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求
釈
明
及
び
抗
議
書 

 

文
化
庁
長
官 

 

 

近
藤 

誠
一 
殿 

  

平
素
は
文
化
行
政
に
多
大
な
貢
献
を
い
た
だ
き
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
当
会
は
京
都
の
金
閣
寺
、
清
水
寺
、
東
寺
な
ど
超
宗

派
の
寺
院
、
約
一
二
〇
〇
ヶ
寺
で
構
成
す
る
仏
教
団
体
で
あ
り
、
憲
法
の
掲
げ
る
信
教
の
自
由
が
民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
普
遍
的

な
価
値
を
有
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
自
由
の
実
現
に
関
わ
る
諸
提
言
、
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
宗
教

法
人
法
の
運
用
に
お
い
て
も
、
憲
法
原
則
に
忠
実
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
提
言
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

と
こ
ろ
で
過
日
、
当
会
は
京
都
府
知
事
に
対
し
て
宗
教
法
人
規
則
認
証
申
請
を
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
京
都
府
庁
と
交
渉
段
階
に

あ
る
宗
教
団
体
の
関
係
者
か
ら
、
別
添
の
平
成
九
年
二
月
五
日
付
け
「
審
査
基
準
等 

宗
教
法
人
の
規
則
等
の
認
証
に
関
す
る
審
査

基
準
（
留
意
事
項
）
」
（
以
下
「
審
査
基
準
」
と
い
う
）
と
題
す
る
文
書
を
入
手
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
が
憲
法
な
い
し
宗
教

法
人
法
の
定
め
を
、
著
し
く
逸
脱
し
た
裁
量
行
政
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
驚
愕
の
念
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
宗
教
法

人
法
が
「
認
証
制
度
」
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
の
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
行
政
に

裁
量
権
の
な
い
こ
と
は
、
歴
代
宗
務
課
長
が
こ
と
あ
る
ご
と
に
明
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

法
の
制
定
に
関
わ
っ
た
井
上
恵
行
は
そ
の
著
書
に
お
い
て
「
政
教
分
離
の
原
則
は
、
国
家
は
宗
教
そ
の
も
の
、
宗
教
団
体
そ
れ
自

体
に
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
い
さ
さ
か
も
触
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
・
・
・
法
人

法
は
、
実
に
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則
を
骨
子
と
し
て
立
法
制
定
さ
れ
た
も
の
で
り
、
ま
た
、
こ
こ
に
法
人
法
の
一

大
特
性
が
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
ま
す
（
井
上
恵
行
『
宗
教
法
人
法
の
基
礎
的
研
究
』
、
三
五
六
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
「
宗
教
法

人
の
設
立
は
、
認
可
主
義
で
は
な
く
、
一
種
の
準
則
主
義
を
採
り
、
宗
教
法
人
は
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
（
第
十
五
条
）
」
（
同
書
、
二
八
三
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
お
り
、
法
人
の
設
立
は
財
産
の
所
有
を
予
定
し
、
法
律

行
為
を
行
う
必
要
の
あ
る
宗
教
団
体
が
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
自
ら
設
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
団
体
の
当
然
の
権
利
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
法
人
の
法
人
格
は
、
所
轄
庁
が
与
え
た
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
団
体
が
法
の
規
定

に
従
い
自
ら
法
人
を
設
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
行
政
は
、
申
請
団
体
が
法
第
二
条
に
定
め
る
宗
教
団
体
で
あ
る
こ
と
、
法
人
規
則
が

法
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
、
設
立
の
手
続
き
が
法
の
定
め
に
沿
っ
て
為
さ
れ
た
こ
と
を
、
確
認
し
て
公
の
権
威
に
よ
り
こ
れ

を
証
明
す
る
に
過
ぎ
ず
、
当
該
宗
教
団
体
が
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
活
動
を
し
て
き
た
か
、
ま
た
法
人
設
立
後
い
か
な
る
活
動
を
す
る

か
は
、
所
轄
庁
と
は
関
わ
り
の
無
い
こ
と
で
す
。
か
り
に
当
該
法
人
が
、
違
法
な
活
動
を
し
た
場
合
に
は
刑
法
、
民
法
、
建
築
基
準

法
、
食
品
衛
生
法
な
ど
、
国
民
一
般
に
適
用
さ
れ
て
い
る
一
般
の
法
律
に
よ
っ
て
規
制
す
れ
ば
良
い
（
法
八
十
六
条
）
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
に
特
別
な
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
、
宗
教
を
理
由
と
す
る
規
制
と
な
る
故
に
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
と
な
り
、
違
憲
、
違

法
と
な
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
認
証
制
度
は
憲
法
が
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
社
会
や
宗
教
情
勢
が
い
か
に
変
化
し

て
も
、
こ
れ
を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。 

 

行
政
手
続
法
、
行
政
訴
訟
法
の
改
正
に
伴
い
行
政
裁
量
の
明
確
化
、
越
権
が
な
い
こ
と
を
各
分
野
で
求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
「
審
査
基
準
」
が
ま
っ
た
く
時
代
に
逆
行
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
に
、
厳
重
に
抗
議
す
る
と
共
に
、
以
下
の
諸
点
に

つ
き
、
十
二
月
十
五
日
ま
で
に
、
文
書
に
て
回
答
を
頂
き
た
く
、
釈
明
を
求
め
ま
す
。 

 

第
１ 

設
立
に
係
わ
る
規
則
の
認
証
に
つ
い
て 

 

審
査
基
準
（
２
）
①
以
下
に
つ
き
、
法
第
十
三
条
一
項
一
号
に
い
う
「
宗
教
団
体
で
あ
る
こ
と
」
を
証
す
る
た
め
に
、
過
去
三
年
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程
度
の
実
績
の
一
覧
の
添
付
を
求
め
、
写
真
等
に
よ
る
確
認
や
、
信
者
及
び
宗
教
教
師
の
存
否
に
つ
い
て
、
一
覧
の
添
付
を
求
め
、

信
者
の
数
に
つ
い
て
、
宗
教
団
体
の
実
態
の
確
認
の
観
点
か
ら
審
査
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
現
に
、
こ
れ
を
受
け
て
規
則
認
証

の
調
査
と
し
て
、
一
覧
に
掲
載
さ
れ
た
信
者
に
対
し
て
、
電
話
で
こ
れ
を
確
認
調
査
し
た
事
例
も
あ
る
。 

１ 

「
過
去
三
年
の
実
績
」
等
と
い
う
い
わ
ゆ
る
三
年
ル
ー
ル
は
、
宗
教
法
人
法
の
い
か
な
る
条
文
の
解
釈
と
し
て
導
き
出
せ
る
も

の
で
あ
る
か
。 

 

宗
教
法
人
の
設
立
は
、
既
述
の
通
り
、
本
来
国
の
許
可
制
で
は
な
く
、
準
則
制
の
一
種
で
あ
る
。
憲
法
二
十
条
の
定
め
る
信
教
の

自
由
の
保
障
、
政
教
分
離
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
帰
着
で
あ
る
。
所
轄
庁
が
宗
教
の
教
義
、
宗
教
団
体
の
あ
り
方
等
を
価
値

判
断
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
、
憲
法
原
則
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
人
設
立
に
際
し
て
は
、
団
体
の
基
本
ル
ー

ル
た
る
「
法
人
規
則
」
を
自
ら
定
め
、
所
轄
庁
は
そ
の
「
申
請
の
受
理
」 

か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
、
「
認
証
」
す
る
か
否
か
の
決
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
十
四
条
四
項
）
。
本
来
「
認
証
」
と
は
、
一
定
の
行
為
が
適
法
な
内
容
を
持
ち
、
正
当
な
手
続
で
為
さ

れ
た
こ
と
を
公
的
機
関
が
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
権
力
的
な
判
断
作
用
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
三
ヶ
月
と

い
う
短
期
で
判
断
す
る
法
律
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

法
十
四
条
一
項
一
号
に
あ
る
「
当
該
団
体
が
宗
教
団
体
で
あ
る
こ
と
」
の
要
件
確
認
の
た
め
に
、
な
ぜ
三
年
の
実
績
の
一
覧
が
必

要
な
の
か
、
そ
の
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
法
は
も
ち
ろ
ん
三
年
の
活
動
実
績
を
問
う
て
は
い
な
い
。
当
該
団
体
が
申
請

の
時
点
に
お
い
て
、
法
第
二
条
の
定
め
る
宗
教
団
体
と
し
て
の
要
件
を
、
実
態
と
し
て
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
団
体
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
、
三
年
の
実
績
が
必
要
と
の
論
理
的
な
帰
結
は
出
て

こ
な
い
の
で
あ
る
。 

２ 

宗
教
団
体
の
実
態
を
証
す
る
方
法
、
内
容
に
つ
い
て
、
信
者
の
数
と
一
覧
を
求
め
る
法
的
根
拠
は
何
か
。 

 

確
か
に
宗
教
法
人
の
設
立
は
、
会
社
法
上
の
会
社
設
立
と
は
異
な
り
、
申
請
の
時
点
で
、
す
で
に
「
宗
教
団
体
で
あ
る
こ
と
」
が

必
要
な
要
件
で
あ
り
、
法
第
十
三
条
一
項
は
こ
れ
を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
要
請
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
教
団
体
と
は
法
第
二
条

に
よ
れ
ば
「
礼
拝
の
施
設
を
備
え
る
神
社
、
寺
院
、
教
会
及
び
こ
れ
に
類
す
る
団
体
」
で
、
教
義
、
儀
式
、
信
者
を
構
成
要
素
と
す

る
団
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
確
認
に
は
、
要
す
る
に
神
社
や
寺
院
等
の
礼
拝
の
施
設
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
礼
拝
そ
の
他
の
儀
式
、

行
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
信
者
が
集
ま
り
、
あ
る
い
は
礼
拝
し
、
あ
る
い
は
説
教
等
を
受
け
て
い
る
写
真
等
が
あ
れ
ば
十
分

で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
こ
れ
に
疑
い
を
持
つ
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
現
地
に
赴
い
て
こ
れ
を
確
認
す
れ
ば
す
む

こ
と
で
あ
る
。 

 

信
者
名
簿
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
当
該
信
者
が
礼
拝
等
に
参
加
し
て
い
る
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
当
然
、
信
者
数
の
大
小
に

よ
っ
て
認
証
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
基
準
に
し
て
良
い
は
ず
が
な
い
。
む
し
ろ
、
信
者
名
簿
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
真

実
性
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
を
行
う
な
ら
ば
、
憲
法
の
保
障
す
る
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
信
教

の
自
由
に
は
、
信
仰
告
白
の
自
由
が
含
ま
れ
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
「
信
仰
を
秘
匿
す
る
自
由
」
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
広
く
定

説
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
行
政
機
関
が
、
信
者
で
あ
る
こ
と
の
有
無
を
調
べ
る
こ
と
自
体
が
、
あ
る
種
の
「
踏
み
絵
」
と

な
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
宗
教
法
人
の
法
人
登
記
簿
に
は
代
表
役
員
以
外
の
役
員
の
記
載
を
求
め
ず
、
ア
メ
リ
カ
で
は
国
家
機
関
に

よ
る
宗
教
統
計
の
調
査
で
さ
え
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
信
者
名
簿
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
、
法
第
八
十
五
条

が
「
こ
の
法
律
の
い
か
な
る
規
定
も
、
宗
教
団
体
に
お
け
る
・
・
・
宗
教
上
の
事
項
に
つ
い
て
、
・
・
・
誘
導
し
、
干
渉
す
る
権
限

を
与
え
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
規
定
を
犯
す
も
の
で
あ
り
、
政
教
分
離
を
定
め
る
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ

る
。
信
者
数
の
大
小
、
個
別
の
信
者
の
確
認
を
す
る
こ
と
は
、
宗
教
団
体
へ
の
干
渉
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
審
査
基
準
は
法

の
解
釈
、
適
用
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

３ 

同
（
２
）
の
③
に
つ
い
て 

 

過
去
三
年
の
規
約
、
収
支
計
算
書
の
添
付
を
求
め
る
三
年
ル
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
団
体
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の
永
続
性
に
つ
き
、
検
討
す
る
と
す
る
法
的
根
拠
は
何
か
。
更
に
礼
拝
の
施
設
に
係
わ
る
不
動
産
な
ど
の
財
産
が
、
他
と
分
離
独
立

し
た
当
該
団
体
自
身
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
賃
貸
地
を
境
内
地
と
す
る
こ
と
を
、
宗

教
法
人
法
が
禁
止
し
て
い
る
と
法
的
に
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
。 

 

「
宗
教
団
体
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
、
当
該
団
体
の
組
織
、
意
志
決
定
方
法
、
財
産
管
理
等
に
関
す
る
規
約
の
添
付

を
求
め
る
」
と
言
う
こ
と
は
、
法
人
化
以
前
の
宗
教
団
体
が
特
段
の
明
文
規
約
を
定
め
ず
、
慣
行
に
従
っ
て
運
営
し
て
い
る
場
合
は
、

法
第
二
条
に
規
定
す
る
宗
教
団
体
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

法
人
化
す
る
以
前
の
宗
教
団
体
の
規
約
等
は
、
宗
教
上
の
事
項
と
財
産
管
理
に
関
す
る
事
項
と
が
分
け
ら
れ
て
い
な
い
の
が
通
常
の

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
認
証
の
可
否
の
判
断
資
料
と
す
る
こ
と
は
、
宗
教
上
の
事
項
に
対
す
る
価
値
判
断
が
加
わ
る
お

そ
れ
が
大
で
あ
り
、
宗
教
活
動
へ
の
干
渉
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
は
な
ら
な
い
と
い
う
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

「
団
体
の
永
続
性
」
の
検
討
が
、
な
ぜ
設
立
認
証
の
問
題
に
な
る
の
か
。
法
は
法
人
の
任
意
解
散
、
第
八
十
一
条
に
よ
る
法
定
解

散
命
令
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
人
も
永
続
し
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
永
続

性
の
保
障
を
設
立
認
証
の
前
提
と
す
る
の
は
、
整
合
性
を
欠
く
、
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
永
続
性
の
有
無
は
、
未
来
の
こ
と
で
あ
る
か
ら

誰
に
も
そ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
判
断
を
認
証
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
行
政
の
恣
意
的
裁
量
を

許
す
基
と
な
り
、
認
証
制
度
の
根
幹
を
崩
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

法
人
化
以
前
の
宗
教
団
体
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
団
体
自
身
で
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
財
産
が
当
該
団

体
自
身
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
と
い
う
の
は
、
論
理
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
。
あ
る
九
州
の
宗
教
団
体
が
、
法
人
設
立

を
求
め
た
と
き
、
礼
拝
の
施
設
が
借
地
・
借
家
で
あ
る
か
ら
受
け
付
け
ら
れ
な
い
と
言
い
、
そ
の
指
導
に
よ
っ
て
借
金
し
て
教
祖
名

義
の
礼
拝
施
設
を
建
設
し
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
「
そ
の
よ
う
に
借
財
の
多
い
団
体
は
、
永
続
性
に
問
題
が
あ
る
か
ら
、
受
け
付
け
ら

れ
な
い
」
と
言
っ
て
、
設
立
を
認
証
す
る
ま
で
、
十
五
年
も
店
晒
し
に
し
た
事
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
憲
・
違
法
な
裁
量
行
政

が
横
行
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
審
査
基
準
に
よ
る
文
化
庁
の
指
導
が
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
と
て
も
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

境
内
地
、
境
内
建
物
が
、
借
地
、
借
家
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
法
制
定
時
の
国
会
審
議
で
も
確
認
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
税
法
（
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
）
上
も
借
地
、
借
家
で
あ
る
場
合
を
想
定
し
た
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
事
実
を
無
視
し
て
、
行
政
が
こ
の
よ
う
に
恣
意
的
解
釈
を
な
し
得
る
と
考
え
る
根
拠
は
何
か
。 

４ 

同
④
に
つ
い
て 

 

礼
拝
の
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
公
開
性
の
確
保
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
、
い
か
な
る
法
的
根
拠
が
あ
る
の
か
。
宗
教
団
体
は

憲
法
に
よ
っ
て
、
公
金
の
支
出
は
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
信
者
等
に
対
し
て
は
公
開
し
て
し
か
る
べ

き
で
は
あ
る
が
、
一
般
社
会
に
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
項
に
行
政
が
口
出
し
を
す
る
の
は
、

法
が
禁
止
し
て
い
る
宗
教
に
対
す
る
誘
導
・
干
渉
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。 

５ 

同
⑤
に
つ
い
て 

 

被
包
括
宗
教
団
体
と
の
関
係
に
関
す
る
実
績
と
は
、
被
包
括
関
係
設
定
の
有
無
以
外
に
、
い
か
な
る
実
績
を
求
め
る
の
か
。
そ
の

法
的
根
拠
は
何
か
。 

６ 

同
（
３
）
に
つ
い
て 

 

布
教
方
法
に
つ
い
て
、
反
社
会
的
な
活
動
の
有
無
と
、
規
則
の
認
証
と
に
い
か
な
る
法
的
関
係
が
あ
る
の
か
。
近
隣
住
民
と
の
対

立
の
有
無
は
、
規
則
と
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
。 

 

反
社
会
的
な
活
動
は
、
刑
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
っ
て
規
制
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
法
人
法
上
は
法
定
の
解
散
請
求
の

問
題
で
あ
っ
て
、
設
立
認
証
の
問
題
で
は
な
い
。
認
証
以
前
に
詐
欺
、
脅
迫
、
暴
力
な
ど
の
刑
法
違
反
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を

所
管
す
る
警
察
、
検
察
に
通
告
す
れ
ば
す
む
こ
と
で
あ
り
、
捜
査
権
も
な
い
所
轄
庁
が
確
か
な
証
拠
も
無
し
に
、
認
証
を
拒
否
す
る

こ
と
を
許
せ
ば
、
所
轄
庁
の
恣
意
的
裁
量
で
宗
教
団
体
の
正
当
な
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
単
な
る
噂
や
感
情
的
反
感
を
有
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す
る
関
係
者
の
申
立
で
、
認
証
を
引
き
延
ば
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
犯
罪
性
が
証
明
さ
れ
て
か
ら
、
解
散
請
求
を
行
う
べ
き
も
の

で
あ
る
。
ち
な
み
に
解
散
の
請
求
は
所
轄
庁
の
専
権
事
項
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
法
は
第
一
義
的
に
検
察
に
よ
る
請
求
を
想
定
し
て

い
る
。 

 

近
隣
住
民
と
の
感
情
的
対
立
を
認
証
判
断
に
係
わ
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
宗
教
は
世
俗
的
常
識
と
は
異
な
る
世
界
観
・
価
値
観

を
有
す
る
の
が
そ
の
特
性
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
違
法
性
の
無
い
場
合
で
も
、
信
者
で
な
い
も
の
が
感
情
的
反
感
を
持
つ
こ
と
は
、
し

ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
申
立
を
、
認
証
の
判
断
基
準
に
持
ち
込
む
こ
と
の
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

近
隣
住
民
と
の
対
立
の
有
無
な
ど
は
調
査
す
べ
き
事
項
に
も
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。 

 

第
２ 

規
則
の
変
更
の
認
証
に
つ
い
て 

 

（
１
）
お
よ
び
（
３
）
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
証
明
し
て
い
る
事
実
の
存
否
、
ま
た
は
当
該
宗
教
法
人
の
同
一
性
等
に
、
「
理
由
の

あ
る
疑
い
が
あ
る
場
合
」
と
い
う
例
外
的
事
例
に
関
し
て
の
み
調
査
を
行
う
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
特
段
の
疑
義
の
無
い
場
合

に
も
「
例
外
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
法
定
の
期
間
内
の
認
証
を
拒
否
し
て
い
る
行
政
事
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
恣
意

的
裁
量
に
よ
る
権
力
主
義
的
行
政
が
横
行
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
審
査
基
準
が
「
法
の
規
定
の
外
」
、
行
政
の
裁
量
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
審
査
の
基
準
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
か
か
る
実
情
に
対
す
る
文
化
庁
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

第
３ 

合
併
及
び
任
意
解
散
の
認
証
に
つ
い
て 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
事
例
が
少
な
い
の
で
、
ま
だ
そ
の
弊
害
が
顕
著
で
は
な
い
。
し
か
し
、
２
の
場
合
と
同
様
の
恣
意
的
権
力
行

政
が
行
わ
れ
る
危
惧
を
否
定
で
き
な
い
。 

  
 

以
上
の
次
第
に
つ
き
、
明
確
な
釈
明
を
求
め
る
と
共
に
、
著
し
く
法
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
の
「
審
査
基
準
」
の
廃
棄
を
求
め
、
憲

法
と
法
に
従
っ
た
行
政
の
実
行
を
強
く
求
め
ま
す
。 

  

二
〇
一
二
年
十
一
月
十
九
日 
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