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控
訴
審
は
わ
ず
か
二
回
の

審
理
で
終
結
と
は
!!

【
控
訴
審
第
一
回
弁
論
報
告
】

九
月
一
五
日
（
木
）
午
後
二
時
、
大

阪
高
裁
に
お
い
て
控
訴
審
第
一
回
口
頭

弁
論
が
開
か
れ
ま
し
た
。

三
人
の
裁
判
官
は
見
る
か
ら
に
や
る

気
の
な
さ
そ
う
な
顔
（
特
に
左
右
の
陪

席
裁
判
官
）
で
、
本
件
が
重
大
な
憲
法

訴
訟
で
あ
る
と
い
う
意
識
な
ど
は
全
く

感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

裁
判
所
は
、
開
廷
し
て
最
初
に
補
助

参
加
の
申
立
て
を
却
下
し
、
代
理
人
の

退
廷
を
命
じ
ま
し

た
。実

質
審
理
に
入

り
ま
ず
控
訴
人
本

人
の
意
見
陳
述
。

初
め
に
、
大
分
哲

照
さ
ん
が
、
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
の

僧
侶
で
、
ま
た
、

遺
族
（
大
叔
父
さ

ん
が
戦
死
）
の
立

場
で
、
か
つ
、
小

泉
首
相
の
靖
国
参

拝
違
憲
訴
訟
で
明

確
な
違
憲
判
断
を

得
た
原
告
の
立
場

か
ら
、
そ
し
て
次
に
若
者
の
立
場
か
ら
Ｋ

さ
ん
が
意
見
陳
述
を
行
い
ま
し
た
。
（
四

ペ
ー
ジ
よ
り
掲
載
）。

次
に
弁
護
団
が
、
原
判
決
が
い
か
に
デ

タ
ラ
メ
で
あ
る
か
を
指
摘
す
る
控
訴
理
由

書
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
ま
し
た
。

第
一
章

権
利
侵
害
の
内
、
内
心
の
自

由
形
成
の
権
利
等
及
び
期
待
権
に
つ
い
て

定
岡
弁
護
士
が
、
次
に
権
利
侵
害
の
内
の

平
和
的
生
存
権
に
つ
い
て
和
田
弁
護
士

が
、
三
番
目
に
第
二
章

政
教
分
離
違
反

に
つ
い
て
加
島
弁
護
士
が
、
四
番
目
に
第

三
章

事
実
認
定
か
ら
、
第
六
章

ま
と

め
の
部
分
に
つ
い
て
吉
田
弁
護
士
が
そ
れ

ぞ
れ
要
旨
を
陳
述
し
、
そ
し
て
最
後
に
新

井
弁
護
士
が
総
括
を
述
べ
ま
し
た
（
控
訴

理
由
書
陳
述
要
旨
は
九
ペ
ー
ジ
よ
り

掲
載
）
。

裁
判
長
は
、
国
、
安
倍
首
相
及
び

靖
国
神
社
の
各
被
控
訴
人
の
答
弁
書

の
陳
述
を
確
認
し
た
後
、
控
訴
人
弁

護
団
に
対
し
、
他
に
主
張
・
立
証
が

な
け
れ
ば
終
結
し
た
い
が
、
さ
ら
に

主
張
・
立
証
の
予
定
が
あ
る
の
か
を

尋
ね
、
中
島
弁
護
士
が
「
平
和
的
生

存
権
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
主
張
・
立

証
を
予
定
し
て
い
ま
す
」
と
答
え
る

と
、
裁
判
所
は
「
合
議
し
ま
す
」
と
、

一
旦
、
奥
に
引
っ
込
み
ま
し
た
。
こ

う
い
う
場
合
、
合
議
と
称
し
て
一
旦

奥
に
引
っ
込
む
や
、
す
ぐ
に
出
て
き

て
「
結
審
」
と
い
う
こ
と
が
往
々
に

し
て
あ
る
の
で
緊
張
し
ま
し
た
が
、
三
人

の
裁
判
官
は
引
っ
込
ん
で
か
ら
な
か
な
か

出
て
き
ま
せ
ん
。
（
十
分
程
度
？
）
。
や
っ

と
出
て
き
て
、
裁
判
長
が
「
次
の
準
備
書

面
は
い
つ
ご
ろ
出
せ
ま
す
か
」
と
尋
ね
、

中
島
弁
護
士
が
「
一
ヶ
月
半
は
欲
し
い
で

す
」
と
答
え
る
と
、
「
じ
ゃ
、
十
月
末
ま

で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
日
程
調
整
の
結
果
、
次
回
弁
論
は

十
二
月
八
日
午
後
二
時
か
ら
に
決
ま
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
裁
判
長
か
ら
「
次
回
終

結
と
い
う
こ
と
で
い
い
で
す
ね
」
と
念
を

押
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

弁
論
後
、
直
ち
に
弁
護
団
会
議
が
開
か

れ
、
次
回
弁
論
ま
で
の
平
和
的
生
存
権
の

主
張
・
立
証
の
骨
子
と
し
て
の
枠
組
み
が

決
め
ら
れ
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
次
回
で
結
審
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
に
か

け
る
べ
く
訴
訟
団
と
し
て
全
力
を
尽
く
し
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た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん
の
一

層
の
結
集
と
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

［
弁
論
報
告
］

当
日
の
夜
六
時
半
か
ら
エ
ル
お
お
さ
か

に
お
い
て
第
一
回
口
頭
弁
論
の
報
告
と
木

戸
さ
ん
に
よ
る
講
演
集
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。最

初
に
弁
護
団
か
ら
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。
中
島
弁
護
士
か
ら
、
次
回
十
二
月

八
日
で
結
審
と
な
る
こ
と
、
そ
の
と
き
に
、

主
張
・
立
証
す
る
平
和
的
生
存
権
に
つ
い

て
の
骨
子
と
し
て
は
、
①
政
教
分
離
と
平

和
的
生
存
権
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ

と
、
②
戦
争
に
向
か
っ
て
い
る
現
状
（
加

害
状
況
）
に
つ
い
て
、
③
原
告
（
控
訴
人
）

の
被
害
感
情
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
ま
す

が
、
そ
の
中
で
特
に
③
に
つ
い
て
は
、
緊

講
演
＆

弁
論
報
告
集
会

急
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
し
た
い
旨
の
説

明
を
さ
れ
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
和
田
弁
護
士
か
ら
、
今
日
、

最
悪
の
場
合
は
そ
の
場
で
裁
判
所
か
ら
結

審
を
言
わ
れ
る
の
で
は
と
心
配
し
ま
し
た

が
、
せ
っ
か
く
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
た

の
で
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
こ
の
チ
ャ
ン

ス
を
生
か
し
て
い
き
た
い
と
述
べ
ら
れ
、

和
田
弁
護
士
が
急
遽
作
成
さ
れ
、
会
場
に

配
ら
れ
た
前
記
③
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

に
つ
い
て
の
説
明
を
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
こ
の
日
意
見
陳
述
さ
れ
た
大
分

さ
ん
と
Ｋ
さ
ん
が
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

［
講
演
／
木
戸
衛
一
さ
ん
］

今
回
の
集
会
で
講
師
を
お
願
い
し

た
木
戸
衛
一
さ
ん
に
「
軍
事
化
す
る

日
独
と
ヤ
ス
ク
ニ
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
は
最
初
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
、

控訴人陳述の感想を一言！大分さん

ド
イ
ツ
も
最
近
で
は
軍
事
化
し
て
き
て
い

る
と
い
う
講
演
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
実
際
に
講
演
を
聴
い
て
み
る
と
、

確
か
に
ド
イ
ツ
で
も
海
外
派
兵
を
し
た
り

し
て
い
る
が
、
や
は
り
戦
争
へ
の
反
省
や

総
括
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
日
本
と
は
全

く
質
が
違
う
と
い
う
講
演
で
し
た
。

日
本
で
は
抽
象
的
に
「
戦
争
へ
の
反
省
」

と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
で

は
明
確
に
「
戦
争
を
も
た
ら
し
た
暴
力
支

配
」
へ
の
反
省
と
い
う
こ
と
が
社
会
に
浸

透
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
右
派
は
「
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
を
過
去
の
み
に
求

め
る
傾
向
が
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
過
去

の
総
括
・
反
省
か
ら
新
た
な
「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
」
を
創
り
あ
げ
る
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

［
第
五
回
「
合
祀
取
消
要
請
行
動
」

の
呼
び
か
け
］

遺
族
原
告
の
菅
原
龍
憲
さ
ん
よ
り
十
月

十
一
日
の
靖
国
神
社
へ
の
合
祀
取
消
要
請

行
動
の
呼
び
か
け
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

中
で
木
戸
さ
ん
と
ド
イ
ツ
へ
同
行
さ
れ
た

菅
原
さ
ん
は
、
安
倍
首
相
は
自
ら
の
靖
国

神
社
参
拝
へ
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
「
『
英

霊
』
に
対
し
尊
崇
と
感
謝
の
念
を
持
っ
て

参
拝
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
加
害
へ
の
反
省
は
全
く
な
く
、
そ
の
言

葉
自
体
が
被
害
の
国
に
対
す
る
暴
力
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
「
中
国
人
強
制
連
行
・
国
賠
訴

訟
を
支
え
る
会
」
よ
り｢

大
阪｣

・
花
岡
国

賠
訴
訟
」
の
勝
利
に
向
け
た
訴
え
、
と
私

た
ち
に
と
っ
て
そ
の
意
義
の
重
要
性
を
訴

え
ら
れ
ま
し
た
。

以
上

文
責

高
橋

靖

：

木戸衛一さんによるパワポを使った分かりやすいお話。。

和田弁護士からの提案説明
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大
阪
地
裁
二
〇
二
号
法
廷
に
入
る
の
は

今
回
で
二
度
目
で
あ
る
。
今
朝
、
新
幹
線

で
名
古
屋
を
発
ち
、
一
時
三
〇
分
ま
で
の

傍
聴
抽
選
に
間
に
合
う
よ
う
、
こ
こ
に
や

っ
て
き
た
。
初
回
と
比
べ
て
緊
張
感
は
な

い
。
何
故
だ
ろ
う
と
入
廷
ま
で
の
行
動
を

振
り
返
っ
た
時
、
地
裁
前
で
抽
選
を
待
つ

間
の
雰
囲
気
が
全
て
を
支
配
し
て
い
た
。

前
回
は
被
告
側
の
黒
装
束
の
一
団
に
脅
威

と
違
和
感
を
覚
え
た
が
、
今
回
は
彼
ら
側

に
安
堵
感
が
漂
い
、
同
時
に
暑
さ
の
た
め
、

黒
の
上
着
は
ネ
ク
タ
イ
付
白
ワ
イ
シ
ャ
ツ

に
替
わ
っ
て
い
た
。
な
に
よ
り
も
彼
ら
の

表
情
に
余
裕
と
笑
顔
が
あ
り
、
多
少
の
会

話
が
あ
っ
た
こ
と
だ
。

午
後
二
時
よ
り
始
ま
っ
た
最
初
の
控
訴

人
Ａ
さ
ん
は
僧
衣
を
身
に
着
け
た
浄
土
真

宗
の
僧
侶
で
し
た
。

さ
ん
は
大
叔
父
の

A

合
祀
の
取
り
消
し
を
求
め
て
、
一
九
八
五

年
中
曽
根
康
弘
首
相
の
違
憲
訴
訟
か
ら
、

続
け
て
原
告
に
参
加
さ
れ
て
い
る
方
で
し

た
。
Ａ
さ
ん
の
意
見
陳
述
を
聞
い
て
い
る

う
ち
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
死
者
の
こ
と
、

死
後
の
こ
と
が
ゆ
っ
く
り
と
記
憶
を
呼
び

お
こ
す
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
き
た
。
そ

う
か
、
こ
の
場
所
は
死
者
が
生
き
て
い
る

場
所
で
、
生
存
者
に
話
し
か
け
る
場
所
な

の
だ
。
今
回
の
訴
訟
は
国
と
い
う
巨
大
な

組
織
に
殺
さ
れ
た
人
た
ち
が
声
を
上
げ
る

場
所
な
の
だ
。
さ
す
れ
ば
私
た
ち
は
Ａ
さ

ん
の
声
を
通
し
て
死
者
の
声
を
、
語
ら
れ

な
か
っ
た
真
意
を
真
摯
に
聞
き
取
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
三
人
の
裁
判
官
と
控
訴
人
、

被
控
訴
人
た
ち
は
そ
う
い
う
気
持
ち
で
耳

を
傾
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
裁
判
長
は
ど

う
い
う
と
き
で
も
顔
面
の
皺
ひ
と
つ
動
か

さ
な
い
よ
う
に
と
努
力
し
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
れ
で
も
時
折
、
横
に
固
く
結
ん
だ
口
が

動
き
そ
う
に
な
る
の
を
で
き
る
だ
け
我
慢

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

法
廷
は
前
側
が
法
廷
で
、
間
を
柵
で
仕

切
ら
れ
て
傍
聴
席
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
記
者
席
、
控
訴
人
席
、
被
控
訴
人

席
、
傍
聴
券
で
入
廷
し
て
人
、
総
勢
約
八

〇
名
か
ら
の
席
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
賛

成
も
反
対
も
何
ら
の
意
志
も
表
明
せ
ず
、

た
だ
、
そ
こ
に
い
る
だ
け
の
傍
聴
人
の
役

割
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
私
は
、
こ
の
場
に

生
き
て
い
る
死
者
と
結
束
し
て
、
姿
な
き

声
、
無
声
の
声
を
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

変
え
て
、
私
た
ち
の
存
在
そ
の
も
の
が
弁

護
団
へ
の
支
援
と
な
り
、
裁
判
官
、
被
控

訴
人
へ
の
情
に
訴
え
る
力
と
な
っ
て
ほ
し

い
と
切
に
願
っ
た
。
そ
し
て
死
後
の
世
界

を
生
き
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と
か
と
考
え

が
至
っ
た
時
、「
無
意
味
に
殺
さ
れ
た
人
た

ち
が
死
後
も
自
由
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
靖
国
神
社
と
い
う
組
織
に
よ
っ
て
、

殺
さ
れ
た
集
団
の
一
員
と
し
て
、
閉
じ
込

め
ら
れ
、
家
族
や
知
人
の
呼
び
か
け
に
も

十
分
答
え
ら
れ
ず
、
共
に
食
し
、
共
に
遊

ん
だ
仲
間
の
も
と
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
も

で
き
ず
、
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
怒
り

を
今
、
こ
の
法
廷
で
爆
発
さ
せ
て
い
る
」

と
い
う
情
景
が
ま
ざ
ま
ざ
と
目
に
浮
か
び
、

思
わ
ず
声
を
飲
み
込
ん
だ
。

二
番
目
の
控
訴
人
Ｂ
さ
ん
は
若
い
女
性

で
し
た
。
過
去
の
悲
惨
な
歴
史
を
現
実
化

し
た
く
な
い
思
い
を
国
際
情
勢
等
、
日
本

が
現
在
、
持
っ
て
い
る
不
安
要
素
を
列
挙

し
て
、
平
和
的
生
存
権
の
確
保
を
求
め
、

司
法
へ
の
怒
り
を
陳
述
さ
れ
ま
し
た
。
己

の
意
見
を
匿
名
で
し
か
陳
述
で
き
な
い
状

況
に
あ
る
こ
と
は
、
今
、
未
来
を
生
き
よ

う
と
す
る
若
者
に
と
っ
て
、
正
に
内
に
爆

弾
を
抱
え
て
暗
闇
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
総
理
大

臣
は
国
民
の
不
安
を
一
層
、
掻
き
立
て
る

よ
う
に
、
靖
国
参
拝
を
行
う
。
決
し
て
許

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
釈
迦
の
い
う
「
殺

し
て
は
な
ら
ぬ
、
殺
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
」

そ
ん
な
世
界
を
目
指
し
て
、
私
た
ち
は
日

々
生
活
し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

一
時
間
に
及
ん
だ
審
議
は
、
途
中
、
控

訴
人
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
平
和
的
生
存
権

に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
合

議
退
席
が
、
お
お
よ
そ
四
～
五
分
あ
っ
た

が
、
三
時
直
前
に
終
了
。
私
に
と
っ
て
、

生
者
と
死
者
の
生
き
方
を
考
え
る
尊
い
場

所
で
あ
っ
た
。

今
年
大
阪
に
来
た
の
は
二
度
目
で
、
前

回
は
一
月
二
八
日
の
判
決
日
だ
っ
た
。
そ

の
地
裁
の
判
決
は
全
く
ひ
ど
い
も
の
で
、

判
決
言
い
渡
し
直
後
法
廷
は
怒
号
に
包
ま

れ
た
。
そ
の
中
で
佐
藤
裁
判
長
が
奥
へ
引

っ
込
ま
ず
、
じ
っ
と
立
っ
て
こ
ち
ら
を
見

て
い
た
光
景
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
九
月
一
五
日
午
後
一
時
裁
判
所

に
着
く
と
早
々
と
玄
関
に
二
〇
名
ほ
ど
の

人
が
集
ま
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
相
手
側

の
人
達
だ
。
一
時
半
過
ぎ
傍
聴
券
の
抽
選

が
行
わ
れ
た
。
六
〇
枚
の
傍
聴
券
に
約
一

六
〇
名
の
人
が
並
ん
だ
。
今
回
私
は
原
告

席
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
。
裁
判
官
は
初
対

面
だ
っ
た
が
名
乗
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

名
前
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
後
日
電
話
で

大
阪
高
裁
に
問
い
合
わ
せ
る
と
、
裁
判
長

傍
聴
記

そ
の
一

生
者
と
死
者
の
生
き
方
を
考
え

る
尊
い
場
所
で
あ
っ
た

名
古
屋
／
高
橋
律
子

傍
聴
記

そ
の
二

次
回
、
早
く
も
結
審

福
岡
／
倉
掛
直
樹
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は
松
田
亨
（
と
お
る
）
さ
ん
、
傍
聴
席
か

ら
見
て
左
側
が
田
中
義
則
さ
ん
、
右
側
は

檜
皮
（
ひ
わ
だ
）
高
弘
さ
ん
と
わ
か
っ
た
。

弁
論
の
最
初
に
行
わ
れ
た
二
名
の
原
告

意
見
陳
述
は
と
て
も
良
か
っ
た
し
、
力
も

入
っ
て
い
た
。
ま
た
弁
護
団
の
控
訴
理
由

の
陳
述
の
中
で
加
島
弁
護
士
が
第
一
審
判

決
で
政
教
分
離
原
則
に
つ
い
て
判
断
し
な

か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
た
り
、
判
決
文
の

中
で
裁
判
官
が
引
用
し
た
最
高
裁
平
成
一

八
年
判
決
は
間
違
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た

こ
と
は
印
象
に
残
っ
た
。
陳
述
の
時
、
向

っ
て
右
の
裁
判
官
は
耳
を
傾
け
て
い
な
い

よ
う
だ
っ
た
。
左
の
裁
判
官
も
落
ち
着
き

が
な
か
っ
た
。
松
田
裁
判
長
は
、
一
見
高

圧
的
に
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
早
く
終
わ

ら
せ
た
い
と
い
う
態
度
で
、
何
度
も
「
終

結
し
ま
す
よ
」
と
繰
り
返
し
て
い
た
。
次

回
一
回
で
結
審
と
い
う
の
も
押
し
ま
く
ら

れ
た
感
じ
だ
っ
た
。

と
に
も
か
く
に
も
次
回
（
十
二
月
八
日
）

の
結
審
は
動
か
せ
そ
う
に
な
い
。
弁
護
団

の
方
針
の
と
お
り
「
首
相
の
靖
国
参
拝
は

政
教
分
離
原
則
に
違
反
し
て
違
憲
で
あ
り
、

私
た
ち
の
平
和
的
生
存
権
を
侵
害
す
る
」

と
い
う
主
張
を
原
告
の
陳
述
と
と
も
に
聞

き
た
い
と
思
う
。

最
後
に
、
福
岡
市
で
起
こ
っ
て
い
る
こ

と
を
紹
介
し
た
い
。
今
年
の
二
月
十
一
日
、

福
岡
市
長
が
日
本
会
議
福
岡
主
催
の
建

国
奉
祝
式
典
に
出
席
し
祝
辞
を
述
べ
た

事
件
で
あ
る
。
式
典
の
テ
ー
マ
は
憲
法

改
正
だ
っ
た
。
後
日
こ
の
事
実
を
知
り

秘
書
課
に
抗
議
、
そ
し
て
監
査
請
求
を

し
た
が
請
求
棄
却
と
な
っ
た
。
「
福
岡

市
長
の
行
為
は
社
交
的
儀
礼
（
お
付
き

合
い
？
）
で
あ
り
、
問
題
な
い
」
と
い

う
理
由
で
あ
る
。
頭
に
来
た
の
で
住
民

訴
訟
を
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
二
十
名

ほ
ど
の
原
告
で
本
人
訴
訟
で
あ
る
。
提

訴
は
九
月
末
。
「
こ
ち
ら
も
原
告
で
頑

張
り
ま
ー
す
」。

意

見

陳

述

書

控
訴
人

大
分
哲
照

（
福
岡
県
／
仏
教
徒

遺
族
）

一
九
四
八
年
九
月
二
〇
日
生
ま
れ

私
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
僧
侶
と

し
て
ま
た
明
圓
寺
住
職
と
し
て
、
深
く
仏

教
に
帰
依
し
、
宗
祖
親
鸞
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
本
願
念
仏
の
教
え
を
よ
り
ど
こ
ろ
と

し
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
の
僧
侶
の
本

分
と
し
て
浄
土
真
宗
の
教
え
を
布
教
伝
道

す
る
職
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
私
は
、
遺
族
の
一
人
で
も
あ
り

ま
す
。
祖
父
大
分
静
運
の
兄
、
大
分
等
が

日
清
戦
争
に
軍
属
（
通
弁
）
と
し
て
従
軍

し
、
戦
死
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
も
「
大

分
等
命
」
と
し
て
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

父
、
大
分
勇
哲
（
二
〇
〇
五
年
死
去
）

は
、
再
三
再
四
靖
国
神
社
に
赴
き
そ
の
合

祀
取
り
消
し
を
願
い
出
て
お
り
ま
す
が
、

未
だ
に
実
現
し
て
い
ま
せ
ん
。
靖
国
神
社

に
も
祀
る
自
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
と
て
も
承
服
で
き
ま
せ
ん
。
一
体
、

こ
の
よ
う
な
遺
族
の
意
思
を
無
視
し
た
合

祀
が
で
き
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
徒

で
あ
っ
た
大
叔
父
が
、
仏
教
と
は
全
く
違

う
宗
教
で
あ
る
靖
国
神
社
に
神
と
し
て
合

祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
遺
族
の
一
人
と

し
て
不
快
感
を
抱
き
精
神
的
苦
痛
を
感
じ

て
い
ま
す
。

日
本
国
憲
法
で
は
、
思
想
・
良
心
の
自

由
、
信
教
の
自
由
等
が
保
障
さ
れ
、
基
本

的
人
権
の
尊
重
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、
遺
族
の
意
思
も
聞
か
ず

に
、
自
ら
が
信
仰
す
る
宗
教
で
は
な
い
靖

国
神
社
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
が
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

私
は
戦
後
の
生
ま
れ
で
す
が
、
日
本
と

世
界
の
歴
史
を
学
び
、
所
属
す
る
宗
門
の

歩
み
を
振
り
返
る
時
、
国
家
の
行
う
戦
争

を
聖
戦
と
し
て
追
従
し
、
加
担
し
て
い
っ

た
歴
史
を
反
省
せ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
故
、
憲
法
二
〇
条
に
違
反
し
、
一
宗

教
法
人
靖
国
神
社
を
唯
一
の
戦
没
者
追
悼

の
場
と
し
て
認
め
る
こ
と
と
な
る
首
相
の

靖
国
神
社
参
拝
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
私
は
、
一
九

八
五
年
八
月
一
五
日
の
中
曽
根
康
弘
首
相

の
公
式
参
拝
に
対
す
る
違
憲
訴
訟
、
二
〇

〇
一
年
八
月
一
三
日
の
小
泉
純
一
郎
首
相

の
靖
国
神
社
参
拝
に
対
す
る
違
憲
訴
訟
、

そ
し
て
本
件
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
六
日

の
安
倍
晋
三
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
に
対

す
る
違
憲
訴
訟
の
全
て
に
、
原
告
と
し
て

参
加
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
訴
訟
で
、

一
九
九
二
（
平
成
四
）

年
二
月
二
八
日
、
福

岡
高
等
裁
判
所
は
、

「
継
続
な
ら
違
憲
の

駆
け
つ
け
た
九
州
・
四
国
の
原
告
た
ち
と
集
会
後
の

交
流
会
で
「
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
！
」
カ
ン
パ
ー
イ
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疑
い
」
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
当
大
阪
高
等
裁
判
所
に
お
い
て

も
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
七
月
三
〇
日
、

法
二
〇
条
三
項
、
八
九
条
に
違
反
す
る
疑

い
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
〉
と
明

確
に
判
断
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
一
九
九
七
年
四
月
二
日
、
最

高
裁
判
所
大
法
廷
は
、
被
告
・
愛
媛
県
知

事
の
靖
国
神
社
例
大
祭
等
へ
の
公
金
支
出

が
憲
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
し

た
。
県
に
対
し
て
も
こ
の
判
決
で
す
。
同

じ
行
為
を
国
が
し
た
場
合
、
そ
の
影
響
は

比
べ
物
に
な
ら
な
い
く
ら
い
大
き
い
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

公
金
支
出
だ
け
で
は
な
く
、
内
閣
総
理

大
臣
が
靖
国
神
社
に
宗
教
行
為
と
し
て
参

拝
す
る
こ
と
に
よ
り
、
靖
国
神
社
を
特
別

に
支
援
す
る
と
い
う
印
象
は
、
非
常
に
強

く
な
る
と
見
る
べ
き
で
す
。

そ
し
て
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年

四
月
七
日
、
小
泉
首
相
靖
国
参
拝
違
憲
九

州･

山
口
訴
訟
の
福
岡
地
方
裁
判
所
判
決

に
お
い
て
は
、
「
本
件
参
拝
直
後
の
終
戦

記
念
日
に
は
、
前
年
の
二
倍
以
上
の
参
拝

者
が
靖
国
神
社
に
参
拝
し
、
閉
門
時
間
が

一
時
間
延
長
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ

ば
、
本
件
参
拝
に
よ
っ
て
神
道
の
教
義
を

広
め
る
宗
教
施
設
で
あ
る
靖
国
神
社
を
援

助
、
助
長
、
促
進
す
る
よ
う
な
効
果
を
も

た
ら
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
、

小
泉
純
一
郎
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
は
、

「
憲
法
二
十
条
三
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

て
い
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
る
と
認
め
る

の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件

参
拝
は
憲
法
二
十
条
三
項
に
反
す
る
も
の

と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
違
憲
判
断
を
出

し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
裁
判
所
が
違
憲
性
に
つ
い

て
の
判
断
を
回
避
す
れ
ば
、
今
後
も
同
様

の
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
当
裁
判
所
は
、
本

件
参
拝
の
違
憲
性
を
判
断
す
る
こ
と
を
自

ら
の
責
務
と
考
え
、
前
記
の
と
お
り
判
示

す
る
も
の
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
判
決
で
も
、
主
文
は
「
原
告
ら
の

請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。
」
で
す
か

ら
、
損
害
賠
償
等
の
請
求
は
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
点
か
ら
見
ま
す
と
、

今
も
私
が
抱
い
て
い
る
精
神
的
苦
痛
、
そ

し
て
祭
祀
に
関
す
る
自
己
決
定
権
は
侵
害

さ
れ
た
ま
ま
で
す
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
、
小
泉
純
一
郎
首

相
の
靖
国
神
社
参
拝
の
「
違
憲
性
を
判
断

す
る
こ
と
を
自
ら
の
責
務
」
と
考
え
て
判

示
し
た
と
い
う
、
そ
の
一
点
に
私
は
大
き

な
光
を
見
出
し
、
今
後
、
首
相
の
靖
国
神

社
参
拝
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
大
き
な
期

待
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
「
司
法
の
独
立
」

を
ま
も
り
、
「
司
法
の
責
務
」
を
貫
い
た

判
決
だ
と
思
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
今
後
こ
の
判
決
を
覆
す
よ

う
な
首
相
、
内
閣
総
理
大
臣
は
現
れ
な
い

で
あ
ろ
う
と
期
待
い
た
し
ま
し
た
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
私
自
身
も
違
憲
訴
訟
の
原
告

に
な
る
事
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
子
や
孫

に
も
こ
の
よ
う
な
苦
痛
が
及
ぶ
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
と
、
大
き
な
期
待
が
あ
り
ま

し
た
。

原
告
団
は
控
訴
す
る
こ
と
も
考
え
ま
し

た
が
、
こ
れ
以
後
、
首
相
の
参
拝
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
と
大
き
な
期
待
を
持
ち
、
断

腸
の
思
い
で
控
訴
を
断
念
し
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
本
件
内
閣
総
理
大
臣
安
倍

晋
三
の
靖
国
神
社
参
拝
に
よ
っ
て
、
そ
の

期
待
権
は
不
当
に
も
侵
害
さ
れ
た
の
で

す
。
何
よ
り
も
憲
法
九
九
条
に
謳
わ
れ
た

憲
法
尊
重
擁
護
義
務
の
あ
る
内
閣
総
理
大

臣
が
、
政
教
分
離
規
定
を
蔑
ろ
に
し
て
参

拝
し
た
の
で
す
。

第
二
次
安
倍
内
閣
は
そ
の
当
初
か
ら
、

戦
争
が
で
き
る
国
家
へ
と
舵
を
切
っ
て
い

ま
す
。
二
〇
一
三
年
一
二
月
の
秘
密
保
護

強
行
採
決
、
靖
国
神
社
参
拝
、
二
〇
一
四

年
七
月
一
日
の
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を

可
能
に
す
る
閣
議
決
定
、
二
〇
一
五
年
四

月
の
日
米
安
保
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
、

九
月
一
九
日
の
安
全
保
障
法
制
＝
戦
争
法

の
強
行
採
決
等
、
国
民
の
平
和
的
生
存
権

を
脅
か
す
動
き
を
強
め
て
い
ま
す
。

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三
の
靖
国
神
社

参
拝
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
大
き
な
位
置

を
占
め
て
い
る
よ
う
に
私
は
感
じ
ま
す
。

裁
判
官
の
皆
様
に
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
原
判
決
は
、
訴
え
の
全
て
を
棄
却
し

ま
し
た
が
、
も
う
一
度
慎
重
に
訴
え
を
聞

い
て
く
だ
さ
い
。
最
高
裁
平
成
一
八
年
判

決
の
、
「
人
が
神
社
に
参
拝
す
る
行
為
自

体
は
、
他
人
の
信
仰
生
活
等
に
対
し
て
、

圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
よ
う
な
性
質
の
も

の
で
は
な
い
・
・
・
こ
の
こ
と
は
、
内
閣

総
理
大
臣
の
地
位
に
あ
る
者
が
靖
國
神
社

を
参
拝
し
た
場
合
に
お
い
て
も
異
な
る
も

の
で
は
な
い
」
と
い
う
判
断
は
、
内
閣
総

理
大
臣
の
職
務
に
あ
る
も
の
を
人
一
般
に

す
り
替
え
た
判
断
で
あ
り
、
承
服
し
難
い

論
理
で
す
。
私
た
ち
は
、
「
私
人
と
し
て

ひ
っ
そ
り
と
参
拝
す
る
場
合
」
を
問
う
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
憲
法
九
九

条
に
規
定
さ
れ
た
「
憲
法
尊
重
擁
護
」
の

義
務
を
負
う
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
参
拝

を
問
う
て
い
る
の
で
す
。

再
度
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
先
輩
の
裁

判
官
の
皆
様
方
が
出
し
て
こ
ら
れ
た
違
憲

判
決
を
ど
う
ぞ
尊
重
し
て
く
だ
さ
い
。
あ

な
た
方
の
判
断
は
、
こ
の
国
の
未
来
を
決

定
し
ま
す
。
靖
国
神
社
が
再
び
戦
争
遂
行

の
精
神
的
支
柱
と
な
ら
な
い
よ
う
に
。
立

憲
主
義
を
自
ら
否
定
す
る
よ
う
な
安
倍
内

閣
総
理
大
臣
が
、
再
び
靖
国
神
社
に
参
拝

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
ま
た
靖
国
神

社
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
よ
う
に
、
厳

し
い
判
断
を
下
し
て
く
だ
さ
い
。

後
世
に
禍
根
を
残
す
こ
と
な
く
、
ま
た

恥
じ
る
こ
と
の
な
い
判
断
を
再
度
お
願
い

し
て
私
の
意
見
陳
述
と
い
た
し
ま
す
。

二
〇
一
六
年

九
月
一
五
日
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意

見

陳

述

書

控
訴
人

【
国
際
情
勢
の
緊
張
】

安
倍
首
相
の
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
は
、

私
の
よ
う
な
戦
後
生
ま
れ
の
若
者
に
も
大

き
な
恐
怖
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

日
本
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
植
民
地
責
任

や
戦
争
責
任
の
問
題
は
、
い
ま
だ
全
て
解

決
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
現
状
で
す
。
そ

の
問
題
の
禍
根
と
も
な
っ
て
い
る
靖
国
神

社
へ
の
参
拝
は
か
ね
て
よ
り
、
東
ア
ジ
ア

諸
国
な
ど
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
に
も
拘

ら
ず
、
他
国
の
反
感
を
買
っ
て
ま
で
参
拝

を
行
な
っ
た
安
倍
首
相
の
態
度
は
、
韓
国

や
中
国
と
の
関
係
悪
化
へ
繋
が
っ
た
こ
と

は
明
白
な
事
実
で
す
。
安
倍
首
相
の
参
拝

に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
口
を
出
す
こ
と
の

な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
す
ら
も
異
を
唱
え

た
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
情
況
を
見
て
み
れ
ば
、
靖
国

神
社
へ
の
参
拝
を
め
ぐ
る
問
題
は
日
本
国

内
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
諸

国
や
ア
メ
リ
カ
を
も
含
む
世
界
的
な
政
治

問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
安
倍
首
相
の
参
拝
は
明
ら
か
に
政

治
主
導
者
と
し
て
軽
率
な
も
の
で
あ
り
、

「
日
本
国
民
」
を
含
む
「
こ
の
国
」
の
情

況
を
悪
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

「
積
極
的
平
和
」
と
言
い
な
が
ら
も
参
拝

を
強
行
し
た
安
倍
首
相
の
行
為
は
明
ら
か

に
矛
盾
し
た
行
為
で
あ
る
と
私
は
感
じ
、

そ
の
軽
率
さ
に
自
ら
の
生
活
を
も
脅
か
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
怖
を
覚
え
て
い

ま
す
。

【
国
内
の
世
論
の
右
傾
化
】

安
倍
政
権
が
樹
立
し
て
以
降
、
防
衛
費

の
拡
大
、
武
器
輸
出
、
九
条
を
は
じ
め
と

す
る
改
憲
の
動
き
な
ど
が
起
こ
り
、
そ
れ

以
前
に
比
べ
て
日
本
全
体
を
包
む
空
気
が

「
右
傾
化
」
し
て
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

ま
が
り
な
り
に
も
「
戦
争
が
で
き
な
い
国
」

と
し
て
戦
後
七
〇
年
近
く
「
平
和
」
な
状

態
で
あ
っ
た
日
本
が
「
戦
争
が
で
き
る
国
」

へ
と
歩
み
を
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
今
、
そ
の
一
歩
を
歩
み
出
し
た
安

倍
政
権
の
も
と
で
私
は
、
い
ず
れ
自
分
や

子
供
た
ち
の
世
代
が
戦
争
へ
参
加
せ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
意

識
を
強
く
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

う
し
た
危
機
意
識
を
さ
ら
に
強
め
た
の
が
、

靖
国
神
社
へ
の
参
拝
だ
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
私
た
ち
若
い
世
代
の
原
告
は
「
匿

名
」
に
よ
る
訴
訟
を
希
望
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
裁
判
の
手
続
き
上
、
完
全
に
「
匿

名
」
で
行
な
う
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ

と
は
承
知
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
「
匿

名
」
を
希
望
す
る
の
に
は
、
安
部
首
相
の

参
拝
に
よ
っ
て
さ
ら
に
「
右
傾
化
」
し
て

き
た
世
論
へ
の
恐
怖
が
あ
る
か
ら
で
す
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る

個
人
へ
の
攻
撃
は
、
私
と
同
じ
よ
う
に
参

拝
に
よ
っ
て
恐
怖
を
覚
え
た
若
者
た
ち
の

声
を
奪
い
ま
し
た
。
恐
怖
や
侵
害
の
事
実

を
訴
え
る
と
い
う
「
国
民
」
と
し
て
当
然

に
付
与
さ
れ
て
い
る
権
利
が
バ
ッ
シ
ン
グ

の
対
象
と
し
て
曝
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が

あ
る
の
で
す
。

裁
判
所
に
は
、
こ
の
問
題
が
安
倍
首
相

の
靖
国
参
拝
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
さ
ら
に

悪
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て

頂
き
た
い
。
私
た
ち
原
告
は
大
阪
地
裁
で

の
裁
判
に
お
い
て
、
補
助
参
加
人
か
ら
裁

判
所
内
で
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
受
け
ま
し

た
。
裁
判
所
内
で
す
ら
も
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
安
部
首
相
の
参

拝
行
為
が
彼
ら
を
勇
気
づ
け
、
極
端
な
右

傾
化
へ
と
向
か
わ
せ
た
こ
と
の
証
左
で
す
。

原
告
が
攻
撃
さ
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
る
事
態

は
、
安
部
首
相
の
公
式
参
拝
に
よ
っ
て
さ

ら
に
露
骨
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
安
倍
首
相
の

靖
国
神
社
参
拝
に
よ
っ
て
平
和
的
な
生
活

を
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
恐
怖
、
そ
し

て
そ
れ
に
よ
る
被
害
を
口
に
出
す
事
す
ら

憚
ら
れ
る
恐
怖
な
ど
が
蔓
延
す
る
現
状
を
、

私
は
「
平
和
」
な
状
態
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

私
の
「
平
和
的
生
存
権
」
の
確
保
と
、
そ

し
て
恐
怖
か
ら
の
自
由
を
切
に
訴
え
ま
す
。

【
大
阪
地
裁
の
判
決
へ
の
怒
り
】

大
阪
地
裁
で
く
だ
さ
れ
た
「
裁
判
所
の

判
断
は
、
そ
の
後
の
社
会
・
経
済
情
勢
の

変
動
や
国
民
の
権
利
意
識
の
変
動
等
に
よ

っ
て
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
」
か
ら
「
期

待
権
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
利
益
で
は
な

い
」
と
い
う
判
決
に
は
、
被
告
で
あ
る
国

や
安
倍
首
相
に
対
す
る
も
の
以
上
の
失
望

と
怒
り
を
覚
え
ま
し
た
。
私
が
幼
い
こ
ろ

よ
り
学
ん
だ
「
三
権
分
立
」
と
し
て
の
裁

判
所
の
役
割
は
、
単
な
る
空
想
上
の
話
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
「
社
会
・
経
済
情
勢

の
変
動
や
国
民
の
権
利
意
識
の
変
動
等
」

に
よ
っ
て
裁
判
所
の
判
断
が
変
わ
る
と
い

う
こ
と
は
、
裁
判
官
と
し
て
の
役
割
を
放

棄
し
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
ど
う
か
、
裁
判
官
の
皆
様
に
は

今
一
度
、
我
々
原
告
の
意
見
を
吟
味
し
、

ご
考
慮
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

二
〇
一
六
年
九
月
一
五
日

☀

若
者
原
告
、
法

廷
に
入
っ
た
の
も
、

ま
し
て
や
法
廷
で
陳

述
す
る
な
ど
、
ま
っ

た
く
の
初
体
験
！
さ

ぞ
か
し
緊
張
し
て
手

に
汗･

･
･

だ
っ
た
で
あ

ろ
う
と
心
配
し
て
い
た
の
で
す
が
、
裁
判
後
、
本
人

は
あ
っ
け
ら
か
ん
と
「
陳
述
の
間
三
人
の
裁
判
官
の

観
察
を
し
て
い
た
」
と
か
。
「
陳
述
し
て
い
る
間
こ
ち

ら
を
全
く
見
な
い
！
『
こ
っ
ち
見
ん
か
い
！
』
」
と
思

っ
た
り
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

事
務
局
よ
り
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菱木事務局長の

〈東京・安倍首相靖国参拝違憲訴訟傍聴記〉

２０１３年の安倍首相靖国参拝違憲訴訟で、東京地裁は９月５日、１２日の二回にわたって原告

本人尋問を行った。５日が日本人原告中心で８名、１２日は韓国の李煕子（イ・ヒジャ）さんや７

３１部隊の細菌戦による被害者の遺族でもある王選さんら中国人原告を含む６名で、いずれの尋問

もそれぞれの人生を２５分に凝縮した豊富で重い内容で、聞く者を圧倒し続けるものであった。王

選さんは、同じく７３１部隊被害者である中国人原告・胡鼎陽さんの「代役」だったという事情が

ある。９月１日になって、１２日に尋問が予定されていた胡鼎陽さんに対して、日本の外務省がビ

ザの発給を拒否し、その結果、原告本人が来日し尋問をうけることが不可能になったからである。

５日の弁論ではこの日に予定されていた８名の尋問開始に先立って、裁判当事者の国（外務省）に

よるこの裁判妨害に対して国（の代理人）に原告側から釈明を求めたが、国側は「関知しない」と

の答弁であった。裁判に直接かかわる法務省はもちろん、外務省も裁判当事者のビザ発給を拒否し

ていることを知らないはずはない。重ねて質した結果、裁判所は４８時間以内に（つまり、水曜日

の１０：００までに）国に書面提出を申し渡した。このやりとりは、胡鼎陽さんのビザ発給と尋問

ということにはならなかったが、それでも用意していた「代役」王選さんの尋問が１２日に実現し

たのである。

５日は日本人原告中心で辻子実さんと曹洞宗僧侶・一戸彰晃さんの尋問はスライドをふんだんに

使って安倍の靖国参拝の意味をあぶりだすものとなっていた。特に、辻子さんは言わずと知れた「靖

国博士」。反対尋問では「献花料」「初穂料」「玉ぐし料」の件で靖国の代理人をおちょくる余裕も

見せた。関千枝子さんの「英霊本人による訴訟」という訴えも多くの人に強い印象を与えた。「（平

塚）らいてうの家」館長の松本佐代子さんの証言は、お兄さんが予科練に「志願」して１６歳で戦

死されたことを中心になされたが、若者がどうして志願するのか、親がそれをどうして許してしま

うのかということをきわめてリアルに伝えるものであった。

１２日の証言は、靖国の英霊たちが行ったことをその被害を受けた側から明らかにする王選さん、

許朗養さんの二人の中国人女性の証言だった。王選さんは上海在住だが、叔父が細菌戦の被害者、

許朗養さんは日本軍が侵略した時期の香港の様子をお母さまの体験をもとに証言された。

両日とも傍聴券抽選はほぼ全員当選の状態だったのだが、アチラ側の動員が少なかったためであ

る。証言を聞いてしまったら、コチラ側に変わってしまったという人が出ることを警戒したかもし

れない。

すべての証言を紹介することはできなかったが、そんなことを考えさせるほどの充実した証言ば

かりだった。

菱木政晴

安倍首相靖国参拝違憲訴訟・東京 次回弁論

2016年 12月 2日（金） 午後２時～ 最終弁論になります

東京地裁 １０１号法廷

東京方面の方、是非傍聴に駆けつけて下さい。
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戦争賛美の靖国神社に｢合祀はイヤだ｣の意思表示を！

今年も行います（第5回）！靖国神社への「合祀取り消し要求行動」！

靖国神社は、戦没者を「天皇に忠義を尽くし、進んで日本の戦争に参加した英霊」と意味づけし、神

として祀る宗教施設です。多くの遺族がこのような不当な意味づけをされ、しかも流布されていること

に大きな屈辱と怒りを感じています。しかし、もし声をあげず、このまま放置すれば、それを認め、納

得しているとされかねません。

私たち「靖国合祀イヤですアジアネットワーク」は、年に一度は靖国神社に赴き、「合祀はいやだ！」

という思いを、直接ぶつけて行こうと「合祀取り消し要求靖国行動」を行っています。今年で第５回を

迎えます。今年の靖国行動は、2016 年 10 月 11 日（火）です。一人でも多くの「合祀はイヤだ」の声を
「合祀取り消し要求書」にして靖国神社に突きつけたいと思います。

今年は通信発行時期の都合上多くの皆さんには事後報告になってしまいましたが、｢私も意

思表示してみよう！｣と思われる方は来年、以下参照の上ぜひトライしてみて下さい。

◆遺族とは

遺族年金・公務扶助料を受給している人だけが遺族ではありません。靖国神社合祀と遺族

年金は関係ありません。合祀されている戦没者の親、兄弟姉妹、子ども、孫、甥、姪、いとこなど

などすべてが遺族です。

◆もし、合祀されているかどうかが不明の場合、合祀の有無の確認方法

・靖国神社に電話（０３－３２６１－８３２６）して、戦没者との関係と名前を告げたうえで、戦

没者の名前、本籍、（わかれば生年月日、戦死年月日）を伝えると調査課につなぎ、その場で合

祀年月日を知らせてくれます。

◆費用 「合祀取り消し要求書」提出に費用は一切不要です。

◆「合祀取り消し要求書」はどんな様式でもかまいません、用紙見本が必要な方は「靖国合祀イヤです

アジアネットワーク」事務局まで請求して下さい。

南スーダンへの PKO 派兵で、先に強行採決された憲法違反の戦争法案にもとづいて「駆けつけ警護、宿営地警

護、治安維持行動」の命令が発動されようとしており、すでに訓練をはじめています。まして、今回防衛相となっ

た稲田朋美は、安倍首相と考えを同じくする改憲派であり、歴史修正主義者であり、靖国神社参拝を繰り返してい

る靖国神社護持派です。今年の８月１５日、稲田朋美はアフリカのジプチに行きました。ジプチは戦後初めての日

本軍（自衛隊）の海外基地です。国連安保理は４０００人の地域防護部隊の追加増派を決め、日本も賛成しました。

地域防護部隊にはいかなる相手であれ、より積極的な武力行使に踏み切る権限を認めています。その上で稲田朋美

は記者団に南スーダンへの派兵は「PKO ５原則に合致している」と派兵を合理化しています。稲田朋美のジプチ訪

問は派兵準備です。南スーダンに派遣される自衛隊員が「殺し、殺される」恐れが高まっています。

私たちは再び死者を、「国のための死」と意味づけし、「英霊」とすることを何としても許してはならないと思い

ます。かつての侵略戦争になんの反省もなく、「強い国」「戦争のする国」にしようとしている政治状況にある今、

私たちの｢合祀はイヤだ！｣の意思表示が靖国神社への「新たな合祀者」を阻止し、靖国神社と靖国思想を真に解体

する大きな力になると考えています。

靖国神社は、これまで｢合祀取り消し要求書｣に対して、「宗教法人である靖国神社としての信仰の自由に基づいて

合祀しているのだから取り消しはできない」と通り一片の回答をよこしていますが、「合祀がイヤだ！」と考えてい

る遺族が少なからず存在し続けていることは無視できなくなっています。しかし、なお少数だと高をくくっている

のです。まさに、靖国神社と「合祀はイヤだ！」と思っている遺族との根気競べです。

引き続き遺族の皆さんの積極的な「靖国行動」への参加を呼びかけます。




















