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※目次は 3 ページにあります。 ご自由に 
お持ちください 

 

二
十
五
万
五
千
の
家
屋
を
倒
壊
さ
せ
、
さ
ら
に
四
十
四
万
七
千
棟
を
焼
失
さ
せ
た
関
東
大
震
災
で
、
首
都
東
京
は

平
地
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
一
週
間
ほ
ど
で
私
た
ち
は
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
も

う
一
度
た
て
な
お
そ
う
と
、
気
を
取
り
な
お
し
始
め
て
い
た
。
私
た
ち
の
つ
ぶ
れ
か
け
た
家
は
、
引
き
た
お
し
、
建

て
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
日
の
午
後
、
荻
窪
駅
の
近
く
で
建
築
業
者
と
材
木
商
と
の
打
ち
あ
わ
せ
を
終

え
て
、
私
は
家
へ
帰
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。 

 

未
曾
有
の
破
壊
は
東
京
周
辺
の
い
く
つ
か
の
地
域
で
ど
う
に
も
手
の
つ
け
が
た
い
無
秩
序
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

大
異
変
が
人
び
と
の
理
性
の
平
衡
を
失
わ
せ
た
の
だ
。
最
も
野
蛮
な
不
法
行
為
ま
で
起
こ
っ
て
い
た
。 

 

も
っ
と
も
ら
し
く
歪
め
ら
れ
拡
大
さ
れ
た
恐
ろ
し
い
噂
が
、
ま
た
た
く
ま
に
、
広
く
走
り
、
朝
鮮
人
た
ち
が
反
乱

を
企
ん
で
い
る
、
あ
ち
こ
ち
の
井
戸
に
毒
を
役
げ
こ
ん
だ
、
そ
し
て
何
人
か
は
そ
の
場
で
捕
え
ら
れ
殺
さ
れ
た
と
い

う
の
だ
。
家
に
む
か
い
つ
つ
あ
っ
た
私
は
、
近
所
の
大
地
主
の
一
人
飯
田
さ
ん
の
畑
で
一
人
を
斬
首
刑
に
す
る
と
、

通
り
が
か
り
の
人
た
ち
が
話
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
。
好
奇
心
で
私
は
そ
の
私
刑
の
場
へ
と
急
い
だ
。 

 

数
分
で
私
は
そ
こ
に
い
た
。
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
い
る
。
異
常
に
張
り
つ
め
た
空
気
を
感
じ
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
ぶ
ん
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
一
人
の
朝
鮮
人
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
非
法
な
斬
首
刑
を
は

っ
き
り
見
よ
う
と
、
私
は
厚
い
人
垣
を
か
き
わ
け
て
、
最
前
列
に
ま
で
無
理
や
り
進
ん
だ
。
こ
の
男
が
捕
ら
わ
れ
た

の
は
、
た
だ
彼
が
朝
鮮
人
だ
っ
た
か
ら
だ
。 

 

こ
の
白
昼
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
目
撃
者
の
ま
え
で
一
人
の
人
間
が
殺
さ
れ
る
の
を
見
る
。
な
ん
と
い
う
衝
撃
か
。

ど
う
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
者
が
こ
の
光
景
を
傍
観
で
き
る
の
か
。
法
治
社
会
で
こ
ん
な
刑
罰
が
許
さ
れ
る
の
か
。 

 

犠
牲
者
は
地
面
に
は
だ
し
で
坐
ら
さ
れ
て
い
る
。
若
く
見
え
る
。
が
、
私
に
は
、
そ
の
背
中
し
か
見
え
な
い
。
彼

は
動
か
ず
、
じ
っ
と
静
か
に
し
て
い
る
。
逃
げ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
逃
げ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
運
命
を
あ
き

ら
め
て
い
る
の
か
。
取
り
か
こ
ん
で
立
つ
男
た
ち
の
手
に
す
る
、
に
ぶ
く
光
る
刀
が
触
れ
る
瞬
間
、
血
が
ほ
と
ば
し

る
の
を
知
っ
て
い
る
の
か
。
や
が
て
永
遠
の
瞬
間
が
き
て
、
刀
が
ひ
ら
め
き
、
無
抵
抗
の
肉
と
骨
に
落
ち
て
い
く
の

を
知
っ
て
い
る
の
か
。
私
の
心
臓
は
、
の
ど
に
ま
で
上
が
り
、
息
が
つ
ま
る
。
周
り
の
だ
れ
も
動
か
な
か
っ
た
。
こ

の
逃
れ
が
た
い
死
の
場
面
は
い
つ
終
わ
る
の
か
。
何
と
い
う
瞬
間
だ
！ 

 

反
対
が
わ
に
立
っ
て
い
る
群
集
の
な
か
に
ざ
わ
め
き
が
あ
が
っ
た
。
何
だ
ろ
う
。
厚
い
人
垣
を
か
き
か
け
て
一
人

の
女
が
出
て
き
て
、
自
警
団
の
輪
の
ま
ん
な
か
に
身
を
投
げ
だ
し
た
。
大
地
に
自
分
を
た
た
き
つ
け
る
よ
う
に
し
て
、

そ
の
朝
鮮
人
の
ま
ぢ
か
に
、
そ
の
背
中
に
よ
り
か
か
ら
ん
ば
か
り
に
坐
っ
た
。 

 

何
と
！ 

な
ぜ
！ 

ど
う
し
て
！ 

こ
の
新
た
闖
入
者
は
私
白
身
の
祖
母
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
私
の
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
、
年
老
い
て
ひ
弱
な
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
何
を
し
よ
う
と
い
う
の
か
。 

「
さ
あ
、
ま
ず
私
を
殺
し
な
さ
い
。
先
に
こ
の
老
い
ぼ
れ
た
私
を
殺
し
な
さ
い
。
こ
の
罪
も
な
い
若
者
を
殺
す
ま
え

に
、
私
を
殺
し
な
さ
い
。」
わ
め
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
そ
の
声
は
み
ん
な
に
聞
こ
え
た
。
だ
れ
も
し
ゃ
べ
ら
ず
、

だ
れ
も
動
か
な
か
っ
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
同
じ
言
葉
を
数
回
く
り
か
え
し
、
く
り
か
え
す
ご
と
に
、
ま
す
ま
す
毅

然
と
決
意
が
見
え
て
き
た
。
あ
の
威
厳
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。 

 

ほ
っ
と
し
た
こ
と
に
、
こ
の
危
機
的
な
瞬
間
は
長
く
は
つ
づ
か
な
か
っ
た
。
引
き
抜
か
れ
た
刀
は
、
血
を
流
す
こ

と
な
く
元
の
鞘
に
収
め
ら
れ
た
。
死
刑
執
行
者
た
ち
は
、
こ
の
二
人
の
坐
っ
た
ま
ま
の
老
人
と
若
者
に
背
を
む
け
る

と
、
一
人
ま
た
一
人
と
去
っ
て
い
っ
た
。
何
と
い
う
変
わ
り
よ
う
だ
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
間
に
こ
ん
な
に
従
順
で
お

と
な
し
く
な
っ
て
し
ま
う
と
は
。
ほ
っ
と
し
た
様
子
を
見
せ
た
も
の
さ
え
い
た
し
、
負
け
犬
の
よ
う
に
立
ち
去
っ
た

も
の
も
い
た
。 

 

群
集
は
去
り
、
私
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
連
れ
て
家
に
帰
っ
た
、
と
い
う
か
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
帰
ろ
う
と
い
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？ 

彼
女
は
、
も
は
や
決
意
も
威
厳
も
見
え
ず
、
普
通
の
年
寄
り
に
な
っ
て
い
て
、
私
の
わ
き
を
と
ぼ

と
ぼ
と
歩
く
の
だ
っ
た
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 
何
の
解
説
も
な
く
表
紙
に
掲
載
し
た
の
は
、
石
川
逸
子
著
『
オ
サ
ヒ
ト
覚
書 

関
東
大
震
災
編
』
（
一
葉
社
）
か
ら
の

の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
前
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

 
 

大
き
な
愛 

―

関
東
大
震
災
時
朝
鮮
人
虐
殺
に
抗
し
て 

  
 

 

京
都
在
住
の
詩
人
、
片
桐
ユ
ズ
ル
氏
か
ら
、
お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
。 

 
 

 

お
手
紙
に
よ
る
と
、
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
る
前
は
、
大
人
が
集
ま
る
と
話
題
は
関
東
大
震
災
の
こ
と
だ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
と
き
、
幼
い
ユ
ズ
ル
少
年
が
チ
ラ
と
耳
に
は
さ
ん
だ
の
は
、
白
分
の
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
片
桐
け
い
が
、

朝
鮮
人
を
肋
け
て
警
視
庁
か
ら
表
彰
さ
れ
た
と
の
こ
と
。
そ
れ
以
上
、
知
ら
な
い
ま
ま
で
い
た
と
こ
ろ
、
当
時
十
八

歳
だ
っ
た
父
、
片
桐
大
一
氏
が
、
そ
の
こ
と
を
の
ち
に
英
文
で
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

そ
し
て
、
大
一
氏
（
享
年
九
十
）
の
葬
儀
の
と
き
、
ユ
ズ
ル
氏
の
弟
、
中
尾
ハ
ジ
メ
氏
が
日
本
語
訳
し
、
コ
ピ
ー

し
て
会
葬
者
に
配
っ
た
の
だ
と
い
う
。 

 
 

 

以
下
、
そ
の
文
章
を
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

  

そ
し
て
、
片
桐
ユ
ズ
ル
氏
の
文
は
掲
載
文
章
の
後
に
さ
ら
に
続
き
、
そ
の
あ
と
に
石
川
氏
の
解
説
が
あ
る
の
で
、
そ
の

ま
ま
転
写
す
る
。 

  
 

 
 

そ
の
若
い
朝
鮮
人
は
、
後
で
大
工
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
私
た
ち
の
近
所
を
回
り
修
理
仕
事
を
し
て
い

た
の
だ
。
彼
の
名
は
ダ
ル
・
ホ
ヨ
ン
で
、
日
本
名
を
サ
カ
イ
と
い
っ
た
。 

 
 

 

何
日
も
何
週
間
も
た
ち
、
私
た
ち
は
あ
の
事
件
に
は
何
も
触
れ
ず
に
い
た
。
と
い
う
の
も
、
あ
の
恐
ろ
し
い
私
刑

の
場
面
を
思
い
出
す
の
が
怖
か
っ
た
か
ら
だ
。
何
か
月
か
た
っ
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
警
視
庁
に
出
頭
せ
よ
と
い

わ
れ
た
。
彼
女
は
そ
こ
で
人
命
救
助
に
よ
り
「
警
視
総
監
賞
」
を
受
け
た
。 

  
 

 

片
桐
ユ
ズ
ル
氏
の
手
紙
に
よ
る
と
、
氏
の
祖
母
堂
は
、
長
野
県
下
伊
那
郡
根
羽
村)

か
ら
息
子
の
大
一
さ
ん
を
連

れ
て
家
出
、
名
古
屋
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
街
頭
宣
伝
「
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
近
し
悔
い
改
め
よ
」
に
感
化
さ
れ
、
や
が

て
教
会
本
部
の
あ
る
杉
並
区
天
沼
へ
移
り
住
ん
で
い
る
。
そ
の
天
沼
の
家
へ
、
祖
母
の
母
・
片
桐
け
い
さ
ん
（
ユ
ズ

ル
氏
に
と
っ
て
は
、
ヒ
ー
バ
ー
チ
ャ
ン
）
は
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ん
と
大
き
な
勇
気
を
も
ち
、
断
固
と
し
て
、
凶
器
を
か
ざ
し
た
一
団
に
、
立
ち
向
か
わ
れ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
事
が
お
さ
ま
っ
た
ら
、
普
通
の
年
寄
り
に
な
っ
て
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
い
ら
れ
た
姿
が
目
に
浮

か
ぶ
よ
う
だ
。 

 
 

 

な
お
、
大
一
氏
が
、
英
文
で
書
か
れ
た
の
は
、
日
本
の
学
歴
は
、
高
等
小
学
校
の
み
で
、
一
挙
に
教
会
関
係
の
イ

ギ
リ
ス
の
大
学
に
留
学
し
た
た
め
、
日
本
語
で
の
自
己
表
現
は
無
理
で
あ
っ
た
と
の
こ
と 

 
 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
小
さ
な
ひ
と
の
為
し
た
大
き
な
勇
気
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
記
録
さ
れ
た
大
一
氏
に
も
敬
意
を

表
し
た
い
。 

 

※
表
紙
に
掲
載
す
る
た
め
と
は
い
え
、
原
文
を
切
り
貼
り
し
て
し
ま
っ
た
無
礼
を
石
川
氏
は
お
許
し
下
さ
る
だ
ろ
う
か
。 



【追補】 

なお、この文は石川氏の個人誌『風のたより』16 号に掲載されたものである（本書記載）。 

また、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」にも引用されている。 

先月、関東大震災 100 年を期して各地でイベントや訓練が行われた。朝鮮人・中国人虐殺についての集

まりもあったが、マスコミ（とりわけ TV）ではあまり取り上げられなかったようである。そもそも国がこの事実を

認めていないことが問題である。今年もまた小池都知事は、朝鮮人犠牲者追悼式典に対して追悼文を送付すること

をかたくなに拒んだ。このような国や自治対の姿勢からは、再び同様の悲劇が起こるのではないかと危惧する声が

上がるのも当然である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由と人権は公民館の有料化に反対します 

東大和市では、施設の補修・維持のためとして公民館の有料化の方針を示している。この方針は尾崎前市長のと

きから打ち上げられていたが、5 月の市長選で尾崎の後を引き継いで当選した和地新市長も同様の方針を表明して

いる。 

6 月議会における市長答弁では、「公民館有料化反対」を公約していた市長候補を抑え当選したのだから、その方

針は認められたかのような発言をしていた。 

しかし、対立候補は 1 人ではなかった。無所属とはいいながら「隠れ自公」の和地候補の他にも、同じく無所属

であるが自民党員の根岸候補、無所属の栁下候補の 3 名が立候補した。この中で公民館有料化反対を表明していた

のは栁下候補のみである。いっぽうの和地候補が公民館有料化の方針を公約にしていたとは、ついぞ聞いたことが

ない。 

短刀を胸に隠したまま当選し、当選するやいなや上記口実で抜き身をぎらつかせたとみるほかない。市長選では、

公民館有料化について賛否が問われたわけではない。 

市民誰でもが等しく使用できる公共施設の維持管理負担を、受益者負担といった口実で、一部とはいえ、物価高

や課税負担の増加で苦しくでいる市民に負わせることは誤りである。和地新市長のアンフェアな対応を諫める意味

でも、公民館有料化反対の声をあげなければならいない。 

 

この問題は一公民館利用者だけの問題ではない。公民館が市民であれば等しく利用できる施設であることは事実

であり、そのことが受益者負担といった理由で市民に負担を担わせることが誤りであるとしても、しかし、実際に

公民館を利用していない人からすれば、関心を持たれにくいこともまた現実であろう。その意味では市民全体の問

題にしずらい面があることも事実であり、有料化を進めたい側からすれば、目的を実現しやすい側面でもある。 

公民館有料化反対の運動は、一公民館利用料だけの問題ではなく、公共施設の維持・管理費を市民に転嫁、負担
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させるという発想そのものに反対するものでなくてはならない。公民館の有料化を許せば、上記発想のもと、図書

館・博物館、ひいては学校教育にまで有料化が波及しないとは限らない。公共施設は本来自治体が責任をもって維

持・管理すべきであるという基本的な立場を明確にしてくことが、一般的な支持を得られるかどうかのカギになる

と思われる。 

 

【以下、呼びかけチラシより】 

教育基本法第 12条に定められる社会教は「国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」（同条 1項）

ものであり、「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、

学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない」（同条２項）もの

である。 

ところが公民館の有料化は、社会教育の奨励どころか衰退を招きかねないものである。また、本来地方公共団体 

の責任において保障されなければならない施設の設置・維持・管理の一部放棄を目論み、市民にその負担を転嫁し

ようとするものと言える。（注 1） 

社会教育の振興とは裏腹に、自主的な市民活動を阻害する要因となることは確実である。結果、市民活動を含む

社会教育機会の減少は、ひいては地域社会・自治体の頽勢をもたらすこととなる。市はこのような愚策を断じてと

るべきではない。 

 

公民館有料化の根拠として受益者負担を持ち出す向きもあるが、有料化前提の我田引水と言わねばならない。 

公民館は他の施設（図書館・博物館等）同様、誰でも自由に利用できる施設である。限られた一部の市民だけで

占有している施設ではない。市民誰しもが平等に利用できる施設（＝公共施設）

であり、その故にこそ地方公共団体により責任をもって維持、運営されている。

一部とはいえこれを市民に担わせることは、地方公共団体の責任放棄であり、市

民への責任転嫁である。公民館の有料化を許せば図書館・博物館にまでその悪影

響が及ばないとも限らない。（注 2） 

自由と人権は、このような公民館の有料化に強く反対するものである。 

 

（注１）ここでいう「公民間の有料化」とは、公民館にとどまらず市民センター等も含む。 

（注２）すでに有料化されている市民会館・体育館等についても公共施設ということを考えれば同様に考えるべき

だが、この場では対応を保留とする。 

 

 

 

―東大和市は、表現の自由の侵害に関わる違法行為の再発防止をする気があるのか？― 

請願書付託先の 9.14総務委員会報告 
 

総務委員会の午前中の審査は本請願の他に以下の４つの陳情が審議された。 

 ①「健康保険証の存続を求める陳情」（東京保険医協会） 

 ②「改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の存続を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情（東

京土建一般労働組合村山大和支部） 
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 ③「消費税インボイス制度の実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情（同上） 

 ④指定管理者関係条例の違法条項の改正を求める陳情 

 

いづれも重要な陳情だったが、午前中の審議時間の約半分を本請願の審議に費やしたことは、本件が請願である

ことに加え、議員の関心が高い（とりわけ市の対応に関し）案件であったと評価できる。ただその関心がどちら（批

判的か迎合的）かで対応が分かれた。いずれにせよ、そのため市側の答弁からも彼らなりの理屈と混乱が見て取れ

ることができた。 

 

はじめに尾崎利一紹介議による請願の説明があり、あわせて請願者からの以下の意見表明があったことが伝えら

れた。 

「市長はこのような請願が提出されることを恥だと思わねばならない。司法から違法性を指摘され、損害賠償を

命じられたにもかかわらず、謝罪さえせず、関係者についてはお構いなしとは、違法性そのものを認めてはいない

ということに他ならない。行政のトップの態度として嘆かわしいことだ。」 

 

以下、請願人として気になったことを２点ほど上げておきたい。 

「二審で一部敗訴」という点に関して市側の論拠は賠償金が（1）10 万円から１万円に減額されたこと、（2）訴

訟費用が 1/10 が被告の負担となった（一審では訴訟費用は原告負担）ことをあげていた。（松本副市長はこれに加

えて地裁で勝訴、高裁で一部敗訴との趣旨を述べ、総務部長からたしなめられていた。） 

しかし、これはおかしい。（1）について被告の側から言うならば、「根幹では敗訴ではあるが一部勝訴の部分もあ

る」（原告から言えば「勝訴であるが一部敗訴の部分もある」）であろうし、（2）は被告の側から言えば「敗訴の一

部」（原告の側からは「勝訴の一部」と言いえなくもない）である。 

つまり「一部敗訴」と言えるのは原告のみであって、判決の根幹である行政手続法違反が指摘され、損害賠償が

命じられた被告・東大和市にとっては基本的に敗訴であり、（1）を取り上げて「一部勝訴」と言えなくもないが、

「一部敗訴」はあり得ない。これを「一部敗訴」など強弁し、全体的には勝訴しているようなイメージを振りまく

ことは、意図的な事実の歪曲である。 

あるいはまた、このように解釈することもできなくはない。すなわち（1）と（2）を比べ、（1）は勝訴だが、（2）

は敗訴なので「一部敗訴」と表現した。 

しかし、判決の根幹において敗訴は決定的なのだから、こんな些末な部分のみ取り上げて「一部敗訴」というこ

と自体がそもそも間違っている。これは苦し紛れの言い訳でしかない。 

※民事訴訟法第 64 条に「一部敗訴」という語句は用いられている。 

「一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により

当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。」 

これは同法第 61 条「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」を受けてのものと解釈できるが、このことをも

って、市側は「一部敗訴」と主張しているのではないかとも推察できる。しかし、形式的にそう主張することはあ

り得ても、行政行為が違法と断罪され、そのことによる損害賠償が命じられていることを考えれば、本件判決を実

質的に「一部敗訴」とすることには無理があろう。 

 

謝罪、処分、事実の公表（市は、処分に変えて「指導」といい、二審判決を真摯に受け止め「公民館の適切な運
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営につとめる」と言い逃れる。）これを行わない根拠として、原告が訴えたのは損害賠償のみであって、判決も謝罪

と公表まで求めていないということをあげている。つまり「判決に書かれていないことは一切やらなくていいのだ」

と言っているに等しい。 

しかし本請願で求めていることは、東大和市が違法処分を行い、損害を一般市民

に与えた加害者であるということであり、加害者が被害者に謝罪するのは当然のこ

と、その当然のことを求めているに過ぎない。本請願を不採択にした議員や、役人

たちは親に教えてもらわなかったのか、間違ったことをしたら「ごめんなさい」と

謝ることを。しかも本件は表現の自由に関わる重大な事態である。 

なるほど、その故にこそ本請願を不採択にする理由があったのだろう。役人にと

っては「些細なことと見せかけて何もなかったことにしたい」というのが本音であ

り、そう考えれば理解できないこともない。 

 

不採択議員は役人の意向に迎合したという意味でかなり罪深い。中でも立憲国民クラブの大后治雄議員は許せな

い振る舞いをした。 

大后議員の意見は何度聞いてもわからない。被告東大和市には請願 3 項目を履行する義務はないという主張なの

か、あるいは原告が賠償項目に謝罪や処分を求めなかったことが悪いと言っているのか、これらのことを明確に示

さぬまま、「総合的に判断して」賛成しないと言っている。結局、市側の主張「判決文にないから義務はない」を認

めるような判断だ。大后議員の頭の中には表現の自由に関する問題意識も、市に確実な再発防止を求めると

いう認識もないのか。 

もし大后議員が賛成していれば採択に持ち込めた。そう考えるならば、大后議員の対応は極めて不適切で

あり、反省と再考を求めたい。 

 

結論が最後になってしまったが、採決の結果は以下のとおり。 

  【賛成】上林議員（共産）・中野議員（やまとみどり）・高峰議員（維新） 

  【反対】中間議員（公明）・東口議員（公明）・蜂須賀議員（自民）・大后議員（立憲国民） 

 

傍聴には立川市の市民グループの方が来てくれたが、残念ながら地元は私のみ。ネット中継で見ていてくれたと

信じたいが、やはりリアル参加が望ましい。あとは東京土建の関係者らしき人が３名ほど見られた。 

本会議の予定は定例会：9 月 25 日（月）である。 

 

 

新型コロナワクチンについて 

前号で新型コロナに感染したことを報告したら、ある方からメールをいただいた。「感染したそうです

ね。でも、ワクチンに頼らなかったので、本来の自己免疫力が高まったと思います。お大事に！」と。そ

うなんだ、確かに自己免疫反応によって本来の抗体がつくられたと言えるのだろう。 

ぼくはこれまで、一度も新型コロナワクチンを接種したことがない。そもそもインフルエンザワクチ

大后議員の発言 
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ンすら打ったことがない。自己負担分があるからというケチな理由もあるが、自分の中に異物を入れら

れるということに、なんとなく抵抗感があった。より正確に言えば、人工弁やペースメーカーなどが入っ

ている自分の体に、これ以上異物を入れたくないということだ。もし入れなければならないとしたら、命

に係わる事態でもない限りそうしない、ということに尽きる。 

その伝で言えば、インフルエンザワクチンはその部類には入らない。しかし、新型コロナワクチンは少

し事情が異なる。基礎疾患がある人や高齢者が感染すると命取りになるという報道や行政からの通知で、

少しは「脅かされた」。本当に、受けるか否かで自己判断が迫られた。高齢でもあり基礎疾患も複数持っ

ている自分は。まさに最優先的に受けるべき対象者である。 

「受けるべきか、拒否すべきか、それが問題だ！」ハムレットではないが、正直言って多少悩んだ。周

りの人たちはほとんど受けている。接種がなかなか受けられないなかで、早めに受けられたと言って喜

んでいる人もいた。1 度ならず 2 度、3 度と接集を受ける人も出てきた。 

でも結局、前号にも書いた通り、もし感染したら一巻の終わりと半分ぐらい冗談で

覚悟し、打たないことにした。 

最近では、もう 7 回も打ったという人も出てきている状況である。ワクチンの複

数回接種で免疫反応の攪乱などはないのだろうか。不安はぬぐえない。 

 

実は、大手メディアではほとんど伝えないが、遺伝子操作により作られた新型コロナワクチン接種に

よる副反応で、後遺症に苦しんでいる方や、亡くなった人もたくさんいるらしい。心ある少数の出版物や

通信が伝えている。新型コロナ感染で亡くなったり、重症化する人もいるが、ワクチン接種でそれが発生

したとなると大問題だ。行政の責任も問われなければならない。接種を中断し、改めて安全性を再確認す

べきところだ。 

しかしそんなことは一部の例外的な事態とし、緊急性と人々の不安に乗じて、国の政策として接種は

大々的に推し進められた。治験期間も不十分で、中長期的な安全性も確認されていない新型コロナワク

チン接種が、津波のような圧倒的な宣伝と行政権力によって進められた。さぞかし、製薬会社（しかも外

国のそれ）は儲かったことだろう。このことで利権を手にした者もいるに違いない。これは「第 2 の原

発安全神話」といってもいい。 

 

「全国有志医師の会」というのがあることを最近になって知った。 

そのホームページには「新型コロナウイルス感染症に対する対策の見直しと、国民の安全と健康を守

るため、治験段階のワクチン接種事業の中止を求めて立ち上がった医

師および医療従事者の団体です。」とある（右にその HP の QR コード

を載せるので参照してください）。 

HP にもあるとおり、この会は「この社会において圧倒的な少数派」であり、「国が推奨する方針に従

わないので非難や誹謗中傷されたり、『怪しい』と言われることも」あるらしい。 

原発反対の運動でも同じだった。国や資本による絶対的な安全神話のもと、原発に反対する者は非科

学的で、感情的な反発というとらえられがちであった。東京電力福島第一原発の事故後、世間の風向き

全国有志医師の会 
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はひと時変わったが、それでも最近では、老朽原発の再稼働や「汚染水海洋放出」などに見られるよう

に、バックラッシュ（反動）ともいうべき事態になっている。風評被害を助長するという理由で、「汚

染水」という言葉狩りさえ起きている。権力者は、二重、三重の意味で「福島」を利用している。 

国や行政がやっていることだから間違っていないという見方は危険だ。多数が正し

いという根拠もなければ、少数者の意見が間違っているという理由もない。少数者の

声に耳を傾けることができるかどうかが民主的な社会のメルクマールである。 

少数者だからといって声をあげることをためらってはならない。 
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自由と人権 HP 

公民館有料化反対のための集まり 

 

期日：9 月 24 日（日）午後 1 時 30 分より 

会場：東大和市立中央公民館 202 学習室 

対象：公民館有料化に反対する個人・グループ 

呼びかけ：自由と人権 

連絡先：090-1884-5757（榎本） 

メールアドレス：eno-takanosu1737@bbm-a.jp 

自由と人権定例会 
 

期日：10 月 7 日（土）午後 1 時 30 分より 

会場：東大和市立中央公民館 204 学習室 

テーマ：各自お持ちより下さい。 

連絡先：090-1884-5757（「自由と人権」榎

本） 

※会場にご注意ください。 

また、第 1 土曜日になります。 

東
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