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何度も洗ってつかえるエコラップ
ミツロウラップ 販売中  !!

　

音声配信
「学校行かないカモラジオ」
毎週月曜日18時に配信です !!

滋賀県出身の大学生、井ノ口環（たまき）さ
んがインタビュアーとなり、学校に行きづら
い子どもの育ちや学びを支える活動に取り組
む方々を訪ねて、お話を伺う約 20 分の番組
が始まっています。　

めっちゃいいかんじ～

Spotify

Podcast

Youtube

な
ぜ
私
た
ち
は
税
金
を
払
う
の
か
？

な
ん
の
た
め
に
税
金
は
あ
る
の
か
？

市
民
革
命
を
経
て

私
た
ち
は
国
民
国
家
を
作
っ
た

主
権
は
国
民
に
あ
る

国
民
の
た
め
の

国
民
に
よ
る
国
家

じ
ゃ
、
税
金
は
？

税
金
の
第
一
の
役
割
は
『
再
分
配
』
と
言
わ
れ
る

「
富
め
る
も
の
か
ら
は
多
く
取
り
、
不
平
等
を
正
す
」

ん
？ 

今
の
日
本
は
？

税
金
を
考
え
る
こ
と
は

知
性
あ
る
市
民
の
た
め
の
第
一
歩

自
由
な
市
民
で
あ
る
こ
と
の
証

と
話
す
の
は
財
政
学
者
で
あ
る
只
友
景
士
さ
ん

財
政
か
ら
民
主
主
義
を
考
え
ま
す

 

出産費用の医療保険適用の議論も進む今、女性の声をもっ
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藤井 朋子 あまいろだより編集部

あ
ま
い
ろ
（
以
下
あ
）
消
費
税
が
導
入
さ
れ
て
か

ら
の
失
わ
れ
た
三
十
年
を
経
て
、
物
価
高
も
あ
り

国
民
が
貧
し
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
租
税
の
在
り

方
は
こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
日
本
の
税
負
担
の
変
遷
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

只
友
（
以
下
只
）
日
本
財
政
関

係
資
料
と
い
う
の
を
見
て
み
ま

す
。
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
国

民
に
財
政
状
況
を
公
開
し
な

き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
政
府
が
作
っ
て
い

る
も
の
で
す
。
最
初
の
歳
出
と
歳
入
の
と
こ
ろ
を

見
て
い
た
だ
く
と
、
歳
入
の
方
、
税
金
で
賄
っ
て

い
る
の
は
全
体
の
半
分
と
ち
ょ
っ
と
。
現
在
、
所

得
税
、
法
人
税
、
消
費
税
で
、
こ
の
三
つ
の
税
が

基
幹
税
で
す
ね
。
特
に
今
は
、
消
費
税
が
一
番
の

基
幹
税
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は

所
得
税
と
法
人
税
、
こ
の
二
つ
が
基
幹
税
で
し
た
。

一
九
四
〇
年
以
来
ず
っ
と
そ
う
で
す
。
一
九
四
〇

年
に
財
政
改
革
を
や
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
ま
で

は
地
租
、
要
す
る
に
農
地
に
対
す
る
課
税
。
そ
れ

と
酒
税
。
明
治
国
家
を
支
え
た
の
は
地
租
と
酒
税

で
し
た
。

あ　
へ
ー
お
酒
！

只　
東
京
農
大
に
い
た
小
泉
武
夫
さ
ん
な
ん
か
は

『
大
日
本
酒
税
帝
国
艦
隊
』
と
言
っ
て
、
酒
で
連
合

艦
隊
を
作
っ
た
と
い
う
く
ら
い
酒
は
大
き
い
役
割

を
果
た
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
代
は
税
金
の
使

い
道
は
、
国
家
の
建
設
と
い
っ
た
ら
国
防
と
イ
ン

フ
ラ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
一
九

四
〇
年
に
大
き
な
税
制
改
正
を
し
ま
す
。
そ
の
改

正
で
所
得
税
と
法
人
税
を
基
幹
税
と
す
る
租
税
体

制
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
は
農
業
国
か
ら
工
業
国

に
変
わ
り
、
資
本
主
義
経
済
を
中
心
と
し
た
工
業

資
本
が
増
大
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
の
収
益
に
課

税
を
す
る
法
人
税
。
そ
し
て
、
産
業
界
で
働
く
労

働
者
が
増
え
て
お
り
、
労
働
者
の
所
得
に
も
課
税

を
す
る
所
得
税
、
こ
れ
ら
を
基
幹
税
と
す
る
体
制

に
変
わ
っ
た
ん
で
す
。

　
戦
争
の
た
め
の
税
制

只　
一
九
四
〇
年
に
は
も
う
一
つ
大
き
な
改
正
が

あ
っ
て
、
こ
の
時
に
初
め
て
、
今
の
地
方
交
付
税

交
付
金
に
相
当
す
る
地
方
分
与
税
と
い
う
、
地
方

自
治
体
の
財
政
を
保
障
す
る
財
政
調
整
制
度
が
作

ら
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
作
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
徴

兵
事
務
を
き
ち
ん
と
や
ら
せ
る
た
め
な
ん
で
す
。

あ　
あ
ー
ー
ー
。

只
　
戸
籍
が
整
備
さ
れ
て
、
徴
兵
事
務
が
滞
り
な

く
行
え
る
よ
う
に
、
中
央
政
府
か
ら
お
金
を
渡
し

て
徴
兵
事
務
と
か
戸
籍
の
管
理
と
か
ち
ゃ
ん
と
や

り
な
さ
い
よ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
さ
ら

に
、
所
得
税
と
法
人
税
を
基
幹
税
に
し
て
、
じ
ゃ

あ
こ
れ
は
何
の
た
め
に
や
っ
た
の
か
と
い
っ
た
ら
、

連
合
艦
隊
を
強
く
す
る
た
め
で
す
。
要
す
る
に
戦

争
の
準
備
を
す
る
た
め
に
大
き
な
税
制
改
正
を
し

た
ん
で
す
。
す
で
に
日
本
は
日
中
戦
争
の
状
態
に

な
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
九
四
一
年
十
二

月
八
日
に
連
合
国
と
本
格
的
な
戦
争
に
突
入
し
て

い
く
わ
け
で
、
国
防
を
す
る
た
め
税
制
改
正
を
し

て
、
国
の
経
済
に
合
わ
せ
た
新
し
い
税
制
に
し
て

い
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

　
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

只　
こ
の
一
九
四
〇
年
税
制
改
革
の
基
本
骨
格
が

現
在
も
続
い
て
る
と
見
る
人
た
ち
に
よ
る
と
、
今

の
税
制
は
戦
前
を
引
き
継
い
で
い
る
と
見
る
。
一

方
で
、
一
九
四
九
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
あ
っ
て
、

そ
の
勧
告
に
よ
っ
て
戦
後
の
日
本
の
財
政
の
仕
組

み
は
大
き
く
変
わ
っ
た
ん
だ
と
い
う
見
方
を
す
る

人
た
ち
も
い
ま
す
。

あ　
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
？

只　
終
戦
後
、
連
合
軍
が
日
本
を
改
革
す
る
に
あ

た
っ
て
、
カ
ー
ル
・
シ
ャ
ウ
プ
を
中
心
に
コ
ロ
ン

ビ
ア
大
学
の
教
授
な
ど
を
日
本
に
送
り
込
ん
だ
ん

で
す
ね
。
そ
の
シ
ャ
ウ
プ
調
査
団
と
い
う
の
が
、

日
本
の
税
の
仕
組
み
や
現
状
を
あ
ち
こ
ち
視
察
し

て
、
勧
告
を
出
す
ん
で
す
よ
。
彼
ら
は
米
国
民
主

党
の
リ
ベ
ラ
ル
派
で
、
ア
メ
リ
カ
で
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
日
本
で
や
ろ
う
と
、
極
め
て
優
れ
た
仕

組
み
を
提
案
し
た
ん
で
す
よ
。

あ　
へ
ー
。
そ
れ
で
そ
の
後
の
改
正
で
民
主
化
さ

れ
た
ん
で
す
か
？

只　
い
や
、
確
か
に
、
一
九
四
〇
年
の
地
方
分
与

税
が
一
九
五
〇
年
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
と

な
っ
て
、
地
方
財
政
は
強
化
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
中
に
は
日
本
を
民
主
化
す
る
と

い
う
考
え
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
書
い

て
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
方
財
政
を
中
心
に
地
方
自

治
体
に
住
民
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
が

健
全
な
公
共
へ
の
関
心
を
持
っ
て
、
そ
れ
が
民
主

化
に
役
立
つ
だ
ろ
う
と
。
な
ぜ
か
と
言
っ
た
ら
、

目
の
前
に
あ
る
自
治
体
に
自
分
が
税
金
を
納
め
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
自
治
体
は
こ
ん
な
こ
と
を

や
っ
て
く
れ
て
、自
分
た
ち
に
こ
ん
な
こ
と
が
返
っ

て
く
る
と
。じ
ゃ
あ
も
っ
と
お
金
を
出
し
た
ら
も
っ

と
良
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
い
や
、
も
う
こ
の

サ
ー
ビ
ス
は
や
め
て
私
た
ち
に
返
し
て
く
だ
さ
い

と
か
、
そ
う
い
う
判
断
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
の
結
果
、
住
民
自
治
、
地
方
自
治
が
前

進
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
民
衆
の
中
に
良
い
気

風
が
で
き
て
き
て
、
こ
れ
が
中
央
政
府
に
必
ず
良

い
影
響
を
与
え
る
に
違
い
な
い
と
。
公
民
の
教
科

書
と
か
で
勉
強
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す

け
れ
ど
も
、「
地
方
自
治
は
民
主
主
義
の
学
校
で
あ

る
」
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

　
で
は
実
態
は
、
と
い
う
と
、
戦
前
の
利
害
関
係

基
準
、
利
害
を
受
け
る
程
度
に
応
じ
て
負
担
を
分

担
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
方
法
を
、
戦
後
も
そ
の
ま

ま
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
例
え
ば
小
学
校
、
校
舎
の

建
設
と
か
、
敷
地
と
か
検
査
と
か
、
そ
う
い
う
の

は
市
町
村
が
や
り
ま
す
。
で
も
教
員
の
管
理
や
人

件
費
の
管
理
な
ど
は
都
道
府
県
が
や
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
教
科
書
の
無
償
化
と
か
学
習
指
導
要
領
は

国
が
や
っ
て
い
ま
す
、
と
い
う
ふ
う
に
、
錯
綜
し

て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
誰
の
責

任
な
の
か
が
よ
く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。

　
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
こ

と
に
つ
い
て
自
分
た
ち
で
考
え
て
い
く
、
そ
う
す

る
こ
と
で
民
主
主
義
が
進
む
で
あ
ろ
う
と
考
え
て

い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
必
ず
し
も
そ
う

い
う
仕
組
み
に
は
な
っ
て
な
く
て
、
結
果
、
日
本

は
財
政
民
主
主
義
を
実
感
す
る
と
こ
ろ
が
乏
し
い

国
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
乏
し
さ
と
い
う
の
は

結
構
致
命
的
に
我
々
に
と
っ
て
問
題
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
話
で
す
ね
。

　
一
〇
三
万
円
の
壁

只　
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
前
回
の
総
選

挙
で
国
民
民
主
党
が
躍
進
を
し
ま
し
た
。
あ
そ
こ

で
一
つ
の
争
点
に
な
っ
た
の
が
、「
手
取
り
を
増
や

す
」
と
い
う
話
で
し
た
ね
。
若
い
世
代
の
生
活
困

窮
の
実
態
も
あ
っ
て
、
手
取
り
を
増
や
す
と
い
う

政
策
に
支
持
が
広
が
り
ま
し
た
。
た
だ
、
手
取
り

を
増
や
す
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
大
事
な
こ
と
な

ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
国
民
が
見

失
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
は
お
も
し
ろ
い
デ
ー
タ
が
あ
っ

て
、
テ
レ
ビ
朝
日
が
昨
年
の
十
二
月
に
行
っ
た
世

論
調
査
に
よ
る
と
、
一
〇
三
万
円
の
壁
の
見
直
し

に
つ
い
て
賛
成
が
七
十
四
％
。
そ
し
て
年
収
の
壁

の
引
き
上
げ
と
税
収
減
に
関
し
て
「
手
取
り
を
引

き
上
げ
る
た
め
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
は
や
む

を
得
な
い
」
と
い
う
人
が
五
十
三
％
い
た
ん
で
す

よ
。
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
す
る
な
ら
ば
、
手
取
り
は

引
き
上
げ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
人
は
二
十
九
％
、

わ
か
ら
な
い
答
え
な
い
が
十
八
％
。
何
が
言
い
た

い
か
と
い
っ
た
ら
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
や
む
を

得
な
い
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
の
『
サ
ー

ビ
ス
』
は
、
多
分
自
分
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
。
多
分
介
護
と
か
「
私
に
は
関
係
ね

え
よ
」
と
か
、「
俺
は
今
苦
労
し
て
働
い
て
い
る
ん

だ
か
ら
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
何
と
か
し
ろ
」

と
い
う
感
じ
な
ん
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
ね
、
国
民

の
中
で
連
帯
意
識
が
弱
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

一
〇
三
万
の
壁
よ
り
も
も
っ
と
大
事
な
の
は
、
扶

養
手
当
の
問
題
で
あ
っ
た
り
と
か
、
社
会
保
険
料

の
問
題
で
あ
っ
た
り
と
か
で
す
よ
ね
。
だ
っ
て
、

ど
こ
か
の
新
聞
記
事
に
書
い
て
あ
っ
た
け
ど
、
一

〇
三
万
ぐ
ら
い
の
人
の
手
取
り
は
一
万
円
増
え
る

か
増
え
な
い
か
ぐ
ら
い
で
、
一
方
で
年
収
一
千
万

円
の
人
は
数
万
円
増
え
る
と
、
誰
の
た
め
の
減
税

な
ん
で
す
か
と
い
う
話
で
す
よ
ね
。
け
れ
ど
も
、

そ
の
全
体
像
を
わ
か
ら
ず
に
、
テ
レ
朝
の
世
論
調

査
の
よ
う
に
サ
ー
ビ
ス
が
減
っ
て
も
い
い
と
思
っ

て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
の
は
誰
の
た
め

の
サ
ー
ビ
ス
な
の
か
と
い
う
と
、
所
得
が
低

い
人
ほ
ど
手
厚
い
サ
ー
ビ
ス
が
い
っ
て
る
は

ず
。
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
、
全
体

像
を
捉
え
る
能
力
と
い
う
も
の
を
国
民
の
中

に
養
わ
せ
な
い
と
い
け
な
い
の
に
、そ
う
な
っ

て
い
な
い
。

　
自
由
な
市
民
の
証
と
し
て
の
租
税

只　
あ
の
「
手
取
り
を
増
や
す
」
と
い
う
考

え
方
は
、
合
理
的
経
済
人
モ
デ
ル
な
ん
で
す

ね
。
合
理
的
な
経
済
人
モ
デ
ル
で
政
策
を
考

え
る
と
、
そ
れ
は
手
取
り
が
増
え
る
の
が
一

番
い
い
と
。
だ
け
れ
ど
も
、そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
社
会
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

た
ら
、
違
う
と
こ
ろ
に
答
え
が
あ
る
。
そ
し

て
そ
う
考
え
る
の
は
合
理
的
経
済
人
で
は
な

く
て
、
知
性
あ
る
市
民
で
な
い
と
で
き
な
い
。

合
理
的
経
済
人
モ
デ
ル
を
超
え
て
、
知
性
あ

る
市
民
を
い
か
に
し
て
ふ
や
す
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
そ
の
責
任
の
一
旦

が
財
政
に
も
あ
る
。
政
府
に
対
し
て
信
任
を

高
め
て
、
そ
し
て
国
民
同
士
が
連
帯
を
す
る

社
会
を
つ
く
る
。
こ
れ
が
財
政
の
大
き
な
役

割
な
ん
で
す
よ
。

　
京
大
の
島
恭
彦
さ
ん
の
『
近
世
租
税
思
想

史
』
と
い
う
本
で
は
、
市
民
革
命
を
経
て
、

租
税
が
国
家
を
支
え
る
屋
台
骨
に
な
っ
て
い

く
プ
ロ
セ
ス
が
書
か
れ
て
い
て
、「
租
税
と
は
、

解
放
さ
れ
た
自
由
な
市
民
の
証
で
あ
る
」、「
市

民
革
命
の
成
果
と
し
て
、
自
由
な
市
民
で
あ

る
こ
と
の
証
と
し
て
の
租
税
が
あ
る
ん
だ
」

と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
り
ま

す
。
自
分
た
ち
が
税
負
担
を
し
て
、
自
分
た

ち
で
こ
の
国
家
を
支
え
て
い
く
と
い
う
、
そ

う
い
う
市
民
像
み
た
い
な
、
そ
ん
な
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
日
本

で
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
納
税
意
識
が
形
成
さ
れ

な
か
っ
た
と
も
言
え
ま
す
し
、
我
が
国
が
民

主
主
義
を
前
進
さ
せ
る
た
め
の
努
力
を
怠
っ

て
き
た
か
ら
な
の
だ
と
も
言
え
ま
す
。
シ
ャ

ウ
プ
勧
告
通
り
に
や
ら
ず
、
地
方
自
治
を
発

展
さ
せ
る
努
力
が
足
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
の
結
果
が
、今
に
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。

　
例
え
ば
、今
ま
で
は
自
民
党
に
ぶ
ら
下
が
っ

て
中
央
か
ら
公
共
事
業
を
と
っ
て
き
て
、
経

済
を
何
と
か
し
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
け
れ

ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
半
世
紀
以
上
や
っ
た

結
果
が
こ
の
有
り
様
な
わ
け
で
す
か
ら
、
そ

れ
は
多
分
違
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
。
滋
賀
で
言

う
と
余
呉
を
ど
う
す
る
の
か
と
か
、
長
浜
を

ど
う
す
る
か
と
か
、
と
い
う
話
で
す
よ
ね
。

か
つ
て
あ
の
辺
は
決
し
て
条
件
が
不
利
な
地

域
で
は
な
く
、
文
化
的
な
水
準
も
低
い
地
域

で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

東
海
道
と
か
中
山
道
の
近
辺
と
い
う
の
は
、
都

の
文
化
が
よ
く
入
っ
て
い
て
、
か
な
り
強
靱
な

地
域
の
は
ず
な
の
に
、
そ
う
い
っ
た
地
域
が
、

プ
ラ
ザ
合
意
以
降
の
円
高
の
誘
導
で
あ
っ
た
り

と
か
、
輸
入
食
料
や
農
産
品
の
輸
入
の
拡
大
で

あ
っ
た
り
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
農
業
政
策
の
中

で
農
業
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
弱
ま
っ
て
き

た
。
農
業
が
だ
め
に
な
っ
た
か
ら
、
で
は
雇
用

を
つ
く
っ
て
も
ら
お
う
と
い
っ
て
工
業
団
地
を

つ
く
っ
て
き
た
わ
け
だ
け
ど
、
そ
れ
だ
っ
て
だ

ん
だ
ん
と
難
し
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
違
う

形
の
地
域
経
済
を
つ
く
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け

な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
も
で
き
て
い
な
い
。
地
域

を
も
う
一
回
自
分
た
ち
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
立

ち
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
さ
に

住
民
自
治
、
地
方
自
治
で
す
。
そ
こ
か
ら
で
し

か
、
成
熟
し
た
社
会
は
作
れ
な
い
わ
け
で
す
。

も
う
一
つ
加
え
る
と
、
成
熟
し
た
社
会
と
は
、

間
違
っ
た
時
に
修
正
で
き
る
社
会
で
す
。
そ
の

判
断
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か
が
ま
さ
に
自
治

に
か
か
っ
て
る
ん
で
す
。

　
成
熟
し
た
市
民
社
会
を
つ
く
る
た
め
に

あ　
そ
う
い
っ
た
住
民
自
治
を
復
活
さ
せ
る
に

は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
？

只　
こ
う
い
っ
た
社
会
の
あ
り
方
を
ど
う
変
え

て
い
く
の
か
と
言
っ
た
と
き
に
、
そ
の
一
つ
の

試
み
が
、
僕
も
関
わ
っ
て
い
る
守
山
市
の
市
民

懇
談
会
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
取
り
組

み
で
す
が
、
地
域
に
民
主
主
義
の
担
い
手
を
育

て
る
素
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
も
と
も
と
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
た

の
で
す
が
、
日
本
語
で
市
民
討
議
会
と
訳
さ
れ

て
い
ま
す
。
守
山
市
で
は
市
民
懇
談
会
と
言
っ

て
い
ま
す
。

あ　
無
作
為
で
市
民
が
選
ば
れ
て
話
し
合
う
っ

て
や
つ
で
す
ね
。

只　
そ
う
、
無
作
為
抽
出
と
い
う
の
が
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
も
う
一
つ
こ
の
取
り
組
み
の
本
家

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
謝
礼
を
払
い
ま
す
。
色
々
議

論
も
あ
っ
て
、
守
山
で
は
出
し
て
い
な
い
の
で

す
が
。
意
識
の
高
い
人
じ
ゃ
な
い
と
参
加
で
き

な
い
、
で
は
な
く
て
、
無
作
為
抽
出
で
選
ば
れ

た
雑
多
な
市
民
が
一
緒
に
話
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
こ
に
新
し
い
市
民
社
会
の
可
能
性

が
生
ま
れ
る
ん
だ
、
と
考
え
て
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
参
加
し
た
市
民
が
自
分
の
町
の
た
め
に

何
か
や
ら
な
あ
か
ん
と
思
っ
て
帰
っ
て
行
く
ん

で
す
ね
。
活
発
に
活
動
す
る
前
の
段
階
の
人
を

刺
激
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
の
で
市
民
討
議
会

は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

あ　
話
し
合
う
と
い
う
の
は
民
主
主
義
の
基
本

で
す
も
の
ね
。
滋
賀
県
で
も
他
の
自
治
体
が
採

用
し
て
広
が
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　

  （
編
集
担
当 

中
野
和
子
）

　只友先生のお話に登場した『市民懇談会』。無作為抽出で
選ばれた市民が集い、町の課題やこれからについて話し合お
うというもので、守山では 2012年から取り組まれている。
　昨年、私は幸運にもその通知を受け取り、年に３回開かれ
た懇談会全てに参加した。今回から 18 歳以上に対象を拡大
したそうで、高校生もいれば、会社勤めの人、メロン農家さん、
学校の先生、自治会で役員を担う人など、参加者は多様だ。
高校生からは「駅近くに私たちが楽しめる場所がほしい」と

”凹凸に合わせた町”を考える
か、学校の先生からは「先生が忙しすぎる。もっと地域の
いろんな人が学校に入って子どもたちと関わってくれたら」
とか。新たなショッピングモールができ、新築の住宅も増
え活気はあるが「ミレーの絵画を思わせる田園風景が失わ
れてほしくない」という声も。
　人それぞれの生活風景の中、心にふと浮かんでも行き場
を得ることも形を成すこともなく消え去ってしまっている
声が、隣の人の発言に刺激され、私も私もと吐き出されて
いく。普段あまり接点のない人の声に耳を傾けるのもおも
しろく、自分の声にも耳を傾けてもらっていると、自分も
この町を形作る大切な一部だという実感がしてくる。
　日々小さな暮らしを営む者にとって、政治は実感として
遠く、国政の動向を眺めていても、「声を挙げても何も変わ
らないんじゃないか」という失望に絡め取られそうになる。

でも、専門家や一部の市民が提案する、緻密な分析や論理
的な考察の形になる類のものだけが市民の声だとしてしま
うと、刻々と変化する今を映す大多数のリアルが見逃され
るのでは？それを集めるにはとてもいい取り組みだなと
思った。『凹凸に合わせた町』は、３回目の懇談会で、若い
高校の先生と主に教育周りのことを話しながら出した
キャッチコピー案。でこぼこのある色んな人が、でこぼこ
を抱えたままに心地よく暮らせる町であってほしい、そん
な思いを込めた。
　懇談会の内容は、今後立案される市の 10ヵ年計画の基礎
になるという。私たちの声がどう取り扱われるか、様々な
検討のプロセスを経る中で、この声が忘れられていきはし
ないか。市民の声を聞く形だけはとったという結果になら
ないよう、今後出てくる計画を注視したいと思う。


