
住 民の利益 をまも り、

「住民 こそ主人公」の

あきる野市政実現 をめ ざ して !

2θlθ.I.17 N0052ィ (毎月2回発行)

日本共産党あきる野市委員会は次の見解を発表しました。

昨
年
は
、戦
後
の
保
守
政
治
の
一
貫
し
た
担
い
手
と
な
っ
て
き
た
自
民

党
政
権
に
退
場
の
審
判
が
下
っ
た
歴
史
的
な
年
と
な
り
、
日
本
の
政
治
が

一
歩
前
に
大
き
＜
動
き
出
し
ま
し
た
。

実
現
に
全
力
で
頑
張
り
ま
す

日
本
共
産
党
は
み
な
さ
ん
の
要
求

日 本 共 産 党 あ き る 野 市 委 員 会 発 行
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きる野 幸長

日
本
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
が

問
わ
れ
る
年
に

国
民
の
新
し
い
政
治
へ
の
関
心
は
、

政
権
の
「担
い
手
」
が
誰
に
な
る
か
で

は
な
く
、自
民
党
政
治
に
代
る
新
し
い

政
治
の
「中
身
」
を
ど
う
す
べ
き
か
へ

と
、大
き
く
発
展
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。

い
ま
国
民
の
要
求
が
一
定
の
範
囲
内

で
実
現
す
る
条
件
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

要
求

の
実
現
に
大
き
な

障
害
が
あ
る
こ
と
も
体
験

他
方
で
要
求
の
本
格
的
実
現
に
は
、

な
お
、大
き
な
障
害
が
あ
る
こ
と
を
実

体
験
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
民
の
要
求
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
と
そ
れ
に
た
ち
は
だ
か
る
二
つ
の

異
常
（異
常
な
対
米
従
属
と
大
企
業
・

財
界
の
横
暴
）
と
の
か
か
わ
り
が
、
フ」

れ
ま
で
よ
り
も
鮮
明
に
な
り
ま
す
。

も
う
す
で
に
新
政
権
の
も
と
で
こ

の
こ
と
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

沖
縄
基
地
問
題
で
の
混
迷
、

派
遣
法
の
改
正
実
施
先
送
り

鳩
山
政
権
は
、沖
縄
県
民
の
普
天
間

基
地
撤
去
の
要
求
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ

の
顔
色
を
う
か
が
い
動
揺
を
繰
り
返

し
、態
度
決
定
を
五
月
に
先
延
ば
し
し

ま
し
た
。

ま
た
国
民
が
望
ん
で
い
る
労
働
者

派
遣
法
の
改
正
や
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
廃
止
も
、〓
一年
か
ら
五
年
の
先
送

り
、財
界
・大
企
業
の
要
求
に
屈
し
た

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

小
池
参
議
院
議
員

あ
き
る
野
の
農
協
幹
部
と
交
流

小
池
晃
参
議
院
議
員
（予
定
候
補
）

は
元
日
、高
尾
山
ケ
ー
プ
ル
カ
ー
前
で

「参
院
選
必
勝
を
」
と
新
年
の
挨
拶
を

し
ま
し
た
。
昨
年
暮
れ
に
は
、あ
き
る

野
の
農
業
委
員
の
代
表
や
農
協
職
員

等
と
懇
談
、
フ
ア
ー
マ
ー
ズ
セ
ン
タ
ー

を
視
察
し
交
流
、農
業
者
の
要
求
を
一

身
に
受
け
、
「要
求
実
現
に
頑
張
る
」
と

決
意
を
表
明
し
ま
し
た
。

動
と
市
民
の
活
動
を
紹
介
、
激
励
、
み

な
さ
ん
に
分
り
や
す
く
状
況
を
伝
え

続
け
て
参
り
ま
し
た
。
▼
編
集
子
の
も

と
に
も
「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
』
日
刊
紙
と

日
曜
版
に
無
料
で
折
り
込
ま
れ
て
く

る
の
で
毎
回
楽
し
み
、
市
政
の
動
き
と

問
題
点
が
よ
く
わ
か
る
。

」
「地
元
の
歴

史
が
わ
か
る
『歴
史
探
訪
』
、
い
や
―
、

日
か
ら
ウ
ロ
コ
だ
よ
Ｉ
Ｌ
コ
」
ど
も
ぐ

ら
し
』
新
鮮
で
頼
も
し
い
子
育
て
ぶ
り

が
読
む
人
の
心
を
暖
か
く
し
て
く
れ
る
」

「
い
や
―
『
民
報
』
最
高
！
」
と
身
に
余

る
ご
意
見
も
頂
い
て
い
ま
す
。
今
後
も

一彊

李

一
口

精
兵

々
々
。
　

　

紀

）

昨
年
は
皆
さ
ん
の
ご
支
援
で
現
有
３
議
席
を
確
保
し
得
票
数
、
得
票

率
、
議
席
占
有
率
と
も
伸
ば
し
て
い
た
だ
き
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

こ
の
半
年
間
、
議
場
に
於
い
て
、
あ
く
ま
で
市
民
の
目
線
に
そ
っ
た

発
吉
を
行
い
、
市
議
会
を
リ
ー
ド
し
て
き
ま
し
た
。

新
し
い
年
を
迎
え
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
応
援
を
頂
き
団
結
し
て
頑
張

り
ま
す
。
ど
し
ど
し
皆
さ
ん
の
要
求
や
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

声
沢
ひ
ろ
ゆ
き
・山
根
と
み
え
ｏた
ば
た
あ
ず
み

2010年



小池晃議員らが

‐２
月
２‐
日
、
小
池
あ
き
ら
参
議

院
議
巳暴
清
水
秀
子
都
議
会
議
員
は
、

地
元
市
町
議
員
と
と
も
に
小
峰
幸

憲
東
京
都
森
林
組
合
長
ら
と
懇
談

（組
合
本
部
＝
日
の
出
し

し
ま
し
た

冒
頭
、
小
池
議
員
か
ら
東
京
の

森
林
産
業
を
再
生
す
る
た
め
に
国

おど寺
ぐも亀

たばた あずみ

むすこ5年生の冬休みの宿題、百人一首 (の

20首)の暗記。母さんと兄ちゃんがなにやら

おもしろそうなことをやっているぞと、下の

2人も興味津々。意味もわからず覚えます。

かくして 4歳、足曳きの山鳥の「おの !」 し

だり「おの !」 まちがいなく「斧」だと思ってま

す。どんな暴れ山鳥でしょう。正解は「尾の」。

8歳のむすめは「久方の ひかりの、どけき

春の日に」どけきつて、なに?

当のむすこは「雲が、くれにし夜半の月かな」

…雲が月をくれるとな。斬新です。

今はまだ、彼らにとつては暗号文。いつか古

代の人からの暗号を解読できる日が来るまで

政
の
場
で
積
極
的
に
問
題
点
を
明

ら
か
に
し
て
要
望
を
反
映
さ
せ
た

い
と
挨
拶
し
ま
し
た
。

林
業
は
五
十
年
，
百
年

単
位
の
産
業
だ
か
ら

組
合
長
か
ら
は
、
新
し
い
政
権

が
う
ま
れ
低
炭
素
社
会
を
構
築
す

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
折
に

現
地
ま
で
出
向
い
て
い
た
だ
き
感

謝
し
た
い
と
述
べ
、
緊
急
雇
用
制

度
の
中
身
を
充
実
し
て
欲
し
い
。

五
十
年
、
百
年
単
位
で
の
林
業
な

の
で
輸
入
に
依
存
せ
ず
、
林
業
政

策
と
予
算
を
し
っ
か
り
確
保
し
て

欲
し
い
と
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。

懇
談
で
は
、
雇
用
は
１
～
２
年

で
専
門
で
働
く
こ
と
は
大
変
で
、

人
材
確
保
が
難
し
い
、
西
多
摩
の

山
林
は
強
い
急
斜
面
が
多
く
、
林

道
整
備
な
ど
補
助
が
な
け
れ
ば
切

り
出
し
さ
え
出
来
な
い
。
販
路
の

問
題
な
ど
語
り
合
い
ま
し
た
。
あ

き
る
野
市
議
団
か
ら
市
議
会
環
境

建
設
委
員
長
の
戸
沢
ひ
ろ
ゆ
き
議

員
が
参
加
し
ま
し
た
。

あ
き
る
野
原
水
協
の
理
事
会
で
、
５

月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
行
わ
れ
る
国

連
の
核
不
拡
散
条
約
（Ｚ
”
↓
）
再
検
討

会
議
へ
の
要
請
行
動
に
、
あ
き
る
野
を

代
表
し
て
私
が
行
く
こ
と
が
決
ま
り

ま
し
た
。
日
本
か
ら
は
千
三
百
人
の
代

表
が
参
加
し
ま
す
。
５
年
前
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ

再
検
討
会
議
で
は
、プ
ッ
シ
ュ
米
前
政

権
の
妨
害
で
議
題
さ
え
決
め
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、今
回
の
再
検
討
会
議

で
核
廃
絶
へ
の
確
実
な

一
歩
を
ふ
み

だ
す
よ
う
に
、
一互

―
ヨ
ー
ク
ヘ
行
っ

て
強
力
に
要
請
し
ま
す
。

私
た
ち
は
こ
の
要
請
行
動
に
「核
兵

器
の
な
い
世
界
を
！
」
の
国
際
署
名
を

人
口
の
一
割
を
集
め
て
持
っ
て
行
こ

う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
大
晦
日
か
ら

新
年
に
か
け
て
、
５
人
が
参
加
し
て
、

二
宮
神
社
前
で
初
詣
の
市
民
に
呼
び

か
け
、

８６
人
の
署
名
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
あ
き
る
野
で
は
署
名
は
千
八
百
に

達
し
ま
し
た
が
、
八
千
の
目
標
ま
で
は

ま
だ
ま
だ
で
す
。
目
標
達
成
の
た
め
に

全
力
で
取
り
組
み
ま
す
の
で
、デ
」
い
っ

し
ょ
に
署
名
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。

「核
兵
器
の
な
い
世
界
を

！
」
の
声
と
署
名
を

ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
・国
連
へ
届
け
ま
す
―
―
前
田

員
敬

（あ
き
る
野
原
水
協
理
事
。あ
き
る
野
９
条
の
会
事
務
局
長
）

右から二番目

タ
バ
コ
や
め
口
僣
じ
ま
ざ
れ
に
ガ
ム
を
嗜
み
　
蕎
麦
湯

脅
さ
れ
て
公
詢
チ

ャ
ラ
に
尻
尾
ま
き
　
蕎
麦
湯

績
鉾
０
配
饉
終
り
細
日
の
出

松
籟
坊

長
野
で
も
党
の
ポ
ス
タ
ー
あ
む
こ
ち
に
　
松
籟
坊

の宿題です。 ('10.1.17)

連絡先は8550-6674

′

前で署名活動

絵
手
紙
ヽ
矢
沢
則
子
さ
ん

・
秋
留
在
住
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〈季
語
＝
「御
慶
し
新
年
の
挨
拶
を
御
慶
と
云
い
ま
す
。季
語
と
し
て
は

難
し
く
考
え
ず
に
使
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
一
茶
の
句
に
「ざ

ぶ
ざ
ぶ
と
泥
わ
ら
ん
ぢ
の
御
慶
か
な
」
が
あ
り
ま
す
。

く
水
底
に
神
の
鯉

じ
ダ
」́
　

　

　

（淑
子
）

八
十
の
父
つ
く
餅
の
届
き
け
り

（る
り
子
）

蒼
天
へ
皇
帝
ダ
リ
ヤ
君
臨
す

つま
　
　
　
　
　
　
　
（か
ほ
る
）

夫
帰
る
声
の
ふ
る
え
る
寒
さ
か
な

（和
恵
）

極
月
の
お
池
の
水
路
澄
み
に
け
り

（静
子
）

明
け
き
ら
ぬ
山
径
に
逢
ふ
御
慶
か
な

（秀
治
）

薪
を
割
る
十
五
才
の
兄
の
大
人
び
ぬ

（勝
代
）

戦
中
を
戦
後
を
生
き
し
枯
木
立

（告
田）

年
忘
れ
蕎
麦
打
つ
男
の
談
義
か
な

（つ
や
）

句
集
と
す
三
年
日
記
買
ひ
に
け
り

（照
代
）

□史□訪 ⑩ 地名考・戸倉①

檜
原
街
道
の
小
中
野
交
差
点
を
左
折
、
沢
戸
橋
を
渡
り
新
久

保
川
原
橋
の
西
南

一
帯
が
大
字
戸
倉
で
す
。
辺
境
は
檜
原
村
と

八
王
子
市
で
、
広
大
な
山
岳

・
丘
陵
地
の
地
域
で
す
。
あ
き
る

野
市
内
で
養
沢
と
並
び
最
も
面
積
が
広
く
１４
・
２９
�
あ
り
、
市

全
体
面
積
の
１９
・
２‐
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
旧
秋
川

市
で
最
も
広
い
面
積
を
持
つ
菅
生
は
４
ｏ
２８
�
、
占
め
る
割
合

は
５
ｏ
５２
％
で
す
か
ら
比
較
す
る
と

一
目
瞭
然
で
す
。
人
口
は

８
３
０
人

（世
帯
数
３
２
４
）
と
少
な
く
、
菅
生
で
は
人
ロ
ー

８
２
７
人

（世
帯
数
９
２
５
）
で
す
。

檜
原
街
道
に
沿
う
戸
倉
の
町
並
を
離
れ
、
新
久
保
川
原
橋
を

渡
る
と
川
に
沿
っ
て
市
道
が
通
っ
て
い
ま
す
が
、
戸
倉
地
域
で

の
市
道
は
刈
寄
川
に
沿
う
刈
寄
林
道
と
、
盆
掘
川
に
沿
う
盆
掘

集
落
方
面
へ
の
二
本
が
地
域
の
山
道
で
す
。
盆
掘
方
面
へ
の
市

道
は
中
井
新
道
↓
盆
掘
林
道
↓
金
指
林
道
と
な
り
八
王
子
の
恩

方
へ
通
じ
ま
す
。
こ
の
二
本
の
通
路
が
昔
の
五
日
市
宿
と
八
王

子
と
の
往
還
道
で
あ
り
、
五
日
市
道
を
略
し
て

「い
ち
み
ち

（市

道
）
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。

戸
倉
は
秋
川
支
流
の
盆
掘
川

を
西
端
と
す
る
集
落
で
、
刈
寄

山
な
ど
の
山
々
が
連
な
っ
て
い

ま
す
。
「風
土
記
稿
」
（後
述
）

を
見
る
と
、
江
戸
期
以
前
で
は

乙
津

・
養
沢
を
含
む
広
い
範
囲

が
戸
倉
村
で
し
た
。
江
戸
期
に

な
っ
て
今
の
地
域
が
戸
倉
村
と

確
定
し
た
よ
う
で
す
。

（続
く
）
　

草
花

・
木
崎
秀
治


