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『
大
鏡
』
道
真
VS
時
平
11

『
醍
醐
御
記
』
以
後
、
村
上
、
一

条
、
後
一
条
、
後
朱
雀
な
ど
多
く
の

天
皇
が
日
記
を
書
い
た
。
国
史
な
き

時
代
、
天
皇
の
日
記
は
国
史
の
役
割

と
同
じ
よ
う
に
政
務
の
参
考
書
と
し

て
後
世
の
天
皇
に
読
み
継
が
れ
て
い
っ

た
も
の
ら
し
い
。

『
醍
醐
御
記
』
は
完
全
な
形
で
は

な
く
逸
文
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
道
真
の
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
95
代
花
園
（
1
2
9
7
～

1
3
4
8
）
が
菅
丞
相
（
道
真
）
に

つ
い
て
「
延
喜
の
代
に
は
優
れ
た
廷

臣
が
い
た
が
今
は
い
な
い
」
と
書
い

て
い
て
い
る
こ
と
か
ら
御
記
に
道
真

の
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

て
い
る
。
註
１

日
記
を
書
い
た
の
は
天
皇
だ
け
で
は

な
い
。
藤
原
貴
族
も
こ
ぞ
っ
て
日
記

を
書
い
た
。
忠
平
『
貞
信
公
記
』
（
9

0
7
～
9
4
8
）
、
実
頼
『
清
慎
公
記
』

（
9
2
4
～
9
6
9
）
、
師
輔
『
九
暦
』

（
9
3
0
～
9
6
0
）
、
道
長
に
批
判
的
な

実
資
『
小
右
記
』
（
9
7
7
～
1
0
4
0
）
、

行
成
『
権
記
』
（
9
9
1
～
1
0
2
6
）
、

道
長
『
御
堂
関
白
記
』
（
9
9
8
～
1
0
2

1
）
（
世
界
最
古
の
直
筆
日
記
と
し
て
2
0
1
3
年

ユ
ネ
ス
コ
記
憶
遺
産
登
録
）
な
ど
な
ど
。

紀
貫
之
が
「
男
も
す
な
る
日
記
と

う
も
の
を
女
も
せ
ん
」
と
し
て
『
土

佐
日
記
』
を
書
い
た
よ
う
に
、
日
記

と
は
男
性
貴
族
が
書
く
も
の
だ
っ
た
。

彼
ら
の
日
記
は
主
に
朝
儀
遂
行
に

関
す
る
私
的
メ
モ
で
あ
る
。
醍
醐
の

代
で
諸
規
則
が
変
わ
り
個
々
に
記
録

が
必
要
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ

る
が
註
２
、
そ
の
メ
モ
は
他
家
を
出
し

抜
く
た
め
の
企
業
秘
密
的
な
も
の
で
、

子
孫
に
残
す
門
外
不
出
の
家
訓
・
家

宝
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
。

六
国
史
は
政
権
の
執
行
部
が
ほ
ぼ

現
場
で
自
ら
の
仕
事
を
記
録
し
た
も

の
だ
と
す
る
と
、
省
略
や
粉
飾
が
さ

れ
た
と
し
て
も
そ
こ
に
は
一
定
の
国

家
観
、
天
皇
観
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
個
人
の
日
記
で
は
そ
う
し
た
統

一
性
は
望
め
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

貴
族
日
記
は
同
時
期
に
複
数
の
書
き

手
で
書
か
れ
た
。
複
数
の
書
き
手
と

は
複
数
の
見
方
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

当
局
発
表
の
国
史
に
比
べ
、
よ
り
客

観
的
史
実
性
を
望
め
る
可
能
性
が
高

い
と
も
言
え
る
。
後
世
の
歴
史
家
に

は
国
史
と
同
じ
よ
う
に
、
天
皇
御
記

や
貴
族
日
記
も
貴
重
な
史
料
と
し
て

引
用
さ
れ
た
。

と
し
て
も
、
天
皇
・
貴
族
日
記
は

国
史
に
比
べ
誰
も
が
読
む
こ
と
は
限

ら
れ
る
。
国
史
な
き
時
代
、
後
世
の

人
は
一
般
的
に
史
実
か
ら
阻
ま
れ
て

い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
『
三
大
実
録
』
後
の
宇
多
か

ら
一
条
ま
で
を
記
し
た
『
大
鏡
』
か

ら
始
ま
る
今
鏡
、
水
鏡
、
増
鏡
の
い

わ
ゆ
る
『
四
鏡
』
に
は
六
国
史
を
継

承
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
見
え
る
。

し
か
し
、
国
史
補
完
を
目
指
し
た
と

し
て
も
限
界
あ
る
史
実
ゆ
え
に
「
歴

史
」
に
は
な
り
え
ず
、
「
歴
史
物
語
」

と
し
て
括
ら
れ
る
に
留
ま
る
。
大
鏡

に
お
け
る
道
真
VS
時
平
に
は
伝
承
的

要
素
が
多
く
史
実
と
し
て
は
？
だ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
権

力
者
へ
の
忖
度
か
ら
で
は
な
く
、
史

実
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
だ

け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

時
代
が
下
り
摂
関
・
院
政
期
を
経

て
、
日
記
と
し
て
の
帝
紀
も
疎
ら
に

に
な
っ
て
い
く
。
次
な
る
帝
紀
が
書

か
れ
る
の
は
17
世
紀
、
武
家
の
手
に

な
る
も
の
だ
っ
た
。
1
6
7
0
林
羅

山
『
本
朝
通
鑑
』
（
神
代
～
1
0
7
後
陽
成
）
、

1
6
5
7
開
始
～
完
成
～
9
0
6
水

戸
藩
『
大
日
本
史
』
（
神
武
～
1
0
0
後
小

松
）
。そ

れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
の
帝
紀
が

求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
か
つ
て
日
本
書
紀
が
書
か
れ
た

時
と
同
じ
く
、
ま
さ
に
王
権
示
威
と

国
威
発
揚
が
再
び
必
要
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
幕
末
の
尊
皇
攘
夷
、
倒
幕

思
想
は
こ
こ
に
端
を
発
し
た
。

註
1

堀
井
佳
代
子
『
平
安
宮
廷
日
記
の
利
用
法
』

註
2

遠
藤
慶
太
『
六
国
史
』

み
し
ま
古
典
を
読
む
会

高
月
フ
ミ
コ

コ
ロ
ナ
巣
ご
も
り
読
書

With
３
．
バ
ラ
女
学
校
の
外
人
教
師
た
ち

バ
ラ
女
学
校
の
教
職
員
に
つ
い
て

は
「
設
置
伺
」
に
「
校
長
兼
英
学
教

授
ミ
ス
・
バ
ラ
、
英
学
翻

訳
員
仁
田
桂
次
郎
、
和
漢

学
教
員
鈴
木
範
衛
、
幹
事

小
出
市
兵
衛
、
校
主
花
島

兵
右
衛
門
」
と
あ
る
だ
け

だ
が
、
こ
の
他
に
も
リ
フ
ォ
ー

ム
ド
派
宣
教
師
た
ち
や
横

浜
の
フ
ェ
リ
ス
、
共
立
な

ど
か
ら
の
来
援
も
盛
ん
で
、

中
に
は
前
述
の
よ
う
に
定

住
さ
れ
た
応
援
婦
人
教
師

た
ち
も
絶
え
な
か
っ
た
の

で
、
古
い
宿
場
町
の
三
島

に
も
意
外
な
西
洋
文
化
の

風
が
吹
き
込
ん
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
バ
ラ
女
学

校
幹
事
と
し
て
校
務
に
当
っ

て
き
た
市
兵
衛
は
、
そ
の

こ
ろ
か
ら
健
康
を
害
し
、

医
師
の
勧
め
で
、
箱
根
山
麓
の
天
台

山
に
山
荘
を
設
け
、
そ
こ
で
静
養
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
場
所
が
祖

父
の
修
道
場
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、

外
人
宣
教
師
た
ち
の
休
養
地
と
も
な

り
ま
た
初
代
の
信
徒
・
求
道
者
た
ち

の
交
友
の
場
所
と
も
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。当

時
の
古
い
写
真
を
見
る
と
、
二

階
の
部
屋
が
ミ
ス
・
ケ
ー
ス
の
居
室

で
、
フ
ェ
リ
ス
の
女
生
徒
や
メ
イ
ド

の
お
く
ま
さ
ん
な
ど
と
く
つ
ろ
い
で

い
る
有
様
が
よ
く
わ
か
る
が
、
椅
子
・

卓
子
・
飾
り
棚
か
ら
ベ
ッ
ド
に
至
る

ま
で
実
に
本
格
的
な
家
具
で
、
よ
く

も
こ
ん
な
重
い
大
き
な
物
を
横
浜
か

ら
運
び
込
ん
だ
も
の
だ
と
驚
か
さ
れ

る
こ
と
だ
。

も
っ
と
も
開
校
翌
年
の
明
治
二
十

二
年
に
は
御
殿
場
回
り
の
東
海
道
本

線
が
開
通
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ま

で
の
よ
う
に
箱
根
八
里
の
山
越
え
の

必
要
は
な
く
な
っ
た
わ
け
だ
。

こ
の
山
荘
か
ら
は
富
士
山
か
ら
駿

河
湾
、
伊
豆
の
山
々
、
南
ア
ル
プ
ス

連
山
ま
で
見
晴
ら
す
の
で
若
い
米
婦

人
た
ち
の
中
に
は
、
日
没
の
遠
景
を

眺
め
な
が
ら
故
郷
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
山
野
を
思
い
出
す
と
い
っ
て
、

す
す
り
泣
く
先
生
も
い
た
と
、
祖
母

の
思
い
出
ば
な
し
に
よ
く
出
た
も
の

で
あ
っ
た
。

そ
う
か
と
思
う
と
、
ミ
ス
・
ケ
ー

ス
の
よ
う
に
乗
馬
が
好
き
で
、
細
い

鞭
を
小
脇
に
、
横
乗
り
に
乗
っ
た
ミ

ス
・
ケ
ー
ス
が
、
箱
根
山
の
中
腹
あ

た
り
ま
で
遠
乗
り
に
出
か
け
る
か
っ

こ
い
い
姿
に
は
、
街
道
筋
の
馬
方
連

も
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
見
送
っ
て

い
た
と
い
う
。

バ
ラ
女
学
校
を
中
心
に
し
て
多
く

の
米
人
教
師
た
ち
が
出
入
さ
れ
た
が
、

私
の
子
ど
も
の
こ
ろ
よ
く
耳
に
し
た

名
前
の
中
に
は
、
ミ
ロ
ル
、
ピ
ア
ソ

ン
、
マ
ー
ト
、
ヤ
ン
グ
メ
ン
さ
ん
等
々

が
あ
っ
た
。
マ
ー
ト
さ
ん
は
た
い
そ

声
の
好
い
先
生
で
、
よ
く
竹
藪
の
中

の
風
呂
場
で
湯
に
つ
か
り
な
が
ら
大

声
で
讃
美
歌
を
歌
い
、
そ
れ
が
山
荘

の
樹
々
に
美
し
く
鳴
り
ひ
び
い
た
も

の
だ
と
、
祖
母
の
炉
ば
た
話
に
聞
い

た
も
の
だ
。

こ
の
マ
ー
ト
さ
ん
に
は
、
御
飯
茶

碗
を
に
ゅ
う
っ
と
さ
し
出
し
て
、

「
ワ
ン

モ
ー
！
」
と
い
う
く
せ
が

あ
っ
た
そ
う
だ
。
「
ワ
ン

モ
ー
」

は
犬
や
牛
の
鳴
き
声
で
は
な
く
、

「
ワ
ン

モ
ー
ア
」
＝
「
も
う
一
杯
」

の
意
味
で
あ
っ
た
の
だ
と
、
私
は
中

学
生
に
な
っ
た
こ
ろ
初
め
て
気
が
つ

い
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
先
生
だ
ち
な
ら
、

す
べ
て
が
神
様
か
聖
者
の
よ
う
な
人

び
と
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
く
、
や
っ
ぱ
り
た
だ
の
人
間
だ

と
い
う
正
体
が
時
に
顔
を
出
す
よ
う

な
場
合
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

あ
る
時
、
あ
る
米
婦
人
の
伝
道
師

が
人
力
車
に
乗
っ
て
私
の
家
へ
到
着

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
車
賃
を
払
お
う

と
す
る
と
、
財
布
が
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
探
し
て
み
た
が
、

ど
こ
に
も
見
当
ら
な
い
の
で
、
こ
の

先
生
、
い
き
な
り
車
夫
を
指
し
て
、

「
こ
の
男
、
私
の
財
布
奪
り
ま
し
た
！
」

と
、
き
め
つ
け
た
か
ら
た
ま
ら
な
い
。

「
何
を
？
・
」
と
ば
か
り
に
車
夫
が

開
き
直
り
、
「
さ
あ
、
い
つ
わ
し
が
、

あ
ん
た
の
物
を
盗
ん
だ
？

頭
の
先

か
ら
爪
先
ま
で
、
す
っ
か
り
調
べ
て

お
く
ん
な
せ
え
！
」
と
、
カ
ン
カ
ン

に
怒
っ
て
早
く
も
腹
掛
け
を
は
ず
し

始
め
た
。
こ
れ
は
一
大
事
！
と
番
頭

た
ち
が
あ
わ
て
る
と
こ
ろ
へ
市
兵
衛

が
出
て
き
て
、
静
か
に
事
情
を
聞
き
。

念
の
た
め
も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
探
し

て
み
る
と
、
財
布
は
車
の
蹴
込
み
の

隅
か
ら
見
つ
か
っ
た
。
誰
の
眼
に
も

車
夫
に
罪
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ

た
か
ら
、
問
題
は
そ
れ
で
片
づ
い
た

が
、
そ
の
後
で
、
市
兵
衛
は
車
夫
に
、

「
よ
く
我
慢
し
て
く
れ
た
ね
え
。
お

陰
で
好
い
示
し
に
な
っ
た
な
。
西
洋

人
だ
っ
て
人
間
だ
。
中
に
は
あ
あ
い

う
人
だ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
腹
も

立
っ
た
だ
ろ
う
が
、
よ
く
勘
忍
し
て

く
れ
た
ね
え
。
今
と
な
っ
た
ら
、
あ

の
先
生
も
き
っ
と
後
悔
し
て
い
る
ぜ
。

良
い
薬
さ
！
」

市
兵
衛
さ
ん
か
ら
こ
う
い
わ
れ
て
、

車
夫
も
気
を
取
り
直
し
、
威
勢
よ
く

帰
っ
て
い
っ
た
そ
う
だ
。

こ
の
話
も
子
ど
も
の
時
、
母
か
ら

聞
い
た
も
の
だ
が
、
祖
父
の
言
葉
が

特
に
印
象
深
く
思
い
出
さ
れ
る
。

〈
続
く

〉

小出正吾回想録(２１) 「
童
話
か
ら
童
話
へ

」

1
9
4
6
（
昭
和
21
）
年
9
月
15

日
の
9
・
15
ス
ト
は
、
国
労
史
上
唯

一
の
完
全
勝
利
と
な
っ
た
。
提
案
さ

れ
た
解
雇
案
は
全
面
撤
回
さ
れ
た
。

こ
の
勝
利
に
自
信
を
得
て
、
西
日
本

と
東
日
本
の
分
裂
状
態
も
解
消
に
向

け
す
み
や
か
に
大
同
団
結
を
計
ろ
う

と
の
動
き
が
急
速
に
広
ま
っ
て
い
っ

た
。
沼
津
機
関
区
で
は
、
こ
の
9･

15

ス
ト
の
二
か
月
前
か
ら
労
働
講
座
を

開
設
し
て
い
た
。
静
岡
県
東
部
で
は

三
島
庶
民
大
学
と
い
う
庶
民
に
よ
る

自
己
啓
発
教
育
運
動
が
展
開
さ
れ
て

い
た
が
、
職
場
の
労
働
者
を
対
象
に

し
た
現
場
で
の
労
働
講
座
と
し
て
は

極
め
て
速
い
先
見
性
を
持
っ
た
取
り

組
み
だ
っ
た
。
「
職
場
、
地
域
、
家

庭
か
ら
の
自
覚
的
で
規
律
あ
る
行
動

に
よ
る
内
外
か
ら
の
信
頼
が
あ
っ
て

こ
そ
の
階
級
闘
争
、
労
働
運
動
」
と

厳
し
く
諸
先
輩
に
言
わ
れ
て
き
た
沼

津
革
同
の
原
点
は
す
で
に
こ
の
時
期

か
ら
確
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

連
合
体
と
い
う
組
織
形
態
の
中
で
の

東
西
の
分
裂
状
態
の
中
で
の
9
・
15

ス
ト
の
完
全
勝
利
が
な
け
れ
ば
、
全

国
単
一
化
へ
の
決
定
は
無
理
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。

9
・
15
ス
ト
の
勝
利
に
自
信
を
深
め
、

組
合
員
か
ら
の
信
頼
も
深
ま
り
、
1

9
4
6(

昭
和
21)

年
11
月
20
日
戸
倉

で
の
国
鉄
総
連
第
3
回
臨
時
全
国
大

会
で
国
鉄
総
連
の
全
国
単
一
化
が
決

定
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で

全
官
公
庁
共
闘
闘
争
委
員
会
が
結
成

さ
れ
国
鉄
総
連
、
共
産
党
員
の
伊
井

弥
四
郎
が
議
長
に
就
い
た
。
「
我
々

官
公
職
員
が
生
き
ん
が
た
め
の
要
求

は
最
低
生
活
の
確
保
に
あ
る
。
さ
ら

に
進
ん
で
、
我
々
は
全
労
働
者
大
衆

と
連
携
し
、
封
建
的
官
庁
制
度
の
打

破
、
並
び
に
日
本
の
民
主
化
を
強
力

に
推
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
声
明
を
発
表
し
た
。
更
に
共
闘
組

織
は
、
左
の
産
別
会
議
か
ら
右
の
総

同
盟
ま
で
33
組
合
6
0
0
万
人
が
参

加
す
る
全
国
労
働
者
協
同
闘
争
委
員

会
、
全
闘
が
結
成
さ
れ
、
2
・
1
ゼ

ネ
ス
ト
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
。

〈
山
梨
・
国
労
O
B
〉

沼
津
駅
北
口
に
あ
っ
た
国
鉄
沼
津
機
関
区

（そ
の
11
）

海外メディアが安倍晋三銃撃事件について
カルト宗教組織「統一教会」の名前を出して
るのに、日本の大手メディアはそれを不自然
なまでに出さないことで、この日本の暗く閉
ざされた問題に気付かされた。

海外では危険視され締め出されてる「統一
教会」が日本で延々生き伸びているのは、政
府の中枢に入り込んでいたからだ。しかもTV
も新聞も与党に掌握されいて、延々と国民を
洗脳していたなんて…。はっきり言うと、カ
ルト宗教組織と関係があるというのは、広域
暴力団と舎弟関係にあるという事より反社会
的であり危険な存在。しかもカルト宗教組織
の目的は金！騙して信者を拡大し、金を吸い
取ることだ。
信者は盲目的に貢ぐ！支持者は信者、自公
は国民から税金を詐取することが最大の目的。
政権与党が推進する「この国のかたち」とは、
カルト宗教団体の構造そのものになっている。
そして忘れてはならないのは「桜を見る会」
問題。詐欺マルチのジャパンライフを推薦し
たのは安倍元総理と安倍昭恵氏。
隠蔽する為に招待者名簿を破棄し復元は絶
対に不可能と述べる。恐らく自民党だけでな
く政府や警察、検察までもが汚染されている
に違いない。

なぜ、いつからそうなったのか？結局ここ
に行き着くのだ。
日本の大手マスコミは一切報道しないし、学
校でも教えないが、岸信介元首相がアメリカ

CIAに雇われたエージェントであったことは、
情報公開された米国務省資料や米公文書館資
料で証明されている。

戦犯容疑者として巣鴨に収監されていたと
きアメリカの傀儡政権を作るために釈放して、
総理大臣になった。彼らの仕事はアメリカ傀
儡国家の日本で、「反共」やって権力持って
金儲けすること。統一教会は宗教ではなくCI
Aが東西冷戦のために作った反共政治結社・
増幅装置。統一教会日本本部は当初、渋谷区
南平台の岸邸宅の隣にあった。関係は現在ま
で続き、それからずっと日本は明らかに日本
の主権を犯され憲法の上位でアメリカに操つ
られている。つまりこれは戦後ずっと続く根
深く難しい問題。神社本庁や日本会議もグル。
もう日本が乗っ取られかけていることがわかっ
ただろう。

彼らに1番都合悪いのはもちろん「憲法」
なのは間違い無い。カルトの教義と瓜二つの
「自民党改憲案」。日本国民から主権、基本
的人権、平和を奪って植民地にし、世界のゴ
ミ捨て場にしたいのだ。
安倍元総理銃撃は、テロでも民主主義への
挑戦でもない。なのにマスコミは、これを利
用し安倍元総理の犯した罪さえなかったかの
ように賛美し、目論見通り自民党は圧勝。今
回の選挙で負けたのは「日本国民」だった。
だが、これは私たちに与えられた最後のチャ
ンスなのかもしれない。

＜純＞

安倍元総理が銃撃された訳を暴く

覚
書
を
破
っ
た
沼
津
市
と

そ
れ
を
応
援
す
る
清
水
町

私
は
清
水
町
徳
倉
外
原
と
い
う

所
に
住
ん
で
い
ま
す
。
沼
津
市
と

清
水
町
の
境
の
す
ぐ
近
く
に
沼
津

市
の
焼
却
場
が
あ
り
ま
す
が
、
老

朽
化
に
よ
る
建
て
替
え
計
画
が
出

て
か
ら
も
う
十
数
年
が
経
ち
ま
し

た
。
現
在
の
焼
却
場
は
一
九
七
六

年
に
稼
働
し
ま
し
た
が
、
そ
の
少

し
前
の
一
九
七
四
年
、
地
元
住
民

は
当
時
の
井
手
市
長
と
覚
書
を
結

び
ま
し
た
。
「
公
害
で
苦
し
ん
で

い
る
が
、
焼
却
場
は
ど
こ
か
に
建

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
今

回
建
設
は
や
む
な
く
認
め
る
。
し

か
し
、
次
世
代
の
子
供
達
が
苦
し

む
こ
と
の
な
い
よ
う
次
に
建
て
る

時
は
同
じ
場
所
に
は
建
て
な
い
と

約
束
す
る
」
と
い
う

大
変
重
た
い
覚
書
で

す
。そ

れ
か
ら
実
に
四

十
八
年
が
た
っ
た
の

に
沼
津
市
は
別
場
所

を
探
す
こ
と
を
怠
り
、

ま
た
私
た
ち
が
主
張

す
る
「
燃
や
さ
な
い

ご
み
処
理
方
法
」
の

研
究
も
や
ら
ず
強
引

に
計
画
を
す
す
め
て

き
ま
し
た
。

第
一
回
目
住
民
監

査
請
求
を
行
い
、
棄

却
後
に
訴
状
を
提
出

清
水
町
外
原
区
は

長
い
間
反
対
を
貫
い

て
き
た
の
で
す
が
、

違
法
と
も
い
え
る
や

り
方
で
沼
津
市
と
清

水
町
は
平
成
二
十
六

年
度
に
絶
対
反
対
の

区
長
を
交
代
さ
せ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
ま
で
止
ま
っ
て
い

た
計
画
が
平
成
三
十

一
年
二
月
二
十
五
日
に
区
三
役
役

員
が
清
水
町
に
「
新
焼
却
場
に
つ

い
て
は
静
観
す
る
」
と
表
明
し
て

か
ら
は
、
沼
津
市
は
一
気
に
整
備

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
再
開
さ
せ
、
令

和
二
年
度
に
は
「
沼
津
市
新
中
間

処
理
施
設
整
備
基
本
設
計
書
」
作

成
の
業
務
委
託
を
業
者
と
締
結
し
、

令
和
三
年
四
月
、
業
者
に
千
二
百

五
十
二
万
円
余
り
を
支
払
い
、
令

和
四
年
四
月
に
設
計
書
を
完
成
さ

せ
た
の
で
す
。

こ
れ
に
怒
っ
た
私
た
ち
「
市
民
が

つ
く
る
沼
津
の
ご
み
プ
ラ
ン
の
会
」

（
代
表

鈴
木
隆
雄
）
は
沼
津
市

の
住
民
十
人
に
請
求
人
を
募
り
、

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
、
沼
津

市
監
査
委
員
に
対
し
て
住
民
監
査

請
求
を
行
い
ま
し
た
が
、
監
査
委

員
は
三
月
四
日
に
監
査
請
求
を
棄

却
し
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
業
務

委
託
契
約
の
締
結
は
、
当
時
の
沼

津
市
長
が
、
覚
書
の
添
付
文
書
に

記
載
さ
れ
た
と
お
り
「
将
来
、
一

の
洞
、
二
の
洞
、
三
の
洞
に
は
一

切
増
設
、
新
設
を
し
な
い
」
と
約

束
を
し
、
「
市
長
、
町
長
等
の
変

動
が
あ
っ
て
も
効
力
が
あ
る
と
認

め
る
」
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
沼
津
市
上
香
貫
一
の
洞
」
地
区

に
沼
津
市
新
中
間
処
理
施
設
を
建

設
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
合
意
を
一

方
的
に
破
棄
す
る
行
為
と
い
え
、

公
序
良
俗
（
民
法
第
九
十
条
）
あ

る
い
は
信
義
則
に
違
反
し
無
効
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
な
業

務
委
託
契
約
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

た
支
出
行
為
も
違
法
で
あ
る
と
四

月
四
日
に
静
岡
地
方
裁
判

所
に
訴
え
た
の
で
す
。

第
二
回
目
住
民
監
査
請

求
を
提
出

第
二
回
目
の
住
民
監
査

請
求
は
五
月
三
十
日
、
沼

津
市
民
百
七
一
人
の
連
名

で
同
じ
く
沼
津
市
監
査
委

員
に
行
い
ま
し
た
。
今
回

の
請
求
は
、
令
和
四
年
度

の
市
の
当
初
予
算
に
お
い

て
同
事
業
費
一
億
三
百
万

円
が
予
算
化
さ
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
「
こ
の
事
業

は
違
法
な
も
の
な
の
で
履

行
の
防
止
を
求
め
る
」
内

容
で
す
。
第
一
回
目
の
請

求
理
由
は
委
託
料
千
二
百

五
十
二
万
円
余
り
を
支
払
っ

た
こ
と
に
対
す
る
損
害
賠

償
請
求
。
今
回
は
い
わ
ば

違
法
行
為
で
あ
る
事
業
の

差
し
止
め
に
な
り
ま
す
。

監
査
は
、
監
査
請
求
書

が
提
出
、
受
理
さ
れ
て
か

ら
六
十
日
以
内
に
結
論
を

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
二
回
目
請
求
の
結
論
の
期

限
は
七
月
二
十
九
日
で
す
。
お
そ

ら
く
棄
却
さ
れ
る
も
の
と
予
想
さ

れ
る
の
で
、
こ
ち
ら
も
訴
状
提
出

の
準
備
を
し
て
い
ま
す
。〈

落
合
〉

約束が破られて沼津市新焼却場の
建設計画がすすめられる

住民監査請求が出され、結局、裁判闘争に発展

清水町、自宅の窓から、遠くに焼却場煙突


