然
。
で
も
ど
ん

な
に
の
ん
び
り
し
た
時
代
が
あ
っ
た
の
か
は
、

昭
和
二
十
九
年
九
月
の
料
金
が
示
し
て
い
ま

す
。
大
人
五
円
、
小
人
三
円
、
牛
・
馬
二
十

円
、
馬
車
・
馬
そ
り
五
十
円
、
リ
ヤ
カ
ー
十
円

…
…
。
渡
船
を
復
活
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声
も

聞
こ
え
て
き
ま
す
。

昭和47年ころの石狩川渡船場(本町側)
フェリーと客船の発着で大にぎわいだった
(石狩市提供)

人影も少ない石狩川旧渡船場一帯

昭
和
五
十
三
年（
一
九
七
八
）三
月
三
十
一
日
。

こ
の
日
の
終
航
式
に
は

札
幌
か
ら
も
大
勢
の
フ
ァ
ン
が
駆
け
つ
け
た
ほ
ど
、

惜
し
ま
れ
な
が
ら
消
え
て
い
っ
た
石
狩
川
渡
船
。

わ
ず
か
四
半
世
紀
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
が
、

遠
い
昔
の
出
来
事
の
よ
う
で
す
。

車
の
波
に
消
え
た

風
物
詩
、

人
馬
を
運
ん
だ

無
料
の
国
道

石
狩
川
渡
船

※
参
考
文
献
／
「
い
し
か
り
渡
船
場
物
語
」

　

（
石
狩
町
郷
土
研
究
会
）

右
‥
船
を
け
い
留
し
た
鉄
柱
だ
ろ
う
か

　

〝
渡
船
〞の
文
字
が
読
め
る
が

　

  

気
付
く
人
は
い
な
い

左
‥
こ
こ
が
船
着
場
の
ど
の
部
分
だ
っ
た
の
か

　

  

上
の
写
真
と
比
べ
な
が
ら

　

  

昔
を
た
ど
る
の
は
少
し
寂
し
い

過ぎ去った歴史のひとこまが、
「現在」に語りかけてくるものに
耳を澄まして……。



小
路
六
丁
目
に
ほ
ど
近
い
、
ビ
ル
と
ビ

ル
に
は
さ
ま
れ
た
小
さ
な
店
舗
。
こ
ん

な
街
の
真
ん
中
で
い
つ
も
客
の
姿
の
絶
え
る
こ

と
の
な
い
の
が
「
細
江
釣
具
店
」
で
す
。

　

細
江
和
広
さ
ん（　

）が
こ
の
店
を
始
め
た
の

は
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
。
当
時
と
し

て
は
珍
し
い
脱
サ
ラ
、
三
十
三
歳
の
決
断
で
し

た
。
そ
れ
か
ら
三
十
五
年
間
、
毎
日
釣
り
人
と

接
し
、
ま
た
日
曜
日
に
は
自
ら
も
海
に
山
に
竿

を
振
り
な
が
ら
、
釣
り
の
変
遷
を
目
の
当
た
り

に
し
て
き
ま
し
た
。

　

道
具
の
素
材
が
改
良
さ
れ
、
釣
り
方
が
大
き

く
変
わ
り
、
人
口
も
増
え
ま
し
た
。
し
か
し
何

と
い
っ
て
も
同
業
者
の
減
っ
た
こ
と
が
寂
し
い

限
り
。
「
開
業
当
時
は
組
合
に
加
入
し
て
い
る

店
が
五
十
軒
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
十

軒
あ
る
か
な
い
か
」
。
大
型
安
売
り
店
の
影
響

は
他
の
商
店
と
同
じ
で
す
。

　

大
型
店
に
は
な
い
や

り
方
を
と
細
江
さ
ん
が

取
り
組
ん
で
き
た
の
が
、

船
釣
り
、
磯
釣
り
な
ど

の
様
々
な
仕
掛
け
作
り
。

ポ
イ
ン
ト
、
エ
サ
、
そ

し
て
仕
掛
け
は
釣
り
を

楽
し
む
三
大
要
素
で
す
。

経
験
を
踏
ま
え
た
、
よ

く
釣
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル

が
フ
ァ
ン
を
こ
こ
ま
で

離
さ
ず
に
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
品
ぞ
ろ
え
の

工
夫
、
釣
り
会
を
主
催
し
事
務
局
と
し
て
東
奔

西
走
す
る
と
い
っ
た
努
力
も
、
長
く
続
い
て
い

る
原
因
で
し
ょ
う
。

　

細
江
さ
ん
が
い
ま
心
を
傷
め
て
い
る
の
は
釣

り
人
の
マ
ナ
ー
の
低
下
。
海
山
を
問
わ
ず
ゴ
ミ
、

釣
り
糸
類
の
投
棄
が
目
に
余
り
ま
す
。
「
数
よ

り
質
。
昔
は
納
得
の
い
く
釣
り
が
で
き
れ
ば
引

き
上
げ
た
も
の
で
し
た
。

楽
し
く
遊
ぶ
場
所
は
き

れ
い
に
し
な
け
れ
ば
」
。

釣
り
ひ
と
筋
は
す
べ
て

に
通
じ
ま
す
。

っ
す
ぐ
行
け
ば
石
狩
灯
台
と
い
う
弁
天

歴
史
通
り
の
途
切
れ
る
地
点
を
日
本
海

側
へ
向
か
い
、
砂
利
道
を
進
む
こ
と
五
百
㍍
。

砂
丘
が
一
段
低
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
赤
い
ト
タ

ン
屋
根
の
一
軒
家
が
あ
り
ま
す
。

　

相
原
武
典
さ
ん（　

）は
こ
の
「
鮭
鱒
料
理
あ

い
は
ら
」
の
二
代
目
当
主
。
建
物
は
、
隣
の
厚

田
村
で
ニ
シ
ン
漁
師
だ
っ
た
父
が
昭
和
二
十
七

年
（
一
九
五
二
）
、
前
浜
で
の
サ
ケ
の
漁
業
権

を
得
た
と
き
に
建
て
た
新
巻
の
加
工
場
で
す
。

料
理
好
き
の
母
が
こ
こ
で
サ
ケ
料
理
を
客
に
ふ

る
ま
っ
た
の
が
店
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
、

正
式
に
店
を
構
え
た
の
が
昭
和
三
十
九
年
。
札

幌
市
内
の
ホ
テ
ル
に
勤
務
し
て
い
た
武
典
さ
ん

が
、
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
五
十
八

年
か
ら
で
す
。

　

コ
ー
ス
メ
ニ
ュ
ー
を
作
っ
た
り
、
四
月
か
ら

営
業
を
開
始
し
た
り
と
武
典
さ
ん
流
に
工
夫
も

凝
ら
し
て
き
ま
し
た
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
は

か
つ
て
ほ
ど
の
売
り
上
げ
に
達
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
こ
の
店
を
続
け
て
い
る

の
は
、
こ
ち
ら
も
二
代
目
、
三
代
目
に
な
る
昔

か
ら
の
客
が
石
狩
の
サ
ケ
の
味
を
求
め
て
来
て

く
れ
る
か
ら
。
半
分
以
上
は
若
い
本
州
客
と
い

う
く
ら
い
に
道
外
に
も
フ
ァ
ン
が
増
え
ま
し
た
。

　

石
狩
川
河
口
近
く
、
ハ
マ
ナ
ス
が
咲
い
て
、

波
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
―
「
こ
ん
な
素
晴
ら

し
い
自
然
の
中
で
食
事
が
で
き
る
な
ん
て
、
日

本
中
さ
が
し
た
っ
て
な

い
で
し
ょ
う
」。

　

目
下
の
悩
み
は
傷
み

が
激
し
く
な
っ
た
建
物

の
改
修
と
後
継
者
。
工

事
の
方
は
来
年
に
で
も

取
り
か
か
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の

範
囲
は
子
供
た
ち
次
第

と
か
。

　

長
男
は
飲
食
業
に
は

興
味
を
示
さ
ず
、
期
待

を
か
け
る
の
は
「
一
年
半
の
カ
ナ
ダ
留
学
で

人
間
が
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
な
っ
た
」
と
目
を

細
め
る
長
女
。
「
自
分
も
七
十
過
ぎ
ま
で
は
現

役
で
や
る
つ
も
り
だ
け
ど
、
娘
が
そ
の
気
な
ら

二
、
三
十
年
は
び
く
と
も
し
な
い
も
の
に
し
た

い
」
と
青
写
真
を
描
い
て
い
ま
す
。

来
た
道
、

行
く
道
。

様
々
な
先
達
が
い
る
か
ら
こ
そ

二
十
一
世
紀
が
あ
る
ん
だ
よ
│
│

ス
ロ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
。

（

）

街のど真ん中の
ビルの谷間の小さな釣具店

よく釣れる細江式仕掛けは
ここから生まれる

古いながらもどっしりした構え

ハマナス咲く砂丘にポツリ
昔からのファンが足を運ぶ

こ
ん
な
浜
辺
の

一
軒
家
、

ど
こ
に
も
な
い
よ

相
原
武
典　

 

石
狩
市 

鮭
鱒
料
理
あ
い
は
ら

さ
ん

三
十
五
年
間
、

釣
り
と
釣
り
人
を

見
て
き
た

細
江
和
広　

 

札
幌
市 

細
江
釣
具
店

さ
ん

狸

ま
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本欄への自薦、他薦を
お待ちしております。



相談室 
本・づ・く・り ここで

べ
る

調

　

自
分
史
を
本
に
す
る
の
に
も

様
々
な
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
。
直

接
自
ら
の
歩
み
を
述
べ
な
く
て

も
、
折
々
に
発
表
し
て
き
た
趣
味

の
作
品
を
年
代
順
に
編
集
す
る
こ

と
も
そ
う
で
し
ょ
う
。

　

著
者
は
葦
牙
俳
句
会
編
集
長

を
務
め
る
人
で
す
か
ら
、
趣
味
の

領
域
は
超
え
て
い
ま
す
が
、
昭
和

二
十
年
代
後
半
か
ら
今
日
ま
で
の

俳
句
四
百
九
十
句
に
は
、
家
族
や

時
代
の
状
況
も
く
っ
き
り
と
詠
み

込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

や
う
や
う
に
径
半
ば
な
り
蝸
牛

　

昨
年
、
著
者
七
十
六
歳
の
一
句

で
す
。

　

湖
と
は
登
別
の
ク
ッ
タ
ラ
湖
。

中
尾
ト
メ
と
は
八
木
義
徳
の
小
説

「
倶
多
楽
湖
」
の
主
人
公
、
高
倉

冨
美
子
の
実
在
し
た
モ
デ
ル
。

　

こ
の
中
尾
ト
メ
に
共
感
を
覚
え

た
著
者
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か

け
て
の
彼
女
の
実
像
を
求
め
て
、

数
度
に
わ
た
っ
て
登
別
を
訪
れ
、

そ
の
時
の
印
象
を
地
域
文
芸
誌
な

ど
に
発
表
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

ら
の
作
品
と
未
発
表
の
一
編
を
ま

と
め
た
の
が
本
書
で
す
。

　

著
者
の
求
道
的
な
生
き
方
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
に
本
づ
く
り
の

楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
こ
う

と
い
う
初
め
て
の
試
み
、
第
一
回

「
本
づ
く
り
お
し
ゃ
べ
り
会
」
が

去
る
六
月
二
十
七
日
、
中
央
区
の

印
刷
紙
工
で
開
か
れ
ま
し
た
。
平

日
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
近
隣
の

五
人
の
住
民
の
方
の
参
加
で
し
た

が
、
一
時
間
半
に
わ
た
っ
て
入
門

編
に
触
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

同
会
は
今
後
も
随
時
開
か
れ
る
予

定
で
す
。

●本づくりの無料相談を承ります。
　印刷紙工（☎011-561-3597）または編集工房海
（☎011-623-6652）までお問い合わせ下さい。
●５人以上のお集まりで会場をご用意いただければ、
日時等をご相談のうえ〝出前・本づくりおしゃべ
り会〟に参じます。
●小紙をご希望の方には、定期的に無料でお送りし
ます。印刷紙工までお申し込み下さい。

　

自
分
史
づ

く
り
に
限
ら
ず

様
々
な
調
べ
も

の
を
す
る
と
き

に
、
最
も
役
に
立
つ
と
こ
ろ
│

そ
れ
は
図
書
館
で
す
。
札
幌
市
内

に
は
四
十
カ
所
の
図
書
館
や
図
書

室
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も

五
十
五
万
冊
も
の
蔵
書
と
資
料
類

が
そ
ろ
っ
て
い
る
の
が
札
幌
市
中

央
図
書
館
。

　

閲
覧
、
貸
し
出
し
は
誰
で
も

出
来
ま
す
が
、
使
い
方
を
覚
え
て

お
く
と
役
に
立
つ
の
が
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
の
操
作
。
古
い
新
聞
は

こ
れ
で
見
る
以
外
に
方
法
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
自
分
が
生
ま

れ
た
日
の
出
来
事
を
見
る
な
ど
と

い
う
と
き
に
は
お
世
話
に
な
り
ま

す
。
記
事
の
コ
ピ
ー
も
取
れ
る
の

で
、
使
い
方
は
係
の
人
に
聞
く
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
最
初
に
行
っ
た
日
に

貸
し
出
し
券
も
作
っ
て
お
く
と
あ

と
あ
と
便
利
（
身
分
を
証
明
す
る

も
の
が
必
要
）
。
一
度
に
四
冊
ま

で
、
二
週
間
も
借
り
ら
れ
ま
す
。

　

●
所
在
地　

中
央
区
南
二
十
二

　
　

条
西
十
三
丁
目

　

●
電
話　

五
一
二
|
七
三
二
〇

私の会社は来年10月、創

立30周年を迎えるので、

記念誌を作ろうという計画が持

ち上がっています。その準備を

まかされましたが、普段の業務

とは異なり、どうすればよいの

か見当がつきません。

企業や団体の周年記念誌

づくりで肝心なのは①内

容②予算③発刊日─の３点。

　内容は、それまでの数十年の

歩みを社会経済情勢や業界の動

きとともにたどるページをメイ

ンにするのが一般的。これに年

表、座談会、寄稿、写真・資料

類などが加わります。

　予算は、印刷料金がページ

数、部数などで変わってきます

し、不慣れな作業ですから外部

の専門家にスタッフに入っても

らうのも普通のこと。それらの

幅をみておきます。

　発行日については、本を記念

式典などで配布・贈呈するので

あれば、その日から逆算して締

め切りなどを決めていきます。

　以上のようなことを頭に入れ

て、まず社内で記念誌編集委員

会を立ち上げましょう。作業は

それからです。

Q

A

会社の
創立30周年で
記念誌をつくりたい

第
１
回  

本
づ
く
り
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湖
の
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中
尾
ト
メ
の
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末
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綾
子　

句
集 

山
清
水忍 

昇
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マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が

役
に
立
つ 札

幌
市
中
央
図
書
館
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