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東久留米「九条の会」ニュース

　  　　日本国憲法　第 9条
①日本国民は、正義と秩序を基調とす
る国際平和を誠実に希求し、国権の発
動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段
としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍
その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

　

去
る
六
月
八
日
、
東
久
留
米
九
条
の

会
代
表
の
古
田
足
日
さ
ん
が
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。
副
代
表
の
佐
野
正
利
さ
ん
の

逝
去
に
続
く
訃
報
で
し
た
。
あ
ら
た
め

て
お
二
人
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

憲
法
を
こ
わ
す
安
倍
内
閣

七
月
一
日
、
安
倍
内
閣
は
集
団
的
自

衛
権
を
容
認
す
る
閣
議
決
定
を
行
い
ま

し
た
。
マ
ス
コ
ミ
も
「
戦
後
防
衛
政
策

の
転
換
」
と
報
じ
、
重
大
な
国
の
方
向

転
換
と
い
う
見
か
た
を
し
て
い
ま
す
。

多
く
の
人
が
批
判
の
声
を
あ
げ
た

り
、
不
安
を
表
し
て
い
ま
す
。
九
条
の

会
も
ア
ピ
ー
ル
を
出
し
「
憲
法
九
条
を

破
壊
す
る
も
の
」「
戦
争
す
る
国
づ
く

り
を
許
さ
な
い
行
動
を
」
と
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。
多
く
の
世
論
調
査
も
こ
の

閣
議
決
定
に
反
対
の
世
論
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。

や
り
方
が
お
か
し
い

一
番
批
判
が
大
き
い
の
は
、
憲
法

九
条
の
よ
う
な
日
本
の
憲
法
の
中
心
点

を
憲
法
改
正
と
い
う
手
続
き
を
せ
ず
、

一
内
閣
の
決
定
で
解
釈
変
更
す
る
と
い

う
乱
暴
さ
や
姑
息
さ
に
対
し
て
で
す
。

こ
れ
は
政
府
を
縛
る
と
い
う
憲
法
の
目

的
、
主
旨
を
自
ら
破
壊
す
る
こ
と
だ
か

ら
で
す
。
専
制
独
裁
者
が「
憲
法
停
止
」

を
宣
言
す
る
の
と
同
じ
で
す
。
現
代
社

会
で
は
到
底
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

理
屈
は
戦
前
と
同
じ

閣
議
決
定
で
は
、
集
団
的
自
衛
権
行

使
は
、「
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸

福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
脅
か
さ
れ

る
明
白
な
危
険
が
あ
る
場
合
」
最
小
限

度
の
実
力
行
使
は
、
許
容
さ
れ
る
、
と

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
場
合

は
日
本
が
攻
め
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、

外
国
の
軍
な
ど
と
戦
争
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
し
て
い
る
の
で
す
。
国
会
審

九条の樹 2014 年 8 月
51

議
で
、
安
倍
首
相
は
「
ホ
ル
ム
ズ
海
峡

を
機
雷
で
封
鎖
さ
れ
る
と
、
石
油
が
入

ら
な
く
な
る
か
ら
、
国
民
生
活
に
死
活

的
な
影
響
が
出
る
の
で
、
機
雷
を
除
去

す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
」
旨
の
発
言

を
し
て
い
ま
す
。

外
国
で
の
色
々
な
他
国
の
行
動
が
、

国
民
生
活
に
死
活
的
影
響
を
与
え
る
と

勝
手
に
判
断
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
戦
前
「
満
蒙
は
日
本
の
生

命
線
」
と
言
っ
て
、
軍
事
行
動
拡
大
を

合
理
化
し
た
の
と
同
じ
論
理
で
、
と
て

も
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
（
東
久
留
米
九
条
の
会
事
務
局

          　
　
　
　
　
　

鈴
木
信
太
郎
）

許
さ
れ
ぬ
安
倍
閣
議
決
定

許
さ
れ
ぬ
安
倍
閣
議
決
定

※
東
久
留
米
「
九
条
の
会
」
で
は
、
九

条
の
会
の
請
願
署
名
「
集
団
的
自
衛
権

行
使
は
海
外
で
戦
争
を
す
る
こ
と
で
あ

り
、
平
和
憲
法
の
破
壊
で
す
。
憲
法
９

条
を
守
り
、
生
か
し
て
く
だ
さ
い
」
に

取
り
組
み
ま
す
。
署
名
用
紙
は
、
九
条

の
会
世
話
人
ま
で
お
持
ち
い
た
だ
く

か
、９
月
６
日
の
『
９
周
年
の
つ
ど
い
』

の
会
場
で
、
回
収
、
集
約
し
ま
す
。
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障
害
者
権
利
条
約
（
以
下
、
権
利

条
約
）
が
２
０
０
６
年
12
月
に
国
連

総
会
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、

２
０
０
８
年
５
月
に
20
か
国
の
批
准

に
よ
り
発
効
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

時
点
で
日
本
は
署
名
を
し
た
も
の
の

批
准
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

憲
法
28
条
２
項
で
は
「
日
本
政
府
が

締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国

際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」、
こ
れ
は

権
利
条
約
が
「
憲
法
の
下
、
一
般
法

の
上
」
と
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
権

利
条
約
に
合
わ
な
い
一
般
法
は
改
正

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た

め
、
日
本
政
府
と
障
害
者
団
体
は
７

年
間
か
け
て
障
害
者
虐
待
防
止
法
、

障
害
者
基
本
法
改
正
、
障
害
者
雇
用

促
進
法
及
び
障
害
者
差
別
解
消
法
を

整
備
し
て
、
２
０
１
３
年
12
月
に
国

会
で
可
決
し
２
０
１
４
年
１
月
19
日

に
批
准
を
し
ま
し
た
。

　

権
利
条
約
は
、
障
害
の
あ
る
人
の

特
別
の
権
利
を
謳
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
障
害
を
有
し
な
い

他
の
市
民
と
同
等
の
権
利
が
持
て
る

よ
う
に
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
条
約
文
に
は
「
他
の

者
と
の
平
等
」
に
つ
い
て
、
35
ヵ
所

で
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

憲
法
は
、
国
の
権
力
が
暴
走
し
て

国
民
の
権
利
を
侵
さ
な
い
よ
う
に
権

力
者
を
縛
る
た
め
の
法
律
で
、
立
憲

主
義
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
理

念
の
下
に
基
本
的
人
権
、
恒
久
平
和

が
憲
法
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
権
利
条
約
も
多
く
の
条
項
が
憲

法
の
中
で
示
さ
れ
て
お
り
、
60
年
前

に
作
ら
れ
た
憲
法
は
現
在
の
課
題
を

示
唆
し
て
い
る
素
晴
ら
し
い
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。（
①
教
育
：
憲
法
26
条
、

権
利
条
約
24
条
、
②
労
働
：
憲
法
27

条
、
権
利
条
約
27
条
、
③
健
康
で
文

化
的
な
生
活
：
憲
法
25
条
、
権
利
条

約
25
条
、
26
条
、
30
条
、
④
政
治
：

憲
法
15
条
、
権
利
条
約
29
条
）

　

こ
の
条
約
で
は
、
障
害
の
あ
る
人

は
社
会
の
一
員
と
し
て
す
べ
て
の
基

本
的
人
権
を
完
全
か
つ
平
等
に
享
受

し
、
固
有
の
尊
厳
を
有
す
る
権
利
の

主
体
で
あ
る
こ
と
を
国
際
的
に
確
認

し
て
い
ま
す
。

　

権
利
条
約
の
批
准
が
成
っ
た
今
、

こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
何
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

き
ょ
う
さ
れ
ん
の
多
田
事
務
局
長

は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。

「
消
費
税
の
増
税
や
、
日
本
の
社
会

保
障
が
自
己
責
任
を
強
調
し
て
次
々

と
切
り
崩
し
が
は
か
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
と
く
に
制
度
の
遅
れ
が

先
進
諸
国
間
に
お
い
て
も
他
の
社
会

保
障
分
野
の
階
層
と
比
べ
て
も
い
ち

じ
る
し
い
。障
害
分
野
に
お
い
て
は
、

権
利
条
約
を
も
と
に
、
わ
が
国
の
障

害
関
連
法
律
の
見
直
し
を
は
か
り
、

条
約
の
水
準
へ
の
引
き
上
げ
を
求
め

て
い
く
運
動
が
大
切
で
す
。
批
准
し

た
か
ら
と
い
っ
て
制
度
が
自
然
に
良

く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
、
他
の
分
野
で
の
条
約
批
准
後
の

状
況
を
み
て
も
明
ら
か
で
す
。
障
害

関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
広
範

な
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
権
利
条
約
の

理
解
・
共
感
し
て
も
ら
い
、
応
援
の

輪
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

あ
た
り
ま
え
に
学
び
、
働
き
、
自

ら
選
べ
る
く
ら
し
の
実
現
は
、
障
害

の
有
無
に
関
わ
ら
ず
す
べ
て
の
人
の

当
然
の
権
利
で
す
。
障
害
の
あ
る
す

べ
て
の
人
び
と
が
、
他
の
市
民
と
同

じ
よ
う
に
当
然
の
権
利
を
成
し
得
て

い
け
る
よ
う
な
社
会
や
地
域
を
つ

く
っ
て
い
く
た
め
に
、
多
く
の
人
た

ち
と
手
を
つ
な
い
で
と
も
に
運
動
を

進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。」

障
害
者
権
利
条
約
と
日
本
国
憲
法

前
沢
・
南
町
９
条
の
会

矢
澤
健
司
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安
倍
政
権
は
矢
継
ぎ
早
に
教
育

「
改
革
」
策
を
打
ち
出
し
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
も
彼
が
第
一
次
政
権

の
と
き
に
改
定
し
た
教
育
基
本
法

（
二
〇
〇
六
年
）
を
も
と
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
自
民
党
が
め
ざ
す
改
憲

の
先
取
り
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま

す
。
改
定
基
本
法
は
「
徳
目
」
を

二
十
も
盛
り
込
み
、
国
が
教
育
に
責

任
を
持
っ
て
行
う
こ
と
を
規
定
し
て

お
り
、
時
の
政
権
が
思
う
が
ま
ま
の

教
育
を
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

安
倍
首
相
が
第
二
次
政
権
の
座
に

つ
い
て
、
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
が
道

徳
教
育
の
強
化
で
す
。
道
徳
を
教
科

に
「
格
上
げ
」
し
、
教
科
書
を
つ
く

り
、
子
ど
も
の
道
徳
力
を
な
ん
と
評

価
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

道
徳
の
教
科
書
が
で
き
る
ま
で
、

「
心
の
ノ
ー
ト
」
を
や
め
て
、
文
科

省
が
編
集
し
た
『
私
た
ち
の
道
徳
』

と
い
う
準
教
科
書
を
今
年
か
ら
小
中

学
生
に
配
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は

「
国
を
愛
す
る
心
」「
節
度
節
制
」「
社

会
秩
序
と
規
律
」
な
ど
が
盛
ら
れ
て

い
ま
す
。
改
定
基
本
法
に
あ
る
「
国

を
愛
す
る
心
」
や
「
公
共
の
精
神
」、

自
民
党
の
改
憲
草
案
に
う
た
わ
れ
て

い
る
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」
な
ど

が
先
取
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

教
科
書
も
国
家
統
制
が
強
ま
り
そ

う
で
す
。
近
現
代
史
で
通
説
が
な
い

事
項
は
そ
れ
を
明
示
す
る
、
政
府
見

解
や
最
高
裁
判
例
に
基
づ
く
記
述
に

す
る
な
ど
と
定
め
ま
し
た
。
そ
し
て

教
育
基
本
法
に
従
わ
な
い
教
科
書
は

不
合
格
と
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

す
で
に
、
尖
閣
諸
島
や
竹
島
に
つ

い
て
は
、
政
府
見
解
に
従
い
「
日
本

国
固
有
の
領
土
」
と
明
記
し
た
教
科

書
が
増
え
て
い
ま
す
。
自
民
党
内
に

は
「
南
京
事
件
は
ね
つ
造
と
書
か
せ

る
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
と
ん
で
も
な
い
歴
史
ね

つ
造
発
言
で
す
。
第
二
次
大
戦
で
ア

ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
多
大
な
被
害
を

与
え
た
日
本
の
加
害
責
任
を
否
定
し

よ
う
と
す
る
考
え
は
根
強
く
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
記
述
が
増
え
れ
ば
ア

ジ
ア
近
隣
諸
国
と
の
平
和
友
好
は
ま

す
ま
す
結
べ
な
く
な
り
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
制
度
も
変
わ
り
ま

す
。
教
育
委
員
会
は
戦
前
の
教
育
制

度
の
反
省
に
立
ち
、
国
家
の
統
制
を

受
け
ず
、
住
民
自
治
に
よ
る
教
育
を

行
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で

す
。
教
育
委
員
は
住
民
に
よ
る
選
挙

で
選
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
の
公
選

制
が
一
九
五
六
年
に
廃
止
さ
れ
、
首

長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
教
育
委
員

を
選
任
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
改
定
で
は
、
首
長
に
一

層
実
権
を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。
教
育
委
員
長
と
教
育
長
を
一
体

化
さ
せ
た
「
新
教
育
長
」
を
首
長
が

議
会
の
同
意
を
得
て
任
免
し
、
首
長

主
導
の
「
総
合
教
育
施
策
会
議
」
を

設
け
て
大
綱
的
な
教
育
方
針
を
つ
く

り
、
教
育
委
員
会
は
そ
れ
に
基
づ
い

て
行
政
を
行
う
な
ど
と
い
う
も
の
で

す
。こ

れ
に
よ
っ
て
、
首
長
が
思
う

が
ま
ま
の
教
育
を
行
う
こ
と
が
可
能

に
な
り
ま
す
。
戦
争
の
加
害
責
任
を

否
定
す
る
「
つ
く
る
会
教
科
書
」
を

採
択
し
た
り
、
六
三
制
を
や
め
て

五
四
制
な
ど
の
制
度
に
変
え
た
り
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

改
定
基
本
法
に
は
「
国
を
愛
す

る
心
」
の
育
成
と
と
も
に
「
他
国
を

尊
重
し
、
国
際
社
会
の
平
和
と
発
展

に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
」
と
う
た

わ
れ
て
い
ま
す
。
安
倍
首
相
は
こ
の

後
半
の
文
言
を
集
団
的
自
衛
権
行
使

に
参
加
す
る
「
人
づ
く
り
」
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
国
際
平
和

に
尽
く
す
人
を
育
て
る
に
は
、
憲
法

九
条
の
精
神
を
し
っ
か
り
子
ど
も
た

ち
に
学
ば
せ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。

改
憲
と
連
動
し
た
安
倍
教
育
政
策

矢
倉
久
泰
（
滝
山
）
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憲
法
九
条
に

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
！

　

こ
の
運
動
は
神
奈
川
県
座
間
市
の

一
主
婦
が
思
い
つ
い
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
始
ま
っ
た
。

　

日
ご
ろ
子
育
て
に
追
わ
れ
て
、
何

も
平
和
運
動
や
デ
モ
な
ど
に
参
加
で

き
な
い
。
な
に
か
家
庭
に
い
て
も
出

来
る
こ
と
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
広
く
呼

び
か
け
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

　

２
０
１
２
年
に
EU
が
平
和
賞
を
受

賞
し
た
。
EU
自
体
に
は
問
題
が
あ
る

が
平
和
と
和
解
、
民
主
主
義
と
人
権

の
向
上
に
貢
献
が
理
由
だ
っ
た
。
そ

れ
な
ら
日
本
国
憲
法
に
は
受
賞
の
意

味
は
十
分
に
あ
る
。

　

早
速
署
名
活
動
を
始
め
て
一
回
目

を
オ
ス
ロ
に
送
り
、
４
月
に
委
員
会

で
受
理
さ
れ
た
。
こ
れ
は
決
定
で
は

◎東久留米「九条の会」で　検索　ホームページは随時更新中　ご意見、ご感想をお聞かせください。検索　

東久留米「九条の会」９周年のつどい開催します！
９月６日（土）14:00 開演（13:30 開場）
まろにえホール（東久留米生涯学習センター）
お話と落語：古今亭菊千代さん
二胡演奏：三浦るいさん
チケット：前売り券 800円（当日 1000 円）障がい者・大学生以下無料
「平和でなければ落語は笑ってもらえない」「またもや９条の危機が来
ているようなので、９条羽織を脱ぐことができません。」女性初の真打。
「９」の字の紋付で世界を行脚する落語家、古今亭菊千代さん。お話と
落語を大いに楽しみながら、憲法９条への思いを共にしましょう。

市
民
大
集
会

　

６
月
27
日
に
市
民
大
集
会
が
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
、
東
久
留

米
「
九
条
の
会
」
と
し
て
発
言
し
ま

し
た
。

　

集
団
的
自
衛
権
の
最
低
限
度
の
行

使
は
、「
ア
リ
の
一
穴
」
や
り
方
に

他
な
り
ま
せ
ん
。
改
憲
派
で
あ
る
小

林
節
氏
は
、「
安
倍
さ
ん
と
そ
の
お

友
達
は
憲
法
泥
棒
で
あ
り
、
少
し
盗

む
だ
け
な
ら
バ
レ
ナ
イ
と
相
談
し
て

い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

戦
争
前
に
な
ぜ
戦
争
を
止
め
ら
れ

な
か
っ
た
か
、
と
い
う
問
い
を
次
の

世
代
に
言
わ
れ
な
い
た
め
に
、
一
人

ひ
と
り
が
主
権
者
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
、
絶
対
に
あ
き
ら
め
ず
に
前
に

進
む
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
山
智
子
） 

集
団
的
自
衛
権
の

本
源
を
学
ぶ　

諏
訪
勝
久
（
小
山
・
幸
町
九
条
の
会
）

　

小
山
・
幸
町
九
条
の
会
で
は
、
７

月
５
日
、「
明
日
の
自
由
を
守
る
若

手
弁
護
士
の
会
」
か
ら
鈴
木
律
文
弁

護
士
を
招
い
て
「
憲
法
９
条
と
集
団

的
自
衛
権
」
の
テ
ー
マ
で
、
憲
法
学

習
会
を
ひ
ら
き
ま
し
た
。
当
日
は
26

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
「
こ
う
い
う
学
習
会
の
講
師
は
初

め
て
」
と
い
う
鈴
木
弁
護
士
は
、「
安

倍
内
閣
の
憲
法
違
反
に
黙
っ
て
は
い

ら
れ
な
く
な
っ
た
」
と
講
師
を
引
き

受
け
た
思
い
を
語
り
ま
し
た
。

　

学
習
会
で
は
、「
自
衛
権
」
は
二

つ
の
世
界
大
戦
の
尊
い
犠
牲
の
う
え

に
う
ち
た
て
ら
れ
た
大
切
な
「
権

利
」
で
あ
る
こ
と
、「
個
別
的
自
衛

権
」
は
そ
の
蓄
積
を
踏
ま
え
た
も
の

だ
が
、「
集
団
的
自
衛
権
」
は
、
米

ソ
の
力
の
対
決
の
自
由
を
保
障
す
る

た
め
に
生
ま
れ
た
こ
と
、
日
本
国
憲

法
は
国
連
憲
章
の
精
神
を
受
け
て
つ

く
ら
れ
、
憲
法
９
条
は
本
来
「
集
団

的
自
衛
権
」と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
、

憲
法
を
変
え
ず
に
解
釈
で
「
集
団
的

自
衛
権
」
を
認
め
る
よ
う
な
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
、
世
界
の
歴

史
を
ふ
り
か
え
り
学
び
ま
し
た
。

な
い
の
で
さ
ら
に
署
名
活
動
を
続
け

て
い
る
。
な
お
用
紙
は　

東
本
町
13

‐
６
喫
茶
室
ア
コ
ル
デ
（
４
７
３
‐

４
４
９
６
）
に
あ
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
岸
亮
夫
）

の

予告


