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きる野 幸長
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 !
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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。

さんを国会ヘ

日
本
共
産
党
あ
き
る
野
市
委
員
会
は
、

二
月
七
日
に
、

日
本
共
産
党
新
春
大
演
説

会
を
、
秋
川
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
で
開
催

し
ま
し
た
。

二
百

二
十
名
を
超
え
る
参
加

者

の
な
か
、
元
気
な

「
中
山

一
座
」

に
よ

る
多

く
の
子
ど
も
た
ち

の
太
鼓
演
奏

で
、

満
場
拍
手
喝
采

の
オ
ー
プ

ニ
ン
グ

で
始
ま

り
ま
し
た
。

若
者
た
ち
が

語
り
合
え
る
場
を

つ
く
り
ま
せ
ん
か
？

最
初
に
青
年
代
表
で
雨
間
に

住
む
平
沢
ち
ぐ
さ
さ
ん
が
登
壇
。

今
の
青
年
の
お
か
れ
て
い
る
現

状
を
自
分
の
体
験
を
交
え
て
訴

え
、
そ
の
思
い
を
若
者
に
心
を

込
め
て
呼
び
か
け
、
〈バ
場
の
み

な
さ
ん
に
感
銘
を
与
え
ま
し
た

市
議
会
で
タ
ッ
グ
を

組
ん
で
活
躍
す
る

姿
が
リ
ア
ル
に
…

市
議
会
議
員
に
初
当
選
し
た
、

た
ば
た
あ
ず
み
さ
ん
、
ベ
テ
ラ

ン
の
山
根
と
み
え
さ
ん
、
市
議

団
長
の
一屋
沢
ひ
ろ
ゆ
き
さ
ん
は
、

議
会
と
地
域
で
の
取
り
組
み
を

話
し
、
日
本
共
産
党
あ
き
る
野

市
議
団
の
活
躍
ぶ
り
に
、
会
場

か
ら
拍
手
が
起
こ
り
ま
し
た
。

国
会
の
大
手
術
は

成
功
し
た
が

そ
の
後
の
経
過
が
…

最
後
に
登
場
し
た
小
池
晃
さ

ん
は
、
医
師
と
し
て
の
自
分
に

な
ぞ
ら
え
て
、
政
権
交
替
は
成

功
さ
せ
た
が
、
替
わ
っ
て
登
場

し
た
民
主
党
の
混
迷
ぶ
り
を
鋭

く
批
判
。
「こ
の
政
治
の
状
況
を

一
歩
前
に
進
め
る
た
め
に
、必
ず
、

私
を
国
会
へ
」
と
訴
え
な
が
ら
、

一
時
間
近
く
自
分
の
こ
と
、
国

会
の
出
来
事
、
内
外
の
事
な
ど

に
つ
い
て
、
分
か
り
や
す
く
話

を
し
、
参
加
者
に
深
い
感
銘
を

あ
た
え
ま
し
た
。

小
池
さ
ん
の
ユ
ー
モ
ア
を
交

え
た
話
に
、
〈〓
場
の
参
加
者
は

何
度
も
共
感
の
拍
手
と
笑
い
で

応
え
ま
し
た
。
今
回
の
演
説
会

の
特
徴
は
、
日
本
共
産
党
の
演

説
会
と
し
て
は
最
高
の
参
加
者

数
だ
っ
た
こ
と
と
、
初
め
て
の

参
加
者
が
多
か
っ
た
こ
と
で
す
。

今
回
、
党
の
演
説
会
に
初
め

て
参
加
し
た
と
い
う
年
配
の
女

性
が
、
「最
初
か
ら
最
後
ま
で
拍

手
を
し
て
い
た
」な
ど
、参
加
者

の
多
く
は
「小
池
さ
ん
の
話
は

面
白
く
て
あ
き
な
い
、
国
会
の

状
況
が
よ
く
わ
か
り
、
な
ん
と

し
て
も
国
会
へ
送
ら
ね
ば
、
そ

し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
共
産
党

の
議
席
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
」。な
ど
と
語
っ
て
お
り
、

日
本
共
産
党
を
と
り
ま
く
情
勢

の
変
化
を
感
じ
さ
せ
、
参
加
者

に
勇
気
を
与
え
た
演
説
会
と
な

り
ま
し
た
。

年
齢

の
せ
い
か
仲
間
達
が
集
ま
る
と

墓
地
や
葬
儀
の
話
が
よ
く
出
ま
す
。
「墓

地
を
ま
だ
持

っ
て
い
な
い
Ｌ
葬
儀

に

大
金
を
使
う
の
は
馬
鹿
ら
し
い
Ｌ
海

へ
散
骨
す
る
の
が
理
想
だ
Ｌ
大
学
病

院

へ
献
体
を
申
し
込
ん
だ
」
な
ど
で
す
。

「ま
だ
早
い
よ
」
と
云
う
声
も
出
ま
す
が
、

現
実

の
話
と
し
て
い
ず
れ
直
面
す
る

事
を
考
え
れ
ば
、
笑

っ
て
済
む
話
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
◆

一
月
、
知
人
の
母
親

の
葬
儀
に
参
列
し
ま
し
た
。
読
経
の
前

に
二
人
の
女
性
信
徒
に
よ
る
御
詠
歌

が
あ
り
、
そ
の
美
声
と
妙
な
る
鉦
の
音

に
感
心
し
ま
し
た
。
旋
律
は
民
謡
に
似

て
歌
詞
は
短
歌
型
式
の
三
十

一
文
字
、

仏
教
の
信
仰

・旅
情
を
歌
い
ま
す
。
御

詠
歌
は
滅
多
に
聞
く
機
会
が
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
貴
重
な
体
験
で
し
た
が
、
フ」

れ
も
伝
統
文
化

の

一
つ
の
思
い
を
深

く
し
、
伝
統
を
残
し
て
ゆ
く
大
切
さ
を

痛
感
し
ま
し
た
。
◆
国
の
予
算
削
減
に

向
け

「事
業
仕
分
け
」
し
て
文
化
予
算

が
削
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
立
日
楽
を
代

表
し
中
村
紘
子
さ
ん
、
古
典
芸
能
で
は

市
川
団
十
郎
さ
ん
が
予
算
削
減
に
よ

る
文
化
の
後
退
を
訴
え
て
い
ま
し
た
。

「文
化
の
貧
し
い
国
」
で
あ

っ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
　

　

　

　

　

　

（木
崎
）

豊二″メ嘲          炒

たばた あずみ

こどもたちもだいぶ覚えたので、40枚程

度で百人一首ができるようになりました

ちび4歳 もやりたいけれどひらがなが読め

ません。おぼえている 3首～ 5首を「ちびホL」

としてキープ。その程度なら形で見分けて、な

んとか取ります。はじめのうちはそれで喜ん

でいたのですが、5枚では負けは必須。

次なる手段|』桑ちゃ当たる作戦。お手付

きルール完全無視。偶然当たり札

をたたくと「おれ、はじめからこれ

じゃないかとおもってたんだ～」。

にくたらしい。

それでもやっぱり勝てないので、

ちびの得意なカルタで最後のひと

勝負。兄姉の配慮で圧勝させても

らい、いい気分。兄姉ご苦労 !

(10.2.14)

連絡先は8550-6674
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原水爆禁止あきる野協議会理事長 i頼沼  辰 正
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昨
年
牢
六
月
二
十

一
日

に
開
催
さ
れ
た
、
あ
き
る

野
原
水
協
第
二
十
二
回
総

会
の
年
度
活
動
計
画
の
第

二
項
末
尾
に
「ま
た
、
出
来

れ
ば
、
一
一〇

一
〇
年
五
月

の
核
不
拡
散
条
約
再
検
討

会
議
に
向
け
て
の
代
表
派

遣
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
」と

い
う
表
現
で
、
オ
ズ
オ
ズ
と

提
案
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

代
表
派
遣
決
ま
り

署
名
・募
金
活
動
を

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ヘ
の
代

表
派
遣
が
、
一
〇
月
の
理

事
会
で
本
決
ま
り
に
な
り
、

第

一
候
補
と
し
て
前
田
員

敬
さ
ん
、
第
二
候
補
と
し

て
風
璽
審
審
ん
を
決
定
レ

「核
兵
器
の
な
い
世
界
を
」

の
署
名
活
動
と
、
派
遣
の

た
め
の
費
用
の
募
金
活
動

に
取
り
組
む
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

こ
の
核
不
拡
散
条
約
（

Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
の
再
検
討
会
議
は
、

゛

′
　
“

五
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
、

そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ

て
新
た
な
修
正
や
ら
補
足

を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
一
一〇
〇
〇
年

五
月
の
再
検
討
会
議
に
お

い
て
、
核
保
有
国
を
も
含

め
て
の
核
兵
器
廃
絶
の
合

意
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、

当
時
と
し
て
は
、
ま
さ
に

画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
ま

し
た
。

と
こ
ろ
が
二
〇
〇
五
年

二
月
の
再
検
討
会
議
に
お

い
て
、
当
時
の
プ
ッ
シ
ュ

政
権
に
よ
り
、
裏
切
ら
れ
、

逆
に
核
兵
器
廃
絶
の
約
束

ま
で
自
紙
に
戻
す
と
い
う

暴
挙
に
で
た
も
の
で
し
た
。

「核
兵
器
使
用
し
た

道
義
的
責
任
を
…
」

昨
年
の
四
月
五
日
、
プ

ラ
ハ
で
の
オ
バ
マ
大
統
領

の
「核
兵
器
の
な
い
世
界
を
」

の
演
説
は
、
核
兵
器
を
使

用
し
た
唯
一
の
国
家
と
し
て

廃
絶
へ
の
行
動
を
起
こ
す

道
義
的
責
任
が
あ
る
と
認

め
た
、
フ」
れ
こ
そ
画
期
的

な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
四
月
二

〇
日
に
は
、
ロ
シ
ア
の
メ

ド
ベ
ー
ジ
ュ
フ
大
統
領
の
「オ

バ
マ
演
説
は
核
兵
器
の
な

い
世
界
を
促
進
す
る
も
の
」

と
述
べ
、
新
し
い
展
開
が

期
待
さ
れ
る
状
況
を
つ
く

り
出
し
て
い
ま
す
。

署
名
と
派
遣

費
用
の
た
め
の

募
金
に
協
力
を

こ
ん
ど
こ
そ
と
、
被
爆

国
日
本
の
原
水
爆
禁
止
運

動
の
総
力
を
挙
げ
て
、
核

兵
器
廃
絶
の
筋
道
を
つ
け

た
い
と
願
い
、署
名
行
動
と
、

募
金
運
動
に
全
力
を
挙
げ
一

て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
一

ろ
で
す
。

●
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簿
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お
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前
日
県
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さ
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ま
で
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一
月
二
四
日
の
報
告
会
の
中

で
は
、
国
保
料
が
払
え
ず
短
期
保

険
証
の
人
が
加
入
者
の
一
割
の

世
帯
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
国
保
料
の
引
き
下
げ
や
負

担
軽
減
に
も
っ
と
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

東
地
区
後
援
会
で
は
議
会
の

た
び
に
山
根
議
員
の
報
告
会
を

行
っ
て
お
り
、参
加
者
の
意
見
や

一　
　
　
　
　
絵
手
紙
／
瀬
川
和
子
さ
ん
口牛
沼
在
住

前
田
員
敬
さ
ん

高
橋
養
蔵
さ
ん

中
流
が
情
え
て
デ
バ
ー
ト
閉
店
じ
　
蕎
麦
湯

山
釈
さ
ん
出
護
か
ら
も
金
も
ら
０

あ
の
安
儡
毎
日
デ
モ
の
鋼
が
青
薔

織
が
勲
量
党
と
歩
ん
で
五
十
年

松
籟
坊

炒
恵
方
道
娘
の
肩
を
借
り
歩
む
　
　
　
　
く
し
ゃ
み
し
て
始
ま
る
朝
の
厨
事

（淑
子
）
　

ろ晟
い
　
　
　
　
　
　
　
（照
代
）

脱
梅
の
咲
き
そ
ろ
ひ
た
る
垣
根
か
な

橋
い
く
つ
海
へ
き
ら
め
く
越
の
雪

（静
子
）

（か
ほ
る
）

誰
も
居
ぬ
四
日
の
畑
の
鍬
始

今
年
こ
そ
今
年
こ
そ
と
て
初
詣

（勝
代
）

（富
）

新
年
の
は
じ
め
の
一
句
夫
と
詠
む

元
旦
や
人
家
の
屋
根
に
金
の
鯨

（和
恵
）

（
つ
や
）

十
字
架
図
厨
子
に
隠
れ
し
雪
の
寺

み
な
元
気
母
へ
笑
顔
の
お
年
玉

（秀
治
）

（る
り
子
）

国 史 田 訪 GD地 名考・戸倉③

古
代

の
朝
鮮
人
が
大
和
朝
廷
に
渡

来

し
婦
化
、
朝
廷
は
多
く

の
帰
化

人

生

嬰

野

国
や
担

幡

だ

毅脅

ま

し
た

言
葉
や
地
名
も
朝
鮮

に
由
来
す

る
も

の
ぶ
笈
て
残
２

関
東
周
辺
Ｆ
塁
爵
マ

新
座

・
狛

江

・
高
麗

川
な
ど
が
あ

り

ま
す
。

戸
倉

の
北
部
、

「瀬
音

の
湯
」

の

東
に
十
里
木
と
い
う
交
差
点
が
あ
り
、

車

で
通
過
す

る
度

に
変

っ
た
地
名

と

い

つ
も
感

心
し
た
り
不
思
議

に
思

っ

た
り
し

て
い
ま
す
。
交
差
点

を
北

西

に
向
か

い
落
合

橋
を
渡

る
と
、

養

沢

の
鍾
乳
洞

へ
の
道
と
な
る
分
岐
点
で
す
。

こ
の
十
里
木

の
地
名
由
来
は
詳
し
く
は
分
か

っ
て
い
ま
せ
ん
。
想
定

の

一
つ
の
説
と
し
て
、
五
日
市
宿

の
或
る

一
定

の
場
所
か
ら
の
距
離

が
十
里
あ
る
所
、
そ
し
て
こ
の
地
に
樹
木

（木
）
を
植
え
た
地

で
あ

る
由
来
。

二
つ
目
は
乙
津
の
小
字
曽
里
郷
と
同
意

の
説

で
す
。

「曽

里
」
と

「十
里
」
は

「
ソ
リ
」

の
当
て
字

と
さ
れ
て
い
て
、
焼
畑
や

休
耕

田
を
意
味
し
ま
す

の
で
、

こ
の
様
な
土
地
が
あ

っ
た
場
所
と
な

り
ま
す
。

「木
」
は

「城

（キ
）
」

で
あ

る
と
推
測
す

る
と

「城
」

は
集
落

・
村
落
を
意
味
し
ま
す

の
で
、
地
名
に
な

っ
た
時

「城
」
が

「木
」
に
変
え
ら
れ
て
し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
要
約
す
る
と

焼
畑
が
あ
る
集
落
と
な
り
ま
す
。

戸
倉
村
に

つ
い
て

「新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」

で
は
次
ぎ

の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。

（木
崎
詳
略
）

「戸
倉
村
は
多
磨
群

の
西
寄
り

の
地

で
あ
る
。
高
倉
庄
に
属
し
江
戸
日
本
橋
よ
り
５２
キ

ロ
の
行
程

で

あ
り
、
村

の
土
地
を
五

つ
に
分
け
戸
倉
郷
五
ヵ
村
と

こ
の
地

で
は
呼

ん
で
い
る
」

（続
く
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
花

・
木
崎
秀
治


