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『
大
鏡
』
道
真
VS
時
平

８

日
本
書
紀
に
始
ま
る
勅
撰
国
史
は

六
番
目
の
『
日
本
三
代
実
録
』
が
最

後
で
、
ゆ
え
に
六
国
史
と
称
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
実
は
七
番
目
と
な
る

『
新
国
史
』
が
存
在
し
た
。
60
代
醍

醐
の
子
62
代
村
上
（
9
4
6
～
9
6

7
）
の
時
に
忠
平
長
男
の
実
頼
、
大

江
朝
綱
ら
が
59
代
宇
多
、
醍
醐
、
61

代
朱
雀
三
代
の
帝
紀
と
し
て
編
纂
に

当
っ
た
が
未
完
に
終
わ
り
、
散
逸
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。

66
代
一
条
の
代
に
も
道
長
が
再
開

を
期
し
た
が
一
条
崩
御
に
よ
り
成
ら

ず
、
結
局
、
宇
多
後
の
帝
紀
は
書
か

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

顧
み
れ
ば
国
史
編
纂
は
藤
原
氏
の

お
家
芸
だ
っ
た
。
不
比
等
に
よ
る
日

本
書
紀
か
ら
、
②
続
日
本
紀
＝
継
縄
、

③
日
本
後
紀
＝
冬
嗣
、
④
続
日
本
後

紀
＝
良
房
、
⑤
日
本
文
徳
天
皇
実
録

＝
基
経
と
、
藤
原
嫡
流
が
深
く
関
わ
っ

て
き
て
い
る
。

時
平
編
纂
の
日
本
三
代
実
録
は
分

量
最
多
で
詳
細
、
政
治
法
制
記
事
も

多
く
、
史
料
と
し
て
の
評
価
も
高
い

と
さ
れ
る
が
、
道
真
や
大
蔵
善
行
を

も
含
め
て
、
宇
多
・
醍
醐
時
代
の
文

化
度
の
高
さ
を
示
す
も
の
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

藤
原
に
よ
る
国
史
編
纂
は
天
皇
家

と
藤
原
の
蜜
月
を
言
語
化
し
た
も
の

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
新

国
史
の
挫
折
後
、
国
史
編
纂
事
業
か

ら
藤
原
は
撤
退
し
た
。
何
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
国
史
編
纂

の
意
図
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

司
馬
遷
の
『
史
記
』
以
来
、
個
人

の
著
述
に
依
っ
て
き
た
中
国
史
は
唐

代
以
降
、
王
朝
の
事
業
と
し
て
専
門

家
が
任
命
さ
れ
『
正
史
』
が
編
纂
さ

れ
た
。
対
し
て
日
本
で
は
、
日
本
書

紀
か
ら
勅
命
に
よ
る
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
だ
っ
た
。
書
紀
よ
り
８
年
早
い

『
古
事
記
』
序
は
、
「
邦
家
の
経
緯

（
国
家
組
織
の
原
理
）
に
し
て
王
化

の
鴻
基
（
天
皇
の
教
化
の
大
本
）
」

と
、
40
代
天
武
の
国
史
編
纂
へ
の
動

機
を
記
し
て
い
る
。
即
ち
、
国
家
と

て
の
体
裁
を
対
外
的
に
誇
示
す
る
こ

と
、
王
権
の
確
た
る
起
源
を
国
内
的

に
衆
知
せ
し
め
る
こ
と
、
大
き
く
こ

の
二
つ
と
言
っ
て
い
い
。
後
続
国
史

の
ス
タ
ン
ス
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

だ
が
、
宇
多
・
醍
醐
の
時
代
に
な
っ

て
情
勢
は
一
変
し
た
。
唐
の
滅
亡
で

あ
る
。
追
い
つ
け
追
い
越
せ
で
見
栄

を
張
っ
て
き
た
相
手
が
消
え
た
。
対

外
と
い
う
大
き
な
目
的
が
ま
ず
消
失

し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
対
国
内
の

王
権
示
威
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

日
本
書
紀
は
神
武
の
ヤ
マ
ト
統
一

に
始
ま
る
王
権
の
正
当
性
を
示
威
す

る
デ
モ
本
で
あ
り
、
か
つ
、
天
皇
の

あ
る
べ
き
姿
、
ま
た
忌
む
べ
き
姿
を

示
し
な
が
ら
王
権
の
あ
り
方
を
万
世

の
皇
統
に
教
諭
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
本

だ
っ
た
。

宇
多
、
醍
醐
、
村
上
は
寛
平
の
治
、

延
喜
の
治
、
天
暦
の
治
と
称
揚
さ
れ

る
賢
政
を
し
い
た
。
普
通
な
ら
そ
う

い
う
場
合
こ
そ
帝
紀
と
し
て
後
世
に

残
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
賢
政
が
行
わ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
逆
に
考
え
れ
ば
、
天
皇
制
も

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
も
は
や
王
権
の

正
当
性
や
あ
る
べ
き
姿
論
を
声
高
に

叫
ぶ
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。

天
武
が
描
い
た
国
史
の
必
要
性
は

宇
多
・
醍
醐
の
時
代
か
ら
薄
れ
て
き

て
、
つ
い
に
誰
も
必
要
と
し
な
く
な
っ

た
。
こ
れ
が
厳
然
と
し
て
残
さ
れ
た

史
実
で
あ
る
。

註

道
真
と
と
も
に
学
会
の
双
璧
と
さ
れ
た
。

み
し
ま
古
典
を
読
む
会

高
月
フ
ミ
コ

コ
ロ
ナ
巣
ご
も
り
読
書

With

郷
土
の
文
学
碑
（
20
）

「
喧
嘩
次
郎
兵
衛
」
よ
り

太
宰
治
は
、
昭
和
9
年
夏
の
一
ヶ
月
、

坂
部
酒
店
三
島
支
店
の
裏
に
あ
る
2
階

で
過
ご
し
て
ロ
マ
ネ
ス
ク
を
書
き
ま
し

た
。
そ
の
中
の
一
編
が
先
号
と
本
号
に

紹
介
す
る
「
喧
嘩
次
郎
兵
衛
」
で
す
。

湧
水
の
豊
富
な
三
島
の
原
風
景
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
30
年
台
前
半
ま

で
は
、
川
は
道
に
溢
れ
ん
ば
か
り
の
水

量
で
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
三
島
大
社

の
例
大
祭
に
は
近
郷
か
ら
多
く
の
人
出

が
あ
り
、
仕
掛
け
花
火
も
神
池
で
実
施

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
昼
間
の
打
ち
上
げ

も
市
内
各
所
で
行
わ
れ
て
お
り
、
子
供

た
ち
は
打
ち
上
げ
の
近
く
で
破
裂
し
た

後
の
空
玉
を
先
を
争
っ
て
拾
っ
た
も
の

で
す
。
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
太
宰
が
三
島

に
滞
在
し
た
か
と
い
う
と
、
東
京
で
共

通
の
知
人
を
通
じ
て
親
友
と
な
っ
た
坂

部
酒
店
の
息
子
の
武
郎
さ
ん
が
三
島
に

住
ん
で
お
り
、
酒
屋
の
支
店
を
任
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
す
。

三
島
で
の
滞
在
を
題
材
に
し
た
作
品

に
は
他
に
も
「
ア
ル
ト
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ヒ
」
「
満
願
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時

太
宰
は
東
京
帝
国
大
学
の
学
生
で
作
家

と
し
て
は
無
名
で
す
が
、
三
島
の
景
色

に
感
動
し
て
、
当
時
の
三
島
の
様
子
を

生
き
生
き
と
描
写
し
て
い
ま
す
。
「
喧

嘩
次
郎
兵
衛
」
の
後
半
を
紹
介
し
ま
す
。

ー
中
略
ー

十
二
月
の
は
じ
め
、
三
島
に
珍
ら
し

い
大
雪
が
降
っ
た
。
日
の
暮
れ
か
た
か

ら
ち
ら
ち
ら
し
は
じ
め
間
も
な
く
お
お

き
い
牡
丹
雪
《
ぼ
た
ん
ゆ
き
》
に
か
わ

り
三
寸
く
ら
い
積
っ
た
こ
ろ
、
宿
場
の

六
個
の
半
鐘
《
は
ん
し
ょ
う
》
が
一
時

に
鳴
っ
た
。
火
事
で
あ
る
。
次
郎
兵
衛

は
ゆ
っ
た
り
ゆ
っ
た
り
家
を
出
た
。
陣

州
屋
の
隣
り
の
畳
屋
が
気
の
毒
に
も
燃

え
あ
が
っ
て
い
た
。
数
千
の
火
の
玉
小

僧
が
列
を
な
し
て
畳
屋
の
屋
根
の
う
え

で
舞
い
狂
い
、
火
の
粉
が
松
の
花
粉
の

よ
う
に
噴
出
し
て
は
ひ
ろ
が
り
ひ
ろ
が
っ

て
は
四
方
の
空
に
遠
く
飛
散
し
た
。
と

き
た
ま
黒
煙
が
海
坊
主
の
よ
う
に
の
っ

そ
り
あ
ら
わ
れ
屋
根
全
体
を
お
お
い
か

く
し
た
。

降
り
し
き
る
牡
丹
雪
は
焔
《
ほ
の
お
》

に
い
ろ
ど
ら
れ
、
い
っ
そ
う
重
た
げ
に

も
っ
た
い
な
げ
に
見
え
た
。
火
消
し
た

ち
は
、
陣
州
屋
と
議
論
を
は
じ
め
て
い

た
。
陣
州
屋
は
自
分
の
家
へ
水
を
い
れ

る
の
は
ま
っ
ぴ
ら
で
あ
る
と
言
い
張
り
、

は
や
く
隣
り
の
畳
屋
の
棟
を
た
た
き
落

し
て
火
を
し
ず
め
た
ら
よ
い
と
命
令
し

た
。
火
消
し
た
ち
は
そ
れ
は
火
消
し
の

法
に
そ
む
く
と
言
っ
て
反
駁
《
は
ん
ば

く
》
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
次
郎
兵

衛
が
あ
ら
わ
れ
た
。
陣
州
屋
さ
ん
。
次

郎
兵
衛
は
で
き
る
だ
け
低
い
声
で
、
し

か
も
ほ
と
ん
ど
微
笑
む
よ
う
に
し
て
言

い
だ
し
た
。
お
ま
え
、
間
違
っ
て
は
い

ま
せ
ん
か
。
冗
談
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。

陣
州
屋
は
だ
し
ぬ
け
に
言
葉
を
は
さ

ん
だ
。
こ
れ
は
鹿
間
屋
の
若
旦
那
、
へ
っ

へ
、
冗
談
で
す
、
ま
っ
た
く
の
酔
興

《
す
い
き
ょ
う
》
で
す
、
さ
さ
、
ぞ
ん

ぶ
ん
に
水
を
お
い
れ
下
さ
い
。

喧
嘩
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
次
郎
兵

衛
は
仕
方
な
く
火
事
を
眺
め
た
。
喧
嘩

に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
こ
の
こ
と

で
次
郎
兵
衛
は
ま
た
ま
た
男
を
あ
げ
て

し
ま
っ
た
。
火
事
の
あ
か
り
に
て
ら
さ

れ
な
が
ら
陣
州
屋
を
た
し
な
め
て
い
た

と
き
の
次
郎
兵
衛
の
ま
っ
か
な
両
頬
に

は
十
片
《
ひ
ら
》
あ
ま
り
の
牡
丹
雪
が

消
え
も
せ
ず
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
て
そ

の
有
様
は
神
様
の
よ
う
に
恐
ろ
し
か
っ

た
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
な
が
い
あ
い

だ
の
火
消
し
た
ち
の
語
り
草
で
あ
っ
た
。

ー
後
略
ー

終
わ
り

太
宰

治

④

Ⅱ

父
の
少
年
時
代

（
前
号
か
ら
の
続
き
）

私
の
手
許
に
は
、
ほ
と
ん
ど
消

え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
の
老
博

士
夫
妻
の
古
い
小
さ
な
写
真
と
ヘ

ボ
ン
館
の
玄
関
前
に
勢

揃
い
を
し
た
創
立
当
時

の
学
院
全
員
の
写
真
と

想
わ
れ
る
薄
茶
色
の
大

き
な
写
真
が
あ
る
が
、

そ
の
大
き
い
方
の
中
央

に
は
ヘ
ボ
ン
老
博
士
が

あ
り
、
そ
の
最
後
列
の

最
上
段
の
頂
点
に
立
っ

て
い
る
一
人
の
少
年
が
、

お
そ
ら
く
わ
が
父
、
進

也
少
年
の
よ
う
に
想
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

学
院
初
代
の
総
理
ヘ

ボ
ン
博
士
は
、
黎
明
日

本
の
精
神
文
化
の
基
礎

づ
く
り
の
た
め
に
献
身

三
十
三
年
の
後
、
明
治

二
十
五
年
十
月
二
十
二
日
、
横
浜

を
去
っ
て
故
国
に
向
か
い
、
一
旦

加
州
パ
サ
デ
ィ
ナ
で
約
半
年
静
養

の
後
、
健
康
を
回
復
し
て
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
郊
外
イ
ー
ス
ト
・
オ
レ
ン

ヂ
に
隠
棲
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
六
十
年
の
後
、

私
の
郷
里
三
島
市
は
、
加
州
パ
サ

デ
ィ
ナ
市
と
国
際
親
善
姉
妹
都
市

の
縁
組
み
を
し
、
そ
の
仲
介
者
が

ヘ
ボ
ン
博
士
の
生
徒
、
道
也
少
年

の
親
友
だ
っ
た
中
島
久
万
古
翁
で

あ
り
、
私
は
そ
の
初
代
縁
組
委
員

長
と
し
て
市
民
の
親
善
代
表
団
に

同
行
、
ヘ
ボ
ン
老
博
士
夫
妻
の
静

養
の
地
、
原
住
民
の
言
葉
で

「
谷
間
の
宝
石
」
を
意
味
す
る
と

い
う
パ
サ
デ
ィ
ナ
を
訪
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

老
博
士
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
郊
外

の
隠
棲
の
地
に
お
い
て
天
に
召
さ

れ
た
の
は
、
上
述
の
通
り
明
治
四

十
四
年
九
月
二
十
一
日
、
白
金
の

ヘ
ボ
ン
館
焼
失
と
時
も
同
じ
午
前

五
時
、
九
十
六
歳
の
秋
で
あ
っ
た
。

５

祖
父
と
父
と
の
往
復
書
翰

（
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
読
み
に
く
い
た
め
省
略
）

Ⅲ
バ
ラ
女
学
校---

母
の
母
校

１

薔
花
女
学
校
の
創
立

酒
蔵
が
改
造
さ
れ
て
教
会
堂
と

な
っ
た
そ
の
広
い
建
物
を
利
用
し

て
、
こ
の
地
方
の
子
女
の
た
め
に

キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
を
開
こ
う

と
い
う
計
画
が
持
ち
あ
が
っ
た
の

は
、
お
そ
ら
く
ゼ
ー
ム
ス
・
バ
ラ

の
提
案
が
動
機
と
な
っ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
小

さ
な
町
で
実
現
さ
れ
た
と
い
う
の

に
は
、
い
か
に
急
進
的
な
文
明
開

化
時
代
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
一

握
り
の
当
事
者
た
ち
の
真
摯
な
念

願
と
情
熱
と
が
主
動
力
と
し
て
働

い
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

私
は
実
物
を
読
ん
だ
こ
と
は
な

い
が
、
当
時
の
『
女
学
雑
誌
』
に

は
明
治
二
十
年
一
月
の
情
勢
を
報

じ
た
「
駿
州
三
島
の
豪
商
花
島
小

出
の
両
人
私
財
を
投
じ
て
女
学
校

を
新
設
せ
ん
と
す
」
と
い
う
記
事

が
載
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
の
駿

州
は
も
ち
ろ
ん
、
豆
州
の
誤
り
だ

が
、
こ
の
短
い
報
道
の
中
に
は
、

こ
の
女
学
校
の
組
織
に
つ
い
て
注

目
す
べ
き
点
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
経
営
の
主
体
は
教

会
で
も
な
く
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
も

な
く
、
教
会
員
内
の
有
志
の
個
人

的
責
任
に
お
い
て
創
立
さ
れ
た
別

個
の
私
立
学
校
だ
っ
た
と
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
運
営
に
当
っ
て

は
、
教
会
堂
を
全
面
的
に
用
い
た

ば
か
り
か
、
教
会
員
総
掛
り
の
協

力
と
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
強
力
な
応

援
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
、
一

般
に
は
こ
の
女
学
校
は
三
島
教
会

経
営
の
教
育
事
業
と
し
て
受
け
取

ら
れ
た
の
は
極
め
て
当
然
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
私
の
家
に
遺
さ
れ
て

い
る
明
治
二
十
年
十
一
月
三
十
日

付
で
静
岡
県
知
事
関
口
隆
古
殿
宛

に
提
出
さ
れ
た
「
私
立
女
学
校
設

置
伺
書
」
の
控
え
に
よ
る
と
、
提

出
者
は
花
島
兵
右
衛
門
の
個
人
名

儀
で
あ
り
、
組
織
は
校
主
花
島
兵

右
衛
門
、
幹
事
小
出
市
兵
衛
、
校

長
ミ
ス
・
リ
ゼ
ー
・
バ
ラ
と
な
っ

て
い
る
。

（
続
く
）

小出正吾回想録(19) 「
童
話
か
ら
童
話
へ

」

９
・
１
５
ス
ト
①

1
9
4
6
年
3
月
15
日
、
国
鉄
労

働
組
合
総
連
合
会
が
発
足
し
た
。
こ

の
国
鉄
総
連
の
結
成
を
受
け
て
4
月

5
日
に
は
、
全
国
52
万
人
組
合
員
の

四
分
の
一
を
占
め
る
13
万
人
の
東
京

鉄
道
局
管
内
で
全
国
に
先
駆
け
て
完

全
な
単
一
化
が
実
現
し
、
東
京
地
方

労
組
が
結
成
さ
れ
た
。
東
京
地
方
労

組
の
中
で
四
万
人
が
所
属
し
て
い
た

新
橋
鉄
道
管
理
部
管
内
は
、
人
数
が

多
く
分
割
す
る
と
の
議
論
に
よ
っ
て

県
境
の
多
摩
川
か
ら
北
を
新
橋
支
部
、

藤
沢
以
南
は
国
府
津
支
部
、
残
り
を

横
浜
支
部
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

は
必
ず
し
も
人
数
だ
け
の
問
題
で
は

な
く
、
反
沼
津
派
と
言
わ
れ
た
人
た

ち
の
感
情
問
題
も
あ
っ
た
と
の
記
録

も
あ
る
。
こ
う
し
て
、
1
9
4
6
年

4
月
1
日
、
小
田
原
市
高
等
女
学
校

講
堂
に
組
合
員
8
0
0
名
が
集
ま
り
、

国
府
津
地
区
支
部
結
成
大
会
が
開
催

さ
れ
た
。

司
会
は
楠
半
兵
衛
、
議
長
は
山
口

寅
吉
共
に
沼
津
機
関
区
で
、
委
員
長

に
神
成
昇
造
沼
津
駅
、
副
委
員
長
に

野
沢
幸
次
郎
沼
津
機
関
区
、
書
記
長

に
真
野
保
雄
国
府
津
電
力
区
を
選
出

し
、
事
務
所
を
国
府
津
鉄
道
倶
楽
部

に
置
い
た
。

こ
の
時
期
の
沼
津
機
関
区
分
会
は
、

分
会
長
山
口
寅
吉
、
副
分
会
長
神
山

伝
吉
、
副
分
会
長
朝
倉
芳
雄
、
書
記

部
長
清
水
能
兄
、
青
年
部
長
長
谷
川

弘
俊
な
ど
あ
っ
た
。

4
月
10
日
実
施
さ
れ
た
改
正
衆
議

院
選
挙
法
に
基
づ
く
、
戦
後
第
一
回

の
衆
議
院
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
、
静

岡
県
全
県
一
区
で
定
数
14
名
に
82
人

が
立
候
補
し
、
社
会
党
の
山
崎
道
子

（
藤
原
道
子
）
が
19
万
票
を
獲
得
し

ト
ッ
プ
当
選
し
た
。

1
9
4
6
年
5
月
1
日
、
戦
後
初

の
沼
津
、
三
島
合
同
メ
ー
デ
ー
が
開

催
さ
れ
た
。
27
団
体
3
5
0
0
名
が

沼
津
駅
前
広
場
に
結
集
し
集
会
を
行
っ

た
。
集
会
終
了
時
に
な
る
と
参
加
者

は
5
0
0
0
に
膨
れ
上
が
り
、
四
列

縦
隊
を
組
み
三
島
市
ま
で
デ
モ
行
進

を
行
っ
た
。
そ
の
隊
列
は
先
頭
が
三

島
大
社
に
到
着
し
て
も
最
後
部
は
千

貫
樋
に
達
す
る
二
キ
ロ
に
も
及
ん
で
、

三
島
大
社
境
内
は
メ
ー
デ
ー
参
加
者

で
氾
濫
す
る
盛
況
だ
っ
た
。

1
9
4
6
年
8
月
19
日
、
総
同
盟

の
結
成
よ
り
3
日
遅
れ
で
、
全
日
本

産
業
別
労
働
組
合
会
議
、
産
別
会
議

が
結
成
さ
れ
た
。
21
組
合
、
1
5
5

万
9
千
6
1
9
名
で
発
足
、
沼
津
地

域
で
は
、
国
鉄
三
組
合
、
機
関
区
分

会
、
沼
津
駅
分
会
、
検
車
区
分
会
、

芝
浦
機
械
、
関
東
配
電
、
国
産
電
機
、

大
川
螺
子
が
加
入
し
た
。
一
方
の
日

本
労
働
組
合
総
同
盟
が
86
万
名
で
結

成
さ
れ
た
。

産
別
会
議
は
、
結
成
し
て
直
ち
に

海
員
と
国
鉄
の
大
量
首
切
り
反
対
闘

争
を
取
り
組
ん
だ
。
海
員
組
合
は
9
・

10
、
国
鉄
は
9
・
15
ゼ
ネ
ス
ト
を
配

置
し
た
。
青
年
婦
人
た
ち
の
活
動
は

一
気
に
高
揚
し
、
9
月
4
日
に
は
産

別
会
議
、
総
同
盟
、
都
労
連
、
交
通

同
盟
、
国
鉄
総
連
、
海
員
組
合
の
間

で
馘
首
反
対
共
闘
委
員
会
が
発
足
し
、

地
方
で
は
農
民
組
合
ま
で
も
が
加
わ
っ

た
国
鉄
防
衛
隊
が
作
ら
れ
た
。

こ
の
闘
争
は
、
国
労
史
上
唯
一
完

全
勝
利
で
首
切
り
案
は
撤
回
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
歴
史
の
な
か
多
く
の
闘
い

が
組
ま
れ
た
が
国
労
が
勝
っ
た
の
は

唯
一
こ
の
9
・
15
ス
ト
だ
け
だ
っ
た
。

（
続
く
）

〈
山
梨
・
国
労
O
B
〉

沼
津
駅
北
口
に
あ
っ
た
国
鉄
沼
津
機
関
区

（そ
の
8
）

昨
年
12
月
、
一
本
の
電
話
が
あ
っ

た
。
「
沼
津
市
議
会
で
山
下
さ
ん
が

問
題
に
な
っ
て
る
ん
だ
っ
て
ね
」
12

月
7
日
の
山
下
富
美
子

議
員
の
市
議
会
定
例
会

に
お
け
る
一
般
質
問
の

後
、
こ
の
質
問
に
関
す

る
記
事
が
連
日
、
沼
津

朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ

た
。23

日
、
私
は
、
い
つ

も
明
快
で
歯
切
れ
の
良

い
語
調
で
話
す
山
下
議

員
の
質
問
を
聴
く
た
め

に
本
会
議
に
出
か
け
た
。

全
て
を
聴
く
こ
と
は
で

き
ず
、
そ
の
後
の
い
き

さ
つ
に
つ
い
て
、
何
が

問
題
な
の
か
悶
々
と
し

て
い
る
時
の
電
話
だ
っ

た
。山

下
議
員
の
質
問
は

第
一
・
第
二
中
学
校
区

の
学
校
統
廃
合
に
関
わ
る
も
の
で
、

そ
の
権
限
は
市
長
に
あ
る
の
か
教
育

長
に
あ
る
の
か
の
問
題
だ
っ
た
。
教

育
長
の
「
私
に
あ
る
」
と
い
う
回
答

に
「教
育
長
、そ
れ
は
大
き
な
間
違
い

で
す
よ
」と
い
う
山
下
議
員
の
発
言
が

「
教
育
長
の
信
用
を
大
き
く
失
墜
さ

せ
る
無
礼
な
発
言
で
、
か
つ
自
身
の

解
釈
で
断
定
的
な
発
言
を
し
た
」
と

し
て
、
議
会
の
権
威
と
品
位
を
著
し

く
汚
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
3
日

後
、
懲
罰
を
求
め
る
動
議
が
出
さ
れ

た
。そ

の
後
、
山
下
議
員
の
懲
罰
特
別

委
員
会
が
開
か
れ
た
が
、
十
分
に
審

議
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
「
何
で
こ
の

発
言
が
懲
罰
に
な
る
の
か
」
不
明
の

ま
ま
17
日
の
議
会
最
終
日
の
本
会
議

で
多
数
に
よ
り
「
戒
告
」
の
懲
罰
が

下
さ
れ
た
。

議
会
内
で
の
イ
ジ
メ
な
の
か
、
民

主
主
義
の
否
定
に
も
繋
が
る
「
こ
の

発
言
で
懲
罰
と
は
？
」
と
い
う
思
い

は
、
多
く
の
一
般
市
民
が
持
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

知
人
の
一
人
は
、
山
下
議
員
の
ど

こ
が
「
議
会
の
権
威
と
品
位
を
著
し

く
汚
し
た
」
「
正
当
な
答
弁
を
行
っ

た
当
局
の
信
用
を
大
き
く
失
墜
さ
せ

る
よ
う
な
無
礼
な
言
葉
を
用
い
て
」

な
ど
と
な
る
の
か
、
と
言
っ
て
い
た
。

山
下
議
員
の
発
言
は
個
人
の
名
誉
や

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
人
権
に
関
わ
る

こ
と
で
は
な
い
。

「
懲
罰
」
決
定
ま
で
の
早
急
さ
、

少
数
派
に
発
す
る
も
の
か
、
女
性
に

発
す
る
も
の
か
、
イ
ジ
メ
の
よ
う
な

懲
罰
動
議
の
提
案
が
あ
っ
た
時
点
で
、

こ
れ
は
お
か
し
い
と
感
ず
る
議
員
は

い
な
か
っ
た
の
か
。

「
懲
罰
」
は
屈
辱
的
な
も
の
だ
。

真
摯
に
取
り
組
ん
で
活
動
を
し
て
い

る
議
員
の
方
々
な
ら
ば
、
お
分
か
り

で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
私
の
知
る

限
り
の
山
下
議
員
は
、
時
間
を
惜
し

ま
ず
に
動
き
、
非
常
に
勉
強
す
る
人

だ
。
多
様
な
考
え
を
包
み
込
み
、
心

豊
か
な
市
議
会
や
市
政
の
運
営
を
願

う
。16

年
間
首
相
を
務
め
た
ド
イ
ツ
の

ア
ン
グ
ラ
・
メ
ル
ケ
ル
氏
の
好
ん
だ

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
の
一
節
は
、

「
全
て
の
始
ま
り
に
は
不
思
議
な
力

が
働
く
」
だ
っ
た
と
。

新
年
と
と
も
に
新
し
い
健
康
的
な

機
運
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
。

〈
山
室
義
子
〉

沼津市議会でイジメ懲罰動議 鎌
倉
殿
の
13
人
の
舞
台
で
あ
る
韮

山
に
は
元
々
江
戸
幕
府
の
韮
山
代
官

所
が
あ
り
、
中
世
か
ら
江
戸
時
代
に

か
け
て
伊
豆
の
中
心
は
韮
山
だ
っ
た

。

1
8
6
8
年
廃
藩
置
県
に
よ
り
、

駿
河
・
相
模
・
武
蔵
・
甲
斐
の
幕
府

旗
本
領
及
び
伊
豆
國
一
円
を
直
轄
す

る
為
に
「
韮
山
県
」
が
設
置
さ
れ
た
。

田
方
郡

、
君
沢
郡
、
加

茂
郡
、
伊
豆
諸
島
、
武
蔵

国
の
入
間
郡
、
高
麗
郡
、

比
企
郡
、
多
摩
郡
の
一
部

と
甲
斐
国
の
一
部
。
現
在
の
静
岡
、

山
梨
、
埼
玉
、
東
京
、
神
奈
川
を
含

む
広
大
な
も
の
だ
。

1
8
7
1
年
に
第
一
次
府
県
統
合

で
足
柄
県
に
統
合
廃
止
、
つ
ま
り
3

年
く
ら
い
の
間
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、

足
柄
県
は
韮
山
県
を
吸
収
し
て
る
の

で
、
韮
山
に
あ
っ
た
代
官
所
（
江
川

邸
）
が
そ
の
ま
ま
県
庁
機
能
を
保
持

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

足
柄
県
県
令
は
柏
木
忠
俊
、
元
・

韮
山
代
官
所
の
手
代
で
、
住
ま
い
は

韮
山
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
韮
山
は
今

は
合
併
し
て
伊
豆
の
国
市
。
何
だ
か

と
て
も
残
念
だ
。

伊
豆
半
島
に
目
を
遣
る
と
、
江
戸

以
前
の
松
崎
は
中
継
港
と
し
て
か
な

り
の
要
港
だ
っ
た
。
陸
路
だ
と
隣
の

村
に
行
く
に
も
不
便
極
ま
り
な
い
所

な
の
だ
が
、
海
路
だ
と
隣
は
三
浦
三

崎
で
江
戸
、
京
の
都
か
ら
も
荷
物
も

運
ぶ
事
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
高
名

な
方
の
作
っ
た
仏
像
が
伊
豆
半
島
に

あ
る
ら
し
い
。

海
か
ら
見
る
と
、
今
地
図
を
広
げ

る
の
と
は
全
然
違
う
地
理
観
、
世
界

観
が
あ
り
、
交
通
手
段
が
変
わ
っ
て

し
ま
っ
た
今
の
私
た
ち
に
は
な
か
な

か
理
解
で
き
な
い
。
ほ
ん
の
少
し
前

の
歴
史
が
今
現
在
の
私
た
ち
に
全
く

伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
愕
然
と
す

る
。

〈
純
〉

知
っ
て
る
？
韮
山
県

江川邸の正面玄関


