
1

発行：東久留米「九条の会」
連絡先：℡ 042-473-9489（鈴木）
ホームページ：http://higashikurume-9.net
メール：higashikurume9@jcom.home.ne.jp

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。
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安
倍
首

相
は
、「
日

本
国
憲
法
」

に
つ
い
て

「
占
領
下
で

ア
メ
リ
カ
に
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
」

と
言
っ
て
、
憲
法
改
正
を
自
己
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
日
本
国
憲

法
」
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
的

な
平
和
へ
の
願
い
と
人
権
の
高
ま
り
を

背
景
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
て
、

占
領
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
一
国
の
国
益

中
心
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
国
産
か
ど
う
か
を
基
準
に
す
る
な

ら
、
戦
前
の
「
大
日
本
国
憲
法
」
の
方

が
よ
ほ
ど
外
国
産
で
し
た
。
伊
藤
博
文

は
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者
に
ロ
エ
ス
レ
ル

に
条
文
を
書
か
せ
、
第
一
条
を
修
文
し

て
「
万
世
一
系
の
天
皇
之
を
統
治
す
」

と
し
た
の
が
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
で

し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
日
本
国
憲
法
」
は
、

二
度
と
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
の
意

志
と
、
個
人
の
尊
厳
を
樹
立
す
る
民
主

主
義
社
会
を
建
設
す
る
意
志
を
国
際
社

会
に
対
し
て
確
約
し
た
憲
法
で
し
た
。

そ
の
象
徴
が
９
条
で
す
。
事
実
、
戦
後

70
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
日
本
は
朝
鮮

戦
争
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
い
て
戦
争

に
協
力
し
ま
し
た
が
、
一
度
も
戦
争
を

起
こ
さ
な
い
確
約
は
守
り
通
し
て
き
ま

し
た
。
世
界
に
は
２
０
０
近
い
国
々
が

あ
り
ま
す
が
、
第
二
次
大
戦
後
、
戦
争

を
起
こ
さ
な
か
っ
た
国
は
７
か
国
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
一
つ
が
日
本
で
す
。

こ
の
事
実
が
、
憲
法
９
条
の
価
値
を
示

し
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
広
島
県
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し

た
。
広
島
県
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
で
、

憲
法
９
条
の
価
値
を
疑
う
人
は
い
な
い

で
し
ょ
う
。
私
の
父
は
戦
時
中
は
軍
隊

を
忌
避
し
て
結
核
に
罹
患
し
た
り
大
学

の
専
攻
科
（
大
学
院
）
に
進
学
し
て
戦

争
か
ら
逃
げ
続
け
ま
し
た
が
、
原
爆
直

後
に
は
自
ら
志
願
し
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
」

へ
一
か
月
間
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

入
り
ま
し
た
。「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
腐
乱

し
た
人
体
と
肉
が
焦
げ
る
臭
い
は
一
生

身
に
沁
み
つ
い
て
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た

と
語
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
母
は
、
父

親
が
軍
部
に
反
対
し
た
民
政
党
議
員
で

あ
っ
た
た
め
、
戦
時
中
は
特
高
警
察
が

常
駐
し
て
「
国
賊
」
扱
い
を
さ
れ
、
そ

の
心
理
的
負
い
目
を
抱
え
て
「
朝
日
新

聞
」の
戦
争
協
力
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の「
銃

後
の
婦
人
」
の
写
真
モ
デ
ル
ま
で
経
験

し
て
い
ま
す
。
そ
の
母
も
原
爆
直
後
の

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
親
戚
の
遺
骸
を
探
し

に
一
週
間
入
っ
て
い
ま
す
。
私
の
誕
生

そ
の
も
の
が
、
戦
争
と
原
爆
の
歴
史
を

刻
印
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
私
が
、

戦
争
に
反
対
し
、
憲
法
９
条
を
守
り
抜

く
闘
い
を
行
う
の
は
人
生
の
使
命
で
あ

り
、
責
任
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

高
校
時
代
に
最
初
に
デ
モ
に
参
加
し

た
の
も
、
平
和
へ
の
願
い
か
ら
で
し

た
。
福
山
市
の
べ
平
連
に
よ
る
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
反
対
の
小
さ
な
デ
モ
で
し

た
。
そ
の
頃
、
教
育
学
者
で
あ
る
長

日
本
国
憲
法
の
価
値
を
守
り
抜
こ
う

　
　

佐
藤　

学　
（
学
習
院
大
学
教
授
）
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「
共
謀
罪
と
は
何
か
」
②

　

前
回
の
ニ
ュ
ー
ス
発
行
の
後
、「
共

謀
法
」
は
強
行
可
決
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
世
論
調
査
で
も
国
民
の
多

く
が
「
良
く
わ
か
ら
な
い
」「
今
国

会
で
の
採
決
に
反
対
」
と
答
え
て
い

た
法
案
で
す
。
学
習
会
で
の
塚
田
さ

ん
の
話
の
続
き
で
す
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　

治
安
維
持
法
に
つ
い
て
（
続
き
）

　

１
９
４
１
年
に
治
安
維
持
法
は
改

定
さ
れ
「
国
体
変
革
」
は
結
社
で
あ

ろ
う
が
個
人
だ
ろ
う
が
、
一
切
認
め

な
い
。「
国
体
を
否
定
す
る
も
の
」

も
罰
す
る
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
。

「
変
革
」
と
「
否
定
」
は
ど
う
違
う

の
で
し
ょ
う
。
否
定
は
、
心
の
中
で

思
う
だ
け
で
も
駄
目
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
宗
教
弾
圧
、
思
想
弾
圧
に
広

が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

治
安
維
持
法
違
反
の
実
例
で
す
。

１
９
３
３
年
２
月
４
日
長
野
県
の
若

い
教
師
２
３
０
名
が
治
安
維
持
法
で

逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
昔
は
逮
捕
さ
れ

た
ら
起
訴
さ
れ
な
く
て
も
教
壇
に
は

戻
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
逮
捕
さ
れ
た
か

と
言
え
ば
、
教
師
た
ち
が
頑
張
っ
た

の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
貧
困
の
た

め
教
科
書
も
買
え
な
い
状
況
を
見
て

自
主
教
材
を
作
っ
た
の
で
す
。「
修

身
」（
道
徳
）
で
は
「
良
く
学
べ
」

と
あ
る
が
、「
何
の
た
め
に
学
ぶ
の

か
大
多
数
の
困
っ
て
い
る
人
の
た
め

に
尽
く
す
人
が
好
い
人
だ
」
と
解
説

を
つ
け
ま
し
た
。「
担
任
へ
の
注
意
」

で
は
「
児
童
に
対
し
て
行
儀
作
法
的

な
も
の
、
過
度
の
勉
強
は
絶
対
避
け

ろ
」
と
か
書
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も

の
た
め
に
こ
う
い
う
立
場
で
教
育
を

や
っ
た
の
で
す
。
若
い
教
師
た
ち
が

こ
れ
に
賛
同
し
て
い
つ
の
間
に
か

２
０
０
名
以
上
に
な
っ
た
。
こ
れ
を

逮
捕
し
た
の
で
す
。

　
　
　
宗
教
に
対
す
る
弾
圧
事
件
と
し
て
は

大
本
教
事
件
が
あ
り
ま
す
。
第
一
次

の
弾
圧
は
治
安
維
持
法
の
前
な
の
で

す
が
第
二
次
の
弾
圧
は
昭
和
十
年
で

す
。
京
都
の
綾
部
と
か
亀
岡
に
本
部

が
あ
っ
た
の
で
す
が
警
察
が
行
っ
て

「
伊
勢
神
宮
と
同
じ
よ
う
な
も
の
を

田
新
の
『
原
爆
の
子
』
と
『
ペ

ス
タ
ロ
ッ
チ
伝
』
を
読
ん
で
、
大

学
で
教
育
学
を
学
ぶ
こ
と
を
決
断

し
ま
し
た
。
戦
争
の
な
い
社
会
、

暴
力
の
な
い
社
会
、
貧
困
や
差
別

の
な
い
社
会
を
築
く
に
は
教
育
し

か
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
教
育
で
す
が
、「
日
本
国

憲
法
」
の
教
育
条
項
で
あ
る
第
26

条
は
、
も
と
も
と
の
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
原
案
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
第
25
条
の
生
存
権
も
そ
う
で

す
。
こ
の
二
つ
は
、
日
本
側
が
準

備
し
起
草
し
、
国
会
で
審
議
さ
れ

て
実
現
し
た
条
文
で
す
。
こ
の
二

つ
の
条
文
の
基
礎
は
、
戦
前
の
憲

法
で
最
も
民
主
的
と
評
価
さ
れ
る

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
求
め
ら
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、第
26
条
の「
教

育
を
受
け
る
権
利
」（
学
習
権
）は
、

第
25
条
の
生
存
権
と
つ
な
げ
て
認

識
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、こ
の「
教

育
を
受
け
る
権
利
」（
学
習
権
）は
、

「
日
本
国
憲
法
」
の
枢
軸
で
も
あ

る
個
人
の
尊
厳
を
謳
っ
た
第
十
三

条
の
「
幸
福
追
求
権
」
の
精
神
で

解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。「
幸
福
追
求
権
」
は
、
も

と
も
と
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
に
お

い
て
、
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
憲

法
に
お
い
て
成
立
し
た
人
権
思
想
で

す
。
そ
の
歴
史
的
伝
統
を
継
承
し
た

の
が
、
憲
法
の
第
十
三
条
で
す
。

　

教
育
基
本
法
は
「
教
育
の
目
的
」

を
「
人
格
の
完
成
」
と
規
定
し
て
い

ま
す
が
、
も
と
も
と
教
育
刷
新
委
員

会
の
務
台
理
作
委
員
長
は
「
人
間
性

の
形
成
」
と
表
現
し
て
い
ま
し
た
。

田
中
耕
太
郎
文
部
大
臣
の
主
張
す
る

「
人
格
の
完
成
」
に
対
し
て
務
台
理

作
は
、
そ
の
狭

き
ょ
う
あ
い隘

さ
に
憤
っ
て
委
員

長
を
辞
職
し
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

私
も
同
様
の
意
見
を
持
っ
て
い
ま

す
。
教
育
の
目
的
は
、
憲
法
第
十
三

条
の
「
幸
福
追
求
権
」
と
第
二
十
五

条
の
「
生
存
権
」
の
実
現
に
求
め
ら

れ
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、「
日
本
国
憲
法
」
は
、
国
際

的
な
憲
法
の
歴
史
の
最
先
端
の
思
想

を
表
現
し
て
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
子

ど
も
た
ち
の
将
来
と
日
本
社
会
の
未

来
の
た
め
に
、
そ
の
価
値
を
守
り
抜

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

↖
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作
り
や
が
っ
て
」
と
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト

で
全
部
壊
し
た
の
で
す
。
も
う
一
つ

の
例
は
、
創
価
教
育
学
会
の
当
時
の

牧
口
会
長
が
伊
勢
神
宮
の
お
札
を
祀

る
こ
と
を
拒
否
し
て
逮
捕
さ
れ
獄
死

し
ま
し
た
。

　

治
安
維
持
法
に
よ
る
逮
捕
者
は

数
十
万
人
に
上
り
ま
す
。
送
検
者

が
７
万
人
、
起
訴
さ
れ
た
の
が

６
５
５
０
人
で
す
。

　

治
安
維
持
法
は
戦
前
日
本
の
い
ろ

い
ろ
な
運
動
を
つ
ぶ
す
の
に
最
も
大

き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。「
共

謀
法
」
は
こ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

法
律
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
す
。

　

監
視
社
会
の
問
題

　

２
０
１
３
年
に
ス
ノ
ー
デ
ン
と
い

う
人
が
暴
露
し
ま
し
た
。
本
を
書
い

て
い
ま
す
。
彼
は
「
９
・
11
以
来
社

会
は
一
変
し
た
。
テ
ロ
対
策
と
名
が

つ
け
ば
あ
ら
ゆ
る
監
視
が
許
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
Ｎ
Ｓ
Ａ
（
ア

メ
リ
カ
国
家
情
報
局
）
は
日
本
語
の

メ
ー
ル
や
電
話
も
す
べ
て
傍
受
し
て

い
る
」
と
い
う
の
で
す
。「
フ
ラ
ン

ス
で
は
テ
ロ
対
策
と
し
て
、
す
べ
て

の
携
帯
電
話
な
ど
も
傍
受
す
る
法
律

を
作
っ
て
い
る
が
、
相
次
ぐ
テ
ロ
事

件
を
防
げ
て
い
な
い
」「
大
量
監
視

は
テ
ロ
に
対
し
て
無
能
な
だ
け
で
な

く
ア
メ
リ
カ
の
軍
産
複
合
体
は
、
軍

監
視
情
報
産
業
複
合
体
に
な
っ
て
き

た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

国
家
に
よ
る
個
人
の
監
視
は
ど
こ

か
ら
始
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
ア
ジ

ア
で
は
１
９
１
０
年
代
中
国
に
乗
り

込
ん
だ
日
本
が
中
国
人
を
識
別
す
る

た
め
に
指
紋
を
使
い
始
め
ま
し
た
。

指
紋
は
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
や
南
ア

フ
リ
カ
で
原
住
民
識
別
の
た
め
に
使

い
ま
し
た
。
日
本
本
土
の
朝
鮮
人
に

は
共
和
手
帳
を
持
た
せ
て
監
視
し
ま

し
た
。
国
民
に
は
と
な
り
組
を
作
ら

せ
て
監
視
さ
せ
た
の
で
す
。
戦
後
憲

法
が
で
き
ま
し
た
が
、
外
国
人
登
録

証
は
必
ず
持
て
と
か
、
指
紋
押
捺
は

必
ず
さ
せ
る
と
か
で
在
日
朝
鮮
人
を

苦
し
め
ま
し
た
。
民
主
化
闘
争
で

や
っ
と
廃
止
さ
せ
ま
し
た
。

（
以
下
、
個
人
の
人
権
に
つ
い
て
日

本
国
憲
法
と
、
自
民
党
憲
法
草
案
の

話
し
、
最
近
の
裁
判
所
判
決
の
話
し

や
質
疑
等
が
あ
り
ま
し
た
が
割
愛
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
鈴
木
）

◆
キ
リ
ス
ト
者
九
条
の
会

　
岸
亮
夫
（
東
久
留
米
キ
リ
ス
ト
者

　
　
　
　
　
　

九
条
の
会
共
同
代
表
）

　

毎
年
行
っ
て
お
り
ま
す
キ
リ
ス
ト

者
九
条
の
会
講
演
会
。
今
年
は
４
月

29
に
成
美
教
育
文
化
会
館
で
、
板
橋

徳
丸
町
キ
リ
ス
ト
教
会
牧
師
、
朝
岡

勝
師
を
お
迎
え
し
、「
い
ま
求
め
ら

れ
る
告
白
と
抵
抗
」
い
う
テ
ー
マ
で

講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
テ
ー
マ
は
専
門
的
な
も
の 

に
見
え
ま
す
が
、
告
白
と
抵
抗
は
キ

リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
一
番
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
問
題
で
す
。
つ
ま
り
70
数

年
前
に
あ
っ
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
に

対
し
て
の
弾
圧
（
信
仰
者
ば
か
り
で

は
な
く
、
政
治
的
な
弾
圧
も
）
が
激

し
さ
を
増
し
て
い
た
時
代
。
こ
れ
を

思
い
返
し
て
今
に
問
い
直
し
て
考
え

よ
う
と
言
う
事
で
す
。
そ
れ
は
、
今

の
現
実
を
見
て
も
分
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
数
々
の
諸
問
題
を
提
起
し
て
い

る
政
権
を
見
過
ご
し
に
は
出
来
ま
せ

ん
。
今
一
度
キ
リ
ス
ト
者
の
み
な
ら

ず
、
多
く
の
人
た
ち
が
現
実
か
ら
目

を
背
け
る
こ
と
な
く
立
ち
向
か
っ
て

行
き
た
い
も
の
で
す
。

◆
西
部
九
条
の
会　

 

 　

西
部
九
条
の
会
で
は
、
６
月
11

日
（
日
）
に
「
映
像
で
見
る
監
視
社

会
」
の
つ
ど
い
を
行
い
、
約
20
名
が

参
加
し
ま
し
た
。

　
「
共
謀
罪
」
が
国
会
で
審
議
さ
れ
、

国
民
生
活
に
多
大
な
影
響
が
心
配
さ

れ
る
中
で
、監
視
社
会
が
「
共
謀
罪
」

と
密
接
な
関
係
に
な
る
た
め
、「
映

像
で
見
る
監
視
社
会
」（
フ
ラ
ン
ス

制
作
）の
実
態
と
塚
田
先
生
か
ら「
共

謀
罪
に
つ
い
て
」
の
学
習
を
行
い
ま

し
た
。

　

映
像
は
監
視
社
会
が
す
す
ん
で
い

る
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
自

由
な
暮
ら
し
が
民
主
主
義
の
基
本
で

あ
り
、
人
々
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵

害
し
て
監
視
さ
れ
る
の
が
許
さ
れ
る

の
か
」、「
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
に

は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
て
も

や
む
を
得
な
い
」、「
監
視
社
会
は
住

民
が
互
い
に
監
視
し
あ
う
」
な
ど
の

実
態
が
映
し
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る

「
共
謀
罪
」
に
大
き
な
問
題
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
参
加
者
で
意

見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
野
）
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「
基
本
的
人
権
」
11
・
12
・
13
条

　

日
本
国
憲
法
の
中
心
の
「
国
民
の

権
利
」
が
、
自
民
党
改
憲
案
で
ど
う

変
わ
る
の
か
見
て
み
ま
す
。

　

傍
線
は
改
定
部
分
。
ゴ
シ
ッ
ク
は

自
民
党
が
実
質
的
な
改
定
事
項
と
し

て
い
る
部
分
で
す
。

　
　
　
　
　
　

＊

（
基
本
的
人
権
の
享
有
）

第
十
一
条　

国
民
は
、
す
べ
て
の
基

本
的
人
権
を
享
有
す
る
。
こ
の
憲
法

が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権

は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の

権
利
で
あ
る
。

（
国
民
の
責
務
）

第
十
二
条　

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保

障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の

不
断
の
努
力
に
よ
り
、
保
持
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
は
、
こ
れ

を
濫
用
し
て
は
な
ら
ず
、
自
由
及
び

権
利
に
は
責
任
が
及
び
義
務
が
伴
う

こ
と
を
自
覚
し
、
常
に
公
益
及
び
公

の
秩
序
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
人
と
し
て
の
尊
重
等
）

第
十
三
条　

全
て
国
民
は
、
人
と
し

て
尊
重
さ
れ
る
。
声
明
、
自
由
及
び

幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に

つ
い
て
は
、
公
益
及
び
公
の
秩
序
に

反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国

政
上
の
上
で
、
最
大
限
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

紙
面
の
都
合
で
現
行
憲
法
を
載
せ

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
ぜ
ひ
読
み
比
べ
て

く
だ
さ
い
。

　

一
読
し
て
目
立
つ
の
は
第
十
三
条

で
個
人
を
人
に
書
き
換
え
て
い
る
こ

と
で
す
。

　

個
人
と
し
て
尊
重
と
、
人
と
し
て

尊
重
で
は
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ

う
。
こ
こ
が
実
は
憲
法
の
核
心

0

0

の
部

分
で
す
。
憲
法
は
そ
も
そ
も
、
権
力

が
国
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
、
国
民
に
対
し
て
「
こ

こ
ま
で
は
自
由
で
す
よ
、
保
障
し
ま

す
よ
」と
い
う
約
束
な
の
で
す
。「
個

人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
い
う
の

は
、（
国
ま
た
は
公
務
員
は
）
国
民

を
一
人
一
人
違
う
価
値
観
を
持
っ
た

人
間
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
意
味

な
の
で
す
。
そ
れ
が
「
人
」
に
変
え

ら
れ
る
と
、
一
人
一
人
違
う
個
性
や

価
値
観
を
持
っ
た
個
人
と
し
て
で
は

な
く
、
イ
ヌ
、
サ
ル
な
ど
と
は
違
う

ヒ
ト
と
い
う
種
類
と
し
て
の
分
類
に

変
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
言

え
ば
、
国
、
公
務
員
は
国
民
の
個
性

や
価
値
観
を
持
っ
た
個
人
と
し
て
は

尊
重
し
な
く
て
よ
い
と
も
読
め
る
の

で
す
。
こ
れ
は
人
権
の
核
心
の
部
分

で
す
。

　

二
番
目
に
公
益
、
公
の
秩
序
に
よ

る
人
権
の
制
限
が
大
き
な
問
題
で

す
。
こ
の
公
益
や
公
の
秩
序
と
い
う

言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
の
記
述
が

な
く
あ
い
ま
い
で
す
。
時
の
政
府
な

ど
の
考
え
で
ど
う
に
で
も
決
め
ら
れ

る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
憲
法
改
定
さ

れ
て
い
な
い
現
在
で
も
す
で
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
日
米
同
盟
は
大
切
だ
。
米
軍
の

求
め
る
沖
縄
の
基
地
は
公
益
上
必
要

だ
」
と
い
う
論
理
で
政
府
は
沖
縄
の

基
地
を
存
続
さ
せ
、
県
民
が
反
対
す

る
新
基
地
建
設
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
沖
縄
県
民
の
「
生
命
、

自
由
、
幸
福
追
求
の
権
利
」
は
侵
害

さ
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

政
府
の
論
理
を
憲
法
に
書
き
込
も

う
と
す
る
の
が
自
民
党
憲
法
草
案
の

大
き
な
ね
ら
い
と
い
え
ま
す
。

（
ご
意
見
ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。）

higashikurum
e9@
jcom

.hom
e.ne.jp

　お知らせ

東久留米「九条の会」12 周年のつどい　開催！
2017 年 11月 26日（日）13:30 開演（開場 13:00）
まろにえホール（東久留米市生涯学習センター）

講演：伊藤真さん（法学館憲法研究所所長、弁護士）
★オープニングには二本松はじめさんとまどかまるこ
さん（ヴァイオリン）の歌と演奏。乞うご期待です！
　講演内容についてはまだ検討中です。憲法を無視した
決議が次々と通り、憲法 9条を変えずに、自衛隊を明記
した 3項を追加する話まで出てきました。今こそ九条の
会の存在が重要になってきます。

映画「母―小
林多喜二の母
の物語」
10 月 6 日
① 14：30
② 19：00
前売り一般
1000 円

（当日1100円）
高校生以下・
障がい者500円

成美教育文化会館・グリーンホール
映画「母」上映実行委員会

問い合わせ042-478-3266（大山）


