
 

新
春
に
あ
た
り
、
区
民
の
み
な
さ
ま
に
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

前
回
の
選
挙
で
初
当
選
し
た
議
員
三
名
に
よ
り
結
成
し
た
「み
な
と
か
が
や
き
」
は
、
こ
の
二
月
で
三
年
目
を
迎
え
ま

す
。
区
議
会
で
は
最
も
若
い
議
員
団
で
あ
り
、
「
夢
と
か
が
や
き
の
あ
る
港
区
」「区
民
の
責
任
に
基
づ
く
自
立
し
た
区

政
」
「
地
域
の
独
自
性
を
発
揮
す
る
新
し
い
流
れ
」を
基
本
理
念
に
、
区
民
本
位
の
区
政
実
現
に
向
け
て
活
動
し
て
い

ま
す
。
特
に
、
行
政
の
事
業
拡
大
に
つ
い
て
は
強
く
懸
念
し
て
お
り
、
行
政
の
役
割
は
民
間
活
動
の
サ
ポ
ー
ト
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
ま
す
。
住
民
や
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
が
区
政
の
主
役
と
な
る
べ
き
で
す
。
行
政
は
こ
れ
ま
で
、
私
た
ち

の
主
張
に
対
し
明
確
な
態
度
を
表
明
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
昨
年
十
一
月
に
発
表
さ
れ
た
基
本
計
画
（素
案
）で

は
、
「区
民
と
の
協
働
」
「区
の
責
任
と
役
割
を
見
直
す
」
と
い
った
表
現
で
、
私
た
ち
の
主
張
を
採
用
す
る
ま
で
に
至
り

ま
し
た
。 

 

現
在
の
長
引
く
不
況
の
根
本
的
原
因
の
一
つ
に
は
、
右
肩
上
が
り
の
経
済
を
前
提
に
し
た
行
政
の
あ
り
方
に
あ
り
、

私
た
ち
は
真
の
行
政
改
革
に
よ
り
、
そ
の
成
果
を
区
民
に
税
の
軽
減
に
よ
り
還
元
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
つ
づ
け
て

い
ま
す
。 

 

本
年
も
、
区
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
指
導
と
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

港
区
議
会
第
四
回
定
例
会 

み
な
と
か
が
や
き
の
質
疑
よ
り 

本
会
議
代
表
質
問･

決
算
特
別
委
員
会 

 

港
区
議
会
の
第
四
回
定
例
会
は
、
去

る
十
一
月
十
二
日
か
ら
十
二
月
一
日

ま
で
の
二
十
日
間
に
わ
た
り
開
会
さ

れ
ま
し
た
。 

 

み
な
と
か
が
や
き
は
、
結
成
以
来 

掲
げ
て
い
る
「
行
政
改
革
の
理
念
」
に

基
づ
き
質
疑
に
望
み
行
政
の
あ
り
方

を
質
す
と
と
も
に
、
論
議
の
中
で
具
体

的
な
提
案
も
行
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。

今
号
で
は
、
本
会
議
・
決
算
特
別
委
員

会
に
お
け
る
質
疑
の
内
容
を
お
伝
え

す
る
中
で
、
私
た
ち
の
主
張
・
提
案
を

お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

     

行
政
改
革
の
成
果
を 

区
民
税
減
税
に
よ
り 

区
民
に
還
元
す
べ
き 

《質
問
》 

行
政
改
革
は
肥
大
化
し
た

行
政
体
そ
の
も
の
を
簡
素
に
改
め
、
民

間
の
活
動
に
任
せ
ら
れ
る
部
分
は
任

せ
て
い
く
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。 

 

現
在
、
港
区
が
手
が
け
て
い
る
改
革

は
、
財
政
状
況
を
根
拠
に
し
な
が
ら
も
、

行
政
の
あ
り
方
を
見
直
し
事
務
事
業

を
整
理
し
よ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
行
政

改
革
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

現
在
行
政
の
行
な
っ
て
い
る
事
業
の
多

く
を
廃
止
・
縮
小
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
際
不
要
に
な
る
費
用
が
行
政
改

革
の
成
果
で
あ
る
。
成
果
の
現
れ
な
い

よ
う
な
生
ぬ
る
い
改
革
で
は
、
区
民
の

真
の
要
請
に
は
応
え
ら
れ
な
い
。 

 

真
の
行
政
改
革
を
断
行
し
、
行
政
改

革
の
成
果
を
区
民
税
の
軽
減
に
よ
っ
て

還
元
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

《答
弁
》 

行
政
改
革
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
成
果
は
、
区
民
の
福
祉
の
増
進
に
向

け
る
こ
と
を
基
本
に
す
べ
き
。
区
民
税

の
軽
減
は
、
自
主
的
・自
立
的
な
区
政

を
目
指
す
中
で
、
区
民
サ
ー
ビ
ス
の
あ

り
方
等
の
議
論
を
踏
ま
え
、
適
切
に

判
断
し
て
い
く
べ
き
課
題
と
考
え
る
。 

 

《意
見
》 

区
民
税
減
税
に
つ
い
て
、
区

長
の
考
え
方
が
は
っ
き
り
し
な
い
。 

 

国
政
の
地
方
分
権
の
論
議
は
、
容
易

に
地
方
自
治
体
自
ら
が
税
率
を
決
定

で
き
る
よ
う
に
す
る
方
向
で
進
め
ら
れ

て
お
り
、
私
た
ち
の
主
張
は
現
実
味
を

帯
び
出
し
て
い
る
。
今
後
、
区
長
が
明

確
な
見
解
を
示
す
ま
で
主
張
を
続
け
、

さ
ら
に
研
究
を
深
め
た
い
。 

 

外
部
資
源
を
活
用
す
る 

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
を 

《質
問
》 

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
は
、

組
織
の
全
て
の
事
業
を
効
率
・コ
ス
ト
・

サ
ー
ビ
ス
の
面
か
ら
見
直
し
、
外
部
に

出
せ
る
業
務
は
徹
底
的
に
外
部
資
源

を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
業

通
信
か
が
や
き 

み
な
と
か
が
や
き 

港
区
議
会
活
動
リ
ポ
ー
ト 
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務
委
託
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

 
先
般
、
区
長
が
明
ら
か
に
し
た
基
本

計
画
素
案
で
は
『
公
共
的
な
問
題
に

行
政
が
全
て
に
対
応
す
る
こ
と
は
効

果
的
で
な
く
、
区
民
協
働
に
よ
り
事

業
展
開
を
図
る
』
と
し
て
お
り
、
「
区

民
の
責
任
に
基
づ
く
自
立
し
た
区
政
」

を
掲
げ
る
私
た
ち
の
考
え
方
と
合
致

す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

ン
グ
の
入
り
口
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、

早
急
か
つ
積
極
的
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン

グ
を
区
政
に
導
入
す
べ
き
。 

 

《答
弁
》
区
民
や
区
内
の
様
々
な
団
体

等
と
連
携
す
る
と
共
に
、
業
務
委
託

や
民
間
等
外
部
の
人
材
・組
織
を
活

用
し
事
業
展
開
を
図
る
。 

   

公
共
施
設
再
配
置
は 

全
体
像
を
示
せ 

《質
問
》 

私
た
ち
は
公
共
施
設
の
あ
り

方
を
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
描
く
中
で

抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
と
主
張
し
て
い

る
。
九
月
に
策
定
さ
れ
た
公
共
施
設

見
直
し
方
針
で
は
、
『
全
て
の
要
望
に

応
え
る
と
多
く
の
施
設
が
結
果
的
に

必
要
に
な
る
』
と
し
て
お
り
、
私
た
ち

の
主
張
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と

理
解
す
る
。 

 
し
か
し
、
今
定
例
会
で
は
、
西
桜
児

童
館
の
廃
止
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
廃

止
に
反
対
は
し
な
い
が
、
施
設
配
置
の

全
体
像
が
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
個
別

施
設
の
問
題
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に

危
惧
を
抱
い
て
い
る
。 

 

《答
弁
》 

西
桜
児
童
館
の
廃
止
は
、
効

率
的
運
営
の
観
点
か
ら
公
共
施
設
見

直
し
方
針
策
定
以
前
に
決
定
し
た
も

の
で
あ
り
、
今
後
は
、
そ
の
全
体
像
を

明
ら
か
に
す
る
中
で
個
別
の
施
設
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
く
。 

 

区
有
施
設
の 

生
ゴ
ミ
再
資
源
化
を 

《質
問
》 

豊
島
区
で
は
、
ほ
ぼ
全
て
の

区
有
施
設
に
お
い
て
、
民
間
委
託
に
よ

る
生
ゴ
ミ
再
資
源
化
を
実
施
し
、
廃

棄
す
る
よ
り
も
低
コ
ス
ト
と
い
う
。
環

境
基
本
条
例
を
制
定
し
た
港
区
で
も

実
施
す
べ
き
。 

 

《答
弁
》 

拡
大
に
努
め
る
。 

 

《意
見
》
豊
島
区
の
推
計
で
は
、
ゴ
ミ
発

生
量
の
約
四
割
が
生
ゴ
ミ
と
さ
れ
て
い

る
。
焼
却
に
よ
る
有
害
物
質
の
発
生
が

明
ら
か
と
な
り
、
ゴ
ミ
は
可
能
な
限
り

焼
却
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
が
先
進

社
会
の
趨
勢
。
ゴ
ミ
発
生
量
の
四
割
を

も
占
め
る
生
ゴ
ミ
を
焼
却
で
な
く
再

資
源
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
循
環
型
社
会

実
現
の
第
一
歩
で
あ
る
。 

 

子
供
た
ち
の
た
め
の
施
策 

児
童
館
の
運
営
も
施
設
配
置
も 

抜
本
的
に
見
直
せ 

《質
問
》 

児
童
館
の
利
用
対
象
は
乳

幼
児
か
ら
高
校
生
ま
で
だ
が
、
実
際

は
、
小
学
校
低
学
年
の
利
用
が
圧
倒

的
。
一
部
の
子
供
た
ち
だ
け
の
た
め
に
、

十
三
館
の
児
童
館
は
必
要
な
の
か
。

幅
広
い
世
代
を
対
象
と
す
る
中
規
模

の
児
童
館
を
数
館
設
置
す
る
こ
と
の

方
が
必
要
。
ま
た
、
現
在
の
児
童
館
職

員
は
『
土
日
休
み
の
９
時
５
時
勤
務
』

で
あ
り
、
土
日
も
夜
も
子
供
た
ち
は

利
用
で
き
な
い
。
平
日
の
午
前
中
の
来

館
者
は
一
館
平
均
五
人
。
全
て
職
員

に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

等
を
お
願
い
す
れ
ば
、
土
日
・夜
間
の

開
館
は
可
能
。 

 

《答
弁
》 

今
後
、
幅
広
い
層
が
利
用
で

き
る
よ
う
施
設
の
機
能
や
管
理
運
営

を
見
直
す
。
ま
た
、
適
正
配
置
に
つ
い

て
も
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
。 

 

児
童
館･

学
童
ク
ラ
ブ
は 

学
校
施
設
を
有
効
活
用
せ
よ 

《
質
問
》 
学
校
は
子
供
た
ち
の
た
め
の

施
設
で
あ
り
、
学
童
ク
ラ
ブ
も
子
供
た

ち
の
た
め
の
事
業
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
点
を
指
摘
す
る
向
き
も
あ
る

が
、
教
育
上
の
観
点
、
子
供
た
ち
の
目

線
に
立
て
ば
、
非
常
に
有
効
な
施
策
と

な
り
得
る
は
ず
。
港
区
立
の
学
校
で
は

百
七
十
を
超
え
る
余
裕
教
室
が
あ
り
、

そ
れ
以
外
で
も
利
用
頻
度
や
効
率
の

極
め
て
低
い
教
室
が
存
在
し
て
い
る
。 

 

《答
弁
》 

教
育
施
設
の
活
用
は
、
区
有

財
産
の
有
効
活
用
の
観
点
か
ら
大
変

重
要
。
教
育
的
視
点
か
ら
も
、
長
所

が
あ
る
。
関
連
部
門
と
連
携
を
取
り

対
応
し
て
い
く
。 

 

都
会
の
子
供
た
ち
に
は 

原
っ
ぱ
や
広
場
が
必
要 

《
質
問
》 

港
区
で
は
、
子
供
た
ち
が
の

び
の
び
と
遊
ぶ
場
所
を
捜
し
当
て
る
こ

と
は
簡
単
で
は
な
く
、
屋
内
で
の
遊
び

が
主
流
と
な
っ
て
い
る
理
由
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
児
童
館
の
よ
う

な
屋
内
で
、
大
人
に
管
理
さ
れ
て
遊
ぶ

こ
と
が
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
な
の
か
、

大
人
は
子
供
の
立
場
に
立
っ
て
、
今
一

度
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。 

 

都
市
部
に
住
む
子
供
た
ち
に
と
っ
て

最
も
重
要
で
あ
り
、
か
つ
不
足
し
て
い

る
も
の
が
、
走
り
回
っ
た
り
、
土
や
草

や
虫
な
ど
の
自
然
と
ふ
れ
あ
っ
た
り
す

る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
所
を

民
間
で
整
備
し
提
供
す
る
こ
と
は
不

可
能
。
行
政
が
子
供
た
ち
の
た
め
に
率

先
し
て
行
な
う
べ
き
事
業
で
あ
る
。 

 

《答
弁
》 

公
園
等
の
整
備
に
あ
た
っ
て

は
、
子
供
た
ち
が
自
由
に
の
び
の
び
と

利
用
で
き
る
、
親
し
み
あ
る
遊
び
場
の

確
保
に
努
め
る
。
子
供
の
豊
か
な
情

操
を
育
み
、
人
間
性
を
醸
成
す
る
上

で
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
は
な
く
て
は

な
ら
な
い
。 

 

公
園･

児
童
遊
園
の
清
掃
は 

直
営
で
あ
る
べ
き
な
の
か 

《
質
問
》 

道
路
・
河
川
・
公
園
・
児
童

遊
園
な
ど
の
清
掃
事
業
は
直
営
で
あ

る
必
要
が
な
い
。
区
民
と
の
協
動
・
民

間
と
の
連
携
で
十
分
に
行
な
っ
て
い
け

る
。
担
当
課
長
は
「
機
動
性
な
ど
の
観

点
か
ら
直
営
部
分
も
必
要
で
あ
る
」
と

発
言
し
て
い
る
が
、
地
域
に
住
む
住
民

の
方
な
ど
に
愛
着
を
持
っ
て
頂
き
な
が

ら
面
倒
を
み
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
正

規
職
員
の
機
動
性
よ
り
も
、
む
し
ろ

効
果
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
地
域
住
民

の
方
に
も
親
し
み
の
あ
る
比
較
的
面

積
の
狭
い
児
童
遊
園
の
清
掃
事
業
で
、

住
民
の
方
主
体
の
管
理
方
式
を
導
入

し
て
み
て
は
ど
う
か
。 

 

《答
弁
》 

こ
れ
ま
で
も
区
民
と
相
互
に

協
力
し
な
が
ら
行
な
っ
て
お
り
、
今
後

も
拡
大
に
努
め
る
。
区
民
主
体
の
管

理
方
式
も
検
討
し
て
い
く
。 

 

「
難
し
い
」
と
い
う 

表
現
は
避
け
よ 

《質
問
》 

最
近
「
難
し
い
」
と
い
う
言
葉

が
乱
用
さ
れ
て
い
る
。
日
本
語
文
化
の

変
化
と
も
関
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

少
な
く
と
も
、
区
民
の
税
金
を
預
か

り
執
行
す
る
行
政
は
、
「
難
し
い
」
と
い

う
あ
い
ま
い
な
表
現
は
避
け
る
べ
き
。 

 

行
政
は
、
現
状
を
新
し
い
状
況
に
変

化
さ
せ
る
た
め
の
提
案
に
対
し
、
「
難

し
い
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
う
が
、

あ
い
ま
い
な
表
現
を
避
け
、
明
確
な
言

葉
で
表
現
す
る
こ
と
こ
そ
、
区
民
に
対

す
る
責
任
で
あ
る
。 

 

《答
弁
》 

責
任
を
回
避
し
、
問
題
を

先
送
り
す
る
な
ど
の
た
め
に
、
「
難
し

い
」
と
い
う
言
葉
を
安
易
に
使
っ
て
は

な
ら
な
い
。
今
後
と
も
、
で
き
る
だ
け

わ
か
り
や
す
く
、
的
確
に
表
現
す
る
よ

う
努
め
る
。 

かがやきコラム 

人と人は話せば話すほど理解できなくなる？ 

標題のような問いかけに頷く人は少数派ではないでしょうか。人と人は

話せば話すほど、相手に対する理解が深まるというのが世間の常識で

しょう。ただし、「常識」と思われる事柄について疑問を持つことが大事だ

と私は考えます。「常識」を個々人の過去の経験の総括であると定義す

るならば「常識」も個人個人で微妙に異なるものと思っております。特に

「地球にやさしい」とか「やわらかな生活都心」という場合に使われる「や

さしい」「やわらかな」という言葉に対するイメージは人によって様々であ

ると思います。抽象的な言葉ほど、その言葉をどのような定義で使って

いるかを自分自身に対して問いかけることが、コミュニケーションにとっ

て最も重要ではないでしょうか。 

また、言葉自体も言葉の定義そのものも変化をします。例えば、「発展途

上国」という言葉は、かつて「未開発国」「低開発国」と表現して第三世界

から反発を受け変化しました。「老人」という言葉の定義も高齢化社会の

進展に伴って変化してきています。話せば話すほど相手を深く理解でき

ると考えるよりは、人それぞれ言葉の定義が違うのだから、共通の理解

ができる土壌を作るために話をしていると考えたほうが、誤解が生じる可

能性は少ないのではないでしょうか。何はともあれ、人間は言葉を媒体

として、自己の意思を伝達せざるを得ないわけですから、ひとつひとつの

言葉の重みを自覚することが何よりも大切ではないでしょうか。私たち

「みなとかがやき」も一つ一つの言葉の重みを自覚しながら、今後とも政

治活動を続けていく決意です。 

（文責 湯原信一）


