
日 本 共 産 党 あ き る 野 市 委 員 会 発 行 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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菅首相のいう消費税増税は
「財界大企業のため」と だ

∴
ｙ
タ

も
も
濠
耕
″

東
京
選
挙
区
候
補
の
必
勝
と

日
本
共
産
党
の
躍
進
を
と
、
選

挙
最
終
盤
の
七
月
二
日
夕
、志

位
委
員
長
が
立
川
駅
頭
で
演
説

を
行
い
ま
し
た
。

開
始
前
か
ら
聴
衆
が
ぐ
ん
ぐ

ん
と
増
え
だ
し
、
歩
道
も
デ
ッ

キ
も
聴
衆
で
溢
れ
、
何
事
か
と

一
般
通
行
者
も
立
ち
ど
ま
り
、

動
き
が
と
れ
な
い
状
態
に
な
り

ま
し
た
。

候
補
者
が
そ
れ
ぞ
れ
熱
気
を

こ
め
て
訴
え
、
さ
す
が
日
本
共

産
党
の
候
補
者
と
、
万
雷
の
拍

手
を
浴
び
て
い
ま
し
た
。

志
位
委
員
長
が

菅
首
相
の
発
言
を

つ
ぎ
つ
ぎ
と
論
破

最
後
に
登
場
し
た
志
位
委
員

長
は
、
菅
首
相
が
発
言
し
て
い

る
強
い
経
済
に
関
連
し
た
法
人

税
が
、
ヨ
ー
ロ
パ
に
比
べ
て
も

高
く
な
い
こ
と
を
具
体
的
に
の

べ
、
消
費
税
増
税
が
、財
界
大
企

業
の
法
人
税
減
税
の
″
穴
う
め
〃

の
た
め
だ
と
指
摘
し
ま
し
た
。

消
費
税
増
税
に
対
す
る
国
民

の
怒
り
を
抑
え
る
た
め
に
、

「低
所
得
者
に
還
付
す
る
」

「い
ま
の
ま
ま
だ
と
ギ
リ
シ

ャ
み
た
い
に
な
る
」

な
ど
の
菅
首
相
の
発
言
の
イ
ン

チ
キ
さ
を
、
具
体
的
に
分
り
や

す
く
暴
露
し
、
万
雷
の
拍
手
を

う
け
ま
し
た
。

あ
き
る
野
か
ら
参
加
し
た
多

く
の
方
々
が
駆
甲
ま
欝
ア
」日
々

に
語
り
ま
し
た
。

「大
変
分
り
や
す
か
っ
た
」

「消
費
税
増
税
と
引
替
え
に

大
企
業
減
税
あ
り
き
と
い
う

の
が
よ
く
分
か
っ
た
」

「ギ
リ
シ
ャ
の
財
政
危
機
の

原
因
の
具
体
的
内
容
の
指
摘

東
京
選
挙
区
は
大
激
戦

全
国
か
ら

期
待
の
声
が
―
―

最
後
に
志
位
委
員
長
は
「全

国
北
海
道
か
ら
、
沖
縄
ま
で
、ど

こ
に
行
っ
て
も
東
京
選
挙
区
を

必
ず
勝
た
せ
て
く
だ
さ
い
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
で

き
る
の
は
都
民
の
み
な
さ
ん
で

す
、
と
訴
え
ま
し
た
。

で
、
民
主
党
の
宣
伝
の
ウ
ソ

が
よ
く
分
っ
た
」

「東
京
選
挙
区
の
当
落
は
、
都

民
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る
と

言
わ
れ
、
そ
の
通
り
と
思
い
、

私
た
ち
の
責
任
が
重
い
ん
だ
、

頑
張
ら
な
き
ゃ
―
と
感
じ
た
」

と
の
感
想
が
こ
も
ご
も
語
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

なかなか成長しないように感じていたむす

こも、ついに 6年生。このごろめっきりたの

もしい。

格闘ごつこのすきなちびにキックのお手

本を披露。び しつとかっこよく決めたキッ

クはなかなかのもの。ふと見れば、兄さんの

丁シャツには、食べこぼ したらしい米粒が

びったり…。

ちびをお風呂に入れて、きれい

に洗ってくれます。ちびはピカピカ、

「 さすがお兄さん、ありがとうね」

とむすこを見ると、ズボンが後ろ

単純に成長だけを感 じさせない

のは、彼の才能でしょうか。たのも

しいだけでなく、たのしい日々です。

(10.7.11)

週醐書先は85506674

TEL&FAX 558‐ 0718

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。

あ
き
る
野
か
ら
も
多
数
参
加

感
動
の
言
葉
つ
ぎ

つ
ぎ
と

レ 嘲

し さ た 察 批 に せ 兵 水 た 常 現 い 抗 疑 で 丘
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に
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日
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口
の
参
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院
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一に
反
対
の
人
」

圧
党
に
‥
Ｌ
こ

で
す
。

Ｔ
秋
川
在
住

人
金
持
ち

ヘ
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絵
手
紙
／
寺
門
静
子
さ
ん
ｏ雨
間
在
住

あ
き
る
野
東
地
区

後
援
会
と
党
は
合
同

で
六
月
二
十
六
日
、

参
院
選
勝
利
に
向
け

た
交
流
集
会
を
開
き

ま
し
た
。

告
示
を
過
ぎ
て
の

市
民
と
の
対
話
の
様

子
や
山
根
議
員
の
市

政
報
告
も
加
わ
り
、

参
院
選
終
盤
に
向
け

て

桑
し
く
頑
張
う
２

う
」
と
い
う
つ
ど
い

に
な
り
ま
し
た
。

二
十
二
人
が
参
加

し
ま
し
た
。

マ
ス
コ
ミ
も
富
層
橿
書
費
も
あ
っ
た
か
　
蕎
麦
湯

金
薔
と
貫
口
仕
分
け
識
が
し
た

蕎
麦
湯

正
舗
は
ｎ
つ
も
螢
け
な
ｎ
継
け
な
ｎ

控
顧
坊

日
主
党
狙
ｎ
仲
間
は
自
日
党

撲籍
坊

言

gil.Cal●

φ
呻
『覇
癬輛
峰羅
鞣
『

カ
テ
キ
ン
の
甘
き
の
ど
ご
し
新
茶
く
む

（照
代
）

十
薬
や
い
つ
も
の
猫
が
塀
の
上
　
　
　
　
　
な
め
く
じ
ら
夜
明
け
に
赤
い
花
を
食
べ

い
　
　
　
　
　
　
　
（淑
子
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（か
ほ
る
）

新
茶
滝
れ
湯
呑
揃

へ
る
手
の
軽
し
　
　
香
り
立
つ
白
磁
の
湯
飲
新
茶
か
な

（富
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（勝
代
）

帰
り
路
の
ひ
と
し
お
の
雨
五
月
闇
　
　
厨
ご
と
終
へ
て
だ
ん
ご
と
新
茶
か
な

（る
り
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（静
子
）

夏
蝶
や
茶
店
に
銀
の
卓
と
椅
子
　
　
　
酒
樽
の
空
の
三
つ
や
祭
終

ヘ

（
つ
や
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（秀
治
）

□ 史図 訪 ∈D番外編・一支国の道跡②

三
世
紀
末
、五日
の
陳
寿
が
撰
し
た
三
国
志
の
う
ち
魏
書
東
夷
伝

の
末
尾
に
あ
る
倭
人
の
項
を
「魏
志
倭
人
伝
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

倭
人
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
最
古
の
資
料
と
し
て
価
値
は
高

い
の
で
す
が
、伝
間
の
誤
り
・誇
張
・誤
字
が
あ
り
、邪
馬
台
国
へ

来
な
か
っ
た
の
で
は
と
い
う
疑
い
も
あ
り
ま
す
。
一
支
国
も
原
典

で
は
一
大
国
と
記
さ
れ
て
い
て
、明
ら
か
な
間
違
い
と
云
わ
れ
ま

す
。し
か
し
倭
人
の
風
俗
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
て
、入
れ
墨
ｏ

髪
形
・衣
服
・喪
礼
な
ど
、古
代
日
本
の
資
料
と
し
て
貴
重
で
す
。

邪
馬
台
国
の
道
程
で
方
向
・距
離
の
真
偽
が
不
確
か
な
た
め
、

様
々
な
行
程
説
が
論
議
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、対
馬
―
一
支
―
伊

都
―
奴
国
ま
で
は
確
実
な
行
路
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「魏
志
倭
人

伝
」
の
一
部
の
コ
ー
ス
を
紹
介
し
て
み
ま
す
。　
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余
里
四
方
で
あ
る
。
土
地
は
山
が
険
し
く
深
林
が
多
く
、道
は
細

い
獣
道
の
よ
う
で
あ
る
。
戸
数
は
千
戸
余
り
。
良
田
が
な
く
民
は

海
産
物
を
食
べ
自
活
し
て
い
る
。船
で
南
と
北
に
出
て
交
易
し
て

い
る
。
又
、
南
に
一
海
を
渡
る
。
千

里
余
り
。
フ」
の
海
を
激
滅
ご
言
う
一

支
国
に
到
着
す
る
。
フ）
」
も
大
官

を
卑
狗
、副
官
を
卑
奴
母
離
と
い

う
。
広
さ
三
百
里
四
方
。
竹
や
林

が
多
く
三
千
戸
の
家
が
あ
る
。
田

地
が
あ
る
が
耕
作
が
足
り
ず
、
や

は
り
海
で
交
易
を
し
て
生
活
を

し
て
い
る
。
一
海
を
渡
り
末
康
国

へ
（後
略
ご
（続
く
）

草
花
・木
崎
秀
治

中 留F'1です


