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１　

は
じ
め
に

条
例
と
法
律
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
94
条

が
、「
地
方
公
共
団
体
は
、
…
…
法
律
の
範
囲
内
で

条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
地
方
自
治
法
第
14
条
第
１
項
も
、「
普
通
地

方
公
共
団
体
は
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い

て
第
２
条
第
２
項
の
事
務
に
関
し
、
条
例
を
制
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
お
り
、
こ
の
「
法
令

に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
」は
憲
法
第
94
条
の「
法

律
の
範
囲
内
で
」
と
同
様
に
解
す
べ
き
も
の
と
さ
れ

て
い
る
（
松
本
英
昭
『
新
版　

逐
条
地
方
自
治
法　

第
８
次
改
訂
版
』
１
５
６
頁
、
学
陽
書
房
）。
徳
島

市
公
安
条
例
事
件
判
決（
以
下「
本
判
決
」と
い
う
。）

は
、
地
方
自
治
法
第
14
条
第
１
項
の
「
法
令
に
反
し

な
い
限
り
に
お
い
て
」す
な
わ
ち
憲
法
第
94
条
の「
法

律
の
範
囲
内
で
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

２　

徳
島
市
公
安
条
例
事
件
判
決

（
１
）
法
令
の
定
め

①
　
道
路
交
通
法

（
道
路
の
使
用
の
許
可
）

第
77
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い

て
当
該
行
為
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
所
轄
警
察
署
長
」
と

い
う
。）
の
許
可
（
当
該
行
為
に
係
る
場
所
が
同

一
の
公
安
委
員
会
の
管
理
に
属
す
る
二
以
上
の
警

察
署
長
の
管
轄
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ

か
の
所
轄
警
察
署
長
の
許
可
。
以
下
こ
の
節
に
お

い
て
同
じ
。）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三　

略

四　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
に
お

い
て
祭
礼
行
事
を
し
、
又
は
ロ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
を

す
る
等
一
般
交
通
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
よ

う
な
通
行
の
形
態
若
し
く
は
方
法
に
よ
り
道
路

を
使
用
す
る
行
為
又
は
道
路
に
人
が
集
ま
り
一

般
交
通
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
行
為

で
、
公
安
委
員
会
が
、
そ
の
土
地
の
道
路
又
は

交
通
の
状
況
に
よ
り
、
道
路
に
お
け
る
危
険
を

防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る

た
め
必
要
と
認
め
て
定
め
た
も
の
を
し
よ
う
と

す
る
者

２　

略

３　

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
轄
警

察
署
長
は
、
当
該
許
可
に
係
る
行
為
が
前
項
第
一

条
例
と
法
律
の
関
係

弁
護
士

羽
根
　
一
成

重
要
判
例
に
学
ぶ

地
方
自
治
の
知
識

徳
島
市
公
安
条
例
事
件

最
高
裁
判
所
昭
和
50
年
９
月
10
日
判
決
（
判
例
時
報
７
８
７
号
24
頁
）
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号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
許
可
に
道
路

に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全

と
円
滑
を
図
る
た
め
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
～
７　

略

第
１
１
９
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
は
、
３
月
以
下
の
懲
役
又
は
５
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

一
～
十
二　

略

十
三　

第
77
条
（
道
路
の
使
用
の
許
可
）
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
が
付
し
、
又
は
同
条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
が
変
更
し
、

若
し
く
は
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
者

２　

略

②
　
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例

（
徳
島
市
公
安
条
例
）

（
遵
守
事
項
）

第
３
条　

集
団
行
進
又
は
集
団
示
威
運
動
を
行
う
と

す
る
者
は
、
集
団
行
進
又
は
集
団
示
威
運
動
の
秩

序
を
保
ち
、
公
共
の
安
寧
を
保
持
す
る
た
め
、
次

の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

略

三　

交
通
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と

（
罰
則
）

第
５
条　

…
…
第
３
条
の
規
定
…
…
に
違
反
し
て
行

わ
れ
た
集
団
行
進
又
は
集
団
示
威
運
動
の
主
催

者
、
指
導
者
又
は
煽
動
者
は
こ
れ
を
１
年
以
下
の

懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
５
万
円
以
上
の
罰
金
に

処
す
る
。

（
２
）
事
実
の
概
要

Ａ
主
催
の
集
団
示
威
行
進
に
対
し
て
道
路
使
用
を

許
可
す
る
に
当
た
り
、所
轄
警
察
署
長
は
、「
だ
行
進
、

う
ず
巻
行
進
、
こ
と
さ
ら
な
か
け
足
又
は
お
そ
足
行

進
、
停
滞
、
す
わ
り
込
み
、
先
行
て
い
団
と
の
併
進
、

先
行
て
い
団
の
追
越
し
、
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン

ス
デ
モ
等
交
通
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
を

し
な
い
こ
と
」
と
の
条
件
を
付
し
た
。

し
か
る
に
、
Ｘ
は
、
同
集
団
示
威
行
進
の
先
頭
集

団
が
だ
行
進
を
行
っ
た
際
、
自
ら
も
だ
行
進
を
し
た

り
、
先
頭
列
外
付
近
に
位
置
し
て
所
携
の
笛
を
吹
き

あ
る
い
は
両
手
を
上
げ
て
前
後
に
振
り
、
集
団
行
進

者
に
だ
行
進
を
さ
せ
る
よ
う
刺
激
を
与
え
た
。

そ
の
た
め
、
Ｘ
は
、
Ｘ
が
自
ら
も
だ
行
進
を
し
た

点
が
道
路
交
通
法
第
77
条
３
項
、
第
１
１
９
条
第
１

項
第
13
号
に
該
当
し
、
Ｘ
が
集
団
行
進
者
に
だ
行
進

さ
せ
る
よ
う
刺
激
を
与
え
、
も
っ
て
集
団
行
進
者
が

交
通
秩
序
の
維
持
に
反
す
る
行
為
を
す
る
よ
う
に
扇

動
し
た
点
が
徳
島
市
公
安
条
例
第
３
条
第
３
号
、
第

５
条
に
該
当
す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。

（
３
）
争
点

争
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
で
は
、
徳
島
市

公
安
条
例
が
、
道
路
交
通
法
第
77
条
に
違
反
す
る
か

に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

（
４
）
判
旨

⑴　
「
地
方
自
治
法
14
条
１
項
は
、
普
通
地
方
公
共

団
体
は
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
同
法
２

条
２
項
の
事
務
に
関
し
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
普
通
地
方
公
共
団

体
の
制
定
す
る
条
例
が
国
の
法
令
に
違
反
す
る
場
合

に
は
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」

⑵　
「
条
例
が
国
の
法
令
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
は
、

両
者
の
対
象
事
項
と
規
定
文
言
を
対
比
す
る
の
み
で

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
旨
、
目
的
、
内
容
及
び
効
果

を
比
較
し
、
両
者
の
間
に
矛
盾
牴
触
が
あ
る
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例

え
ば
、〔
❶
〕
あ
る
事
項
に
つ
い
て
国
の
法
令
中
に

こ
れ
を
規
律
す
る
明
文
の
規
定
が
な
い
場
合
で
も
、

〔
❶
―
❶
〕
当
該
法
令
全
体
か
ら
み
て
、
右
規
定
の

欠
如
が
特
に
当
該
事
項
に
つ
い
て
い
か
な
る
規
制
を

も
施
す
こ
と
な
く
放
置
す
べ
き
も
の
と
す
る
趣
旨
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
規
律
を

設
け
る
条
例
の
規
定
は
国
の
法
令
に
違
反
す
る
こ
と

と
な
り
う
る
し
、
逆
に
、〔
❷
〕
特
定
事
項
に
つ
い

て
こ
れ
を
規
律
す
る
国
の
法
令
と
条
例
と
が
併
存
す

る
場
合
で
も
、〔
❷
―
❶
〕
後
者
が
前
者
と
は
別
の

目
的
に
基
づ
く
規
律
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
、〔
❷

―
❶
―
❶
〕
そ
の
適
用
に
よ
っ
て
前
者
の
規
定
の
意
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図
す
る
目
的
と
効
果
を
な
ん
ら
阻
害
す
る
こ
と
が
な

い
と
き
や
、〔
❷
―
❷
〕
両
者
が
同
一
の
目
的
に
出

た
も
の
で
あ
っ
て
も
、〔
❷
―
❷
―
❶
〕
国
の
法
令

が
必
ず
し
も
そ
の
規
定
に
よ
っ
て
全
国
的
に
一
律
に

同
一
内
容
の
規
制
を
施
す
趣
旨
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
の

実
情
に
応
じ
て
、
別
段
の
規
制
を
施
す
こ
と
を
容
認

す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
き
は
、
国
の
法
令

と
条
例
と
の
間
に
は
な
ん
ら
の
矛
盾
牴
触
は
な
く
、

条
例
が
国
の
法
令
に
違
反
す
る
問
題
は
生
じ
え
な
い

の
で
あ
る
」（
番
号
は
筆
者
）

⑶　
「
こ
れ
を
道
路
交
通
法
77
条
及
び
こ
れ
に
基
づ

く
徳
島
県
道
路
交
通
施
行
細
則
と
本
条
例
に
つ
い
て

み
る
と
、
徳
島
市
内
の
道
路
に
お
け
る
集
団
行
進
等

に
つ
い
て
、
道
路
交
通
秩
序
維
持
の
た
め
の
行
為
規

制
を
施
し
て
い
る
部
分
に
関
す
る
限
り
は
、
両
者
の

規
律
が
併
存
競
合
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
否
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
路
交

通
法
77
条
１
項
４
号
は
、
同
号
に
定
め
る
通
行
の
形

態
又
は
方
法
に
よ
る
道
路
の
特
別
使
用
行
為
等
を
警

察
署
長
の
許
可
に
よ
っ
て
個
別
的
に
解
除
さ
れ
る
べ

き
一
般
的
禁
止
事
項
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
各

公
安
委
員
会
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
応
じ
て
そ
の
裁
量
に
よ
り

決
定
す
る
と
こ
ろ
に
ゆ
だ
ね
、
こ
れ
を
全
国
的
に
一

律
に
定
め
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
態
度
か
ら
推
す
と
き
は
、
右
規
定
は
、
そ

の
対
象
と
な
る
道
路
の
特
別
使
用
行
為
等
に
つ
き
、

各
普
通
地
方
公
共
団
体
が
、
条
例
に
よ
り
地
方
公
共

の
安
寧
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
規
制
を
施
す
に
あ

た
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
対
し
、

道
路
交
通
法
に
よ
る
規
制
と
は
別
個
に
、
交
通
秩
序

の
維
持
の
見
地
か
ら
一
定
の
規
制
を
施
す
こ
と
自
体

を
排
斥
す
る
趣
旨
ま
で
含
む
も
の
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
各
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
規
制
を
施
し

た
条
例
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、こ
れ
を
勘
案
し
て
、

右
の
行
為
に
対
し
道
路
交
通
法
の
前
記
規
定
に
基
づ

く
規
制
を
施
す
か
ど
う
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
内
容

の
規
制
を
施
す
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
解
す
る
の
が
、
相
当
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
道

路
に
お
け
る
集
団
行
進
等
に
対
す
る
道
路
交
通
秩
序

維
持
の
た
め
の
具
体
的
規
制
が
、
道
路
交
通
法
77
条

及
び
こ
れ
に
基
づ
く
公
安
委
員
会
規
則
と
条
例
の
双

方
に
お
い
て
重
複
し
て
施
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
も
、
両
者
の
内
容
に
矛
盾
牴
触
す
る
と
こ
ろ
が
な

く
、
条
例
に
お
け
る
重
複
規
制
が
そ
れ
自
体
と
し
て

の
特
別
の
意
義
と
効
果
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
合
理

性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
道
路
交
通
法
に
よ
る

規
制
は
、
こ
の
よ
う
な
条
例
に
よ
る
規
制
を
否
定
、

排
除
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
条
例
の
規
制
の
及
ば
な

い
範
囲
に
お
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
趣
旨
の
も
の
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
右
条
例

を
も
っ
て
道
路
交
通
法
に
違
反
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」

（
５
）
検
討

１　

本
判
決
は
、
ま
ず
⑴
で
、
法
令
に
違
反
す
る
条

例
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
次
に
⑵
で
、
い
か

な
る
場
合
に
条
例
が
法
令
に
違
反
し
、
無
効
と
な
る

の
か
に
つ
い
て
規
範
を
定
立
し
て
い
る
。
そ
の
規
範

の
内
容
は
、
次
頁
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
示
す
と
お

り
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
⑶
で
、
定
立
し
た
規
範
に
本
件
を
当
て

は
め
結
論
を
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
⑶
の
「
道
路
交
通
法
77
条
及
び

こ
れ
に
基
づ
く
徳
島
県
道
路
交
通
施
行
細
則
と
本
条

例
に
つ
い
て
み
る
と
、
徳
島
市
内
の
道
路
に
お
け
る

集
団
行
進
等
に
つ
い
て
、
道
路
交
通
秩
序
維
持
の
た

め
の
行
為
規
制
を
施
し
て
い
る
部
分
に
関
す
る
限
り

は
、
両
者
の
規
律
が
併
存
競
合
し
て
い
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
判
示

は
、「
徳
島
市
内
の
道
路
に
お
け
る
集
団
行
進
等
」（
に

対
す
る
行
為
規
制
）
と
い
う
特
定
事
項
に
つ
い
て
こ

れ
を
規
律
す
る
道
路
交
通
法
第
77
条
と
徳
島
市
公
安

条
例
が
併
存
す
る
こ
と
〔
❷
〕、
両
者
が
、「
道
路
交

通
秩
序
維
持
の
た
め
」
と
い
う
同
一
の
目
的
に
出
た

も
の
で
あ
る
こ
と
〔
❷
―
❷
〕
を
述
べ
て
い
る
。

次
に
、
国
の
法
令
が
必
ず
し
も
そ
の
規
定
に
よ
っ

て
全
国
的
に
一
律
に
同
一
内
容
の
規
制
を
施
す
趣
旨

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
、
そ
の
地
方
の
実
情
に
応
じ
て
、
別
段
の
規
制

を
施
す
こ
と
を
容
認
す
る
趣
旨
で
あ
る
の
か
ど
う
か
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に
つ
い
て
は
、「
右
規
定

は
、
そ
の
対
象
と
な
る
道

路
の
特
別
使
用
行
為
等
に

つ
き
、
各
普
通
地
方
公
共

団
体
が
、
条
例
に
よ
り
地

方
公
共
の
安
寧
と
秩
序
の

維
持
の
た
め
の
規
制
を
施

す
に
あ
た
り
、
そ
の
一
環

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
行
為

に
対
し
、
道
路
交
通
法
に

よ
る
規
制
と
は
別
個
に
、

交
通
秩
序
の
維
持
の
見
地

か
ら
一
定
の
規
制
を
施
す

こ
と
自
体
を
排
斥
す
る
趣

旨
ま
で
含
む
も
の
と
は
考

え
ら
れ
」
な
い
〔
❷
―
❷

―
❶
〕
と
述
べ
て
い
る
。

⑵
に
お
い
て
定
立
し
た

規
範
に
よ
れ
ば
、
以
上
の

こ
と
か
ら
、「
し
た
が
っ

て
、
右
条
例
を
も
っ
て
道

路
交
通
法
に
違
反
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
結
論
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
本
判
決
は
、
さ
ら

に
、
法
律
と
条
例
の
優
劣

に
つ
い
て
、
道
路
交
通
法
第
77
条
第
１
項
第
４
号
の

趣
旨
か
ら
「
各
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
規
制

を
施
し
た
条
例
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
勘

案
し
て
、
右
の
行
為
に
対
し
道
路
交
通
法
の
前
記
規

定
に
基
づ
く
規
制
を
施
す
か
ど
う
か
、
ま
た
、
い
か

な
る
内
容
の
規
制
を
施
す
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
解
す
る
」
と
述
べ
、そ
の
こ
と
か
ら
「
道

路
に
お
け
る
集
団
行
進
等
に
対
す
る
道
路
交
通
秩
序

維
持
の
た
め
の
具
体
的
規
制
が
、
道
路
交
通
法
77
条

及
び
こ
れ
に
基
づ
く
公
安
委
員
会
規
則
と
条
例
の
双

方
に
お
い
て
重
複
し
て
施
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
も
、
…
…
道
路
交
通
法
に
よ
る
規
制
は
、
…
…
条
例

の
規
制
の
及
ば
な
い
範
囲
に
お
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る

趣
旨
の
も
の
と
解
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
最
高
裁

判
所
判
例
解
説　

刑
事
篇　

昭
和
50
年
度
』
１
８
３

頁
、
法
曹
会
）。
な
お
、
本
判
決
を
、
法
律
の
趣
旨

が
不
明
確
な
場
合
に
、
条
例
が
合
理
的
な
も
の
で
あ

れ
ば
、
法
律
は
そ
れ
を
許
容
す
る
も
の
と
し
て
解
釈

す
べ
き
だ
と
す
る
も
の
と
読
む
見
解
も
あ
る
（
木
村

草
太「
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ　

第
５
版
」４
８
５
頁
）。）。

後
者
の
、
重
複
し
た
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
条
例
に
よ
る
規
制
が
優
先
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、「
両
者
の
内
容
に
矛
盾
牴
触
す
る
と
こ
ろ

が
な
く
、
条
例
に
お
け
る
重
複
規
制
が
そ
れ
自
体
と

し
て
の
特
別
の
意
義
と
効
果
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の

合
理
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
」
と
い
う
留
保
が

付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
判
示
部
分
が
⑵
に
お
い
て

有効

無効

有効

無効

有効

無効

条
例
と
国
の
法
令
の
趣
旨
、
目
的
、
内
容
及
び
効
果
を

比
較
し
、
両
者
の
間
に
矛
盾
牴
触
が
あ
る
か
ど
う
か

〔❶〕ある事項につい
て国の法令中にこれ
を規律する明文の規
定がない場合

〔❶－❶〕当該法令全体
からみて、右規定の欠
如が特に当該事項に
ついていかなる規制
をも施すことなく放
置すべきものとする
趣旨であるとき

〔❷－❶－❶〕その適用
によって前者の規定
の意図する目的と効
果をなんら阻害する
ことがないとき

〔❷－❶－❷〕そのよう
なことがあるとき

〔❷－❷－❶〕国の法令
が必ずしもその規定に
よって全国的に一律に
同一内容の規制を施す
趣旨ではなく、それぞ
れの普通地方公共団
体において、その地方
の実情に応じて、別段
の規制を施すことを容
認する趣旨であるとき

〔❷－❷－❷〕そのよう
な趣旨ではないとき

〔❶－❷〕そのような趣
旨ではないとき

〔❷－❶〕別の目的に基
づく規律を意図する
ものである

〔❷－❷〕両者が同一の
目的に出たものであ
る

〔❷〕特定事項につい
てこれを規律する国
の法令と条例とが併
存する場合
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定
立
し
た
規
範
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
は
明

ら
か
で
な
い
（『
地
方
自
治
判
例
百
選　

第
４
版
』
54

頁
、
有
斐
閣
）。

２　

本
判
決
は
、
最
高
裁
が
、
法
令
と
条
例
が
併
存

し
〔
❷
〕、
両
者
が
同
一
目
的
で
あ
る
〔
❷
―
❷
〕

と
い
う
事
案
に
お
い
て
、「
国
の
法
令
が
必
ず
し
も

そ
の
規
定
に
よ
っ
て
全
国
的
に
一
律
に
同
一
内
容
の

規
制
を
施
す
趣
旨
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
普
通
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
の
実
情
に
応
じ

て
、
別
段
の
規
制
を
施
す
こ
と
を
容
認
す
る
趣
旨
で

あ
る
」
こ
と
〔
❷
―
❷
―
❶
〕
を
認
め
、
条
例
が
法

令
に
違
反
し
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由

と
し
て
、「
道
路
交
通
法
77
条
１
項
４
号
は
、
同
号

に
定
め
る
通
行
の
形
態
又
は
方
法
に
よ
る
道
路
の
特

別
使
用
行
為
等
を
警
察
署
長
の
許
可
に
よ
っ
て
個
別

的
に
解
除
さ
れ
る
べ
き
一
般
的
禁
止
事
項
と
す
る
か

ど
う
か
に
つ
き
、
各
公
安
委
員
会
が
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
に
お
け
る
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
応
じ

て
そ
の
裁
量
に
よ
り
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
ゆ
だ
ね
、

こ
れ
を
全
国
的
に
一
律
に
定
め
る
こ
と
を
避
け
て
い

る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
点
は
、
法
制
執
務
上
参
考

に
な
る
。

本
判
決
以
降
、
最
高
裁
が
条
例
と
法
律
の
関
係
に

つ
い
て
判
示
し
た
判
例
に
は
、
最
高
裁
昭
和
53
年
12

月
21
日
判
決
（
普
通
河
川
管
理
条
例
事
件
）
及
び
最

高
裁
平
成
25
年
３
月
21
日
判
決
（
神
奈
川
県
臨
時
特

例
企
業
税
条
例
事
件
）の
２
つ
が
あ
り（
筆
者
調
べ
）、

そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
と
お
り
と
な
っ
て

い
る
。

①
　
普
通
河
川
管
理
条
例
事
件
判
決
（
本
誌
平
成
18

年
夏
号
）

・	

〔
❶
〕
か
〔
❷
〕
か
…
〔
❷
〕
併
存

・	

〔
❷
―
❶
〕
か
〔
❷
―
❷
〕
か
…
〔
❷
―
❷
〕
同

一
目
的

・	

〔
❷
―
❷
―
❶
〕
か
〔
❷
―
❷
―
❷
〕
か
…
〔
❷

―
❷
―
❷
〕

「
河
川
法
は
、
普
通
河
川
に
つ
い
て
は
、
適
用
河

川
又
は
準
用
河
川
に
対
す
る
管
理
以
上
に
強
力
な

河
川
管
理
は
施
さ
な
い
趣
旨
で
あ
る
」

・	

理
由
…
「
河
川
の
管
理
に
つ
い
て
一
般
的
な
定
め

を
し
た
法
律
と
し
て
河
川
法
が
存
在
す
る
こ
と
、

し
か
も
、
同
法
の
適
用
も
準
用
も
な
い
普
通
河
川

で
あ
っ
て
も
、
同
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
と
同
程
度

の
河
川
管
理
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
い

つ
で
も
適
用
河
川
又
は
準
用
河
川
と
し
て
指
定
す

る
こ
と
に
よ
り
同
法
の
適
用
又
は
準
用
の
対
象
と

す
る
途
が
開
か
れ
て
い
る
」

②
　
神
奈
川
県
臨
時
特
例
企
業
税
条
例
事
件
判
決

（
本
誌
平
成
25
年
秋
号
）

・	

「
法
定
普
通
税
に
関
す
る
条
例
に
お
い
て
、
地
方

税
法
の
定
め
る
法
定
普
通
税
に
つ
い
て
の
強
行
規

定
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
同
法
に
違
反
し
て

許
さ
れ
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
法
定
外
普
通
税

に
関
す
る
条
例
に
お
い
て
、
同
法
の
定
め
る
法
定

普
通
税
に
つ
い
て
の
強
行
規
定
に
反
す
る
内
容
の

定
め
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
規
定
の
内
容

を
実
質
的
に
変
更
す
る
こ
と
も
、こ
れ
と
同
様
に
、

同
法
の
規
定
の
趣
旨
、
目
的
に
反
し
、
そ
の
効
果

を
阻
害
す
る
内
容
の
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
」

・	

理
由
…
「
地
方
税
法
が
、
法
人
事
業
税
を
始
め
と

す
る
法
定
普
通
税
に
つ
き
、
徴
収
に
要
す
べ
き
経

費
が
徴
収
す
べ
き
税
額
に
比
し
て
多
額
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
な
ど
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
以
外

は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
必
ず
課
税
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
租
税
と
し
て
こ
れ
を
定
め
て
お
り

（
４
条
２
項
、
５
条
２
項
）、
税
目
、
課
税
客
体
、

課
税
標
準
及
び
そ
の
算
定
方
法
、
標
準
税
率
と
制

限
税
率
、
非
課
税
物
件
、
更
に
は
こ
れ
ら
の
特
例

に
つ
い
て
ま
で
詳
細
か
つ
具
体
的
な
規
定
を
設
け

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
同
法
の
定
め
る
法
定

普
通
税
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
標
準
税
率
に
関
す

る
規
定
の
よ
う
に
こ
れ
と
異
な
る
条
例
の
定
め
を

許
容
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
別
段
の
定
め
の
あ
る

も
の
を
除
き
、
任
意
規
定
で
は
な
く
強
行
規
定
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、普
通
地
方
公
共
団
体
は
、

地
方
税
に
関
す
る
条
例
の
制
定
や
改
正
に
当
た
っ

て
は
、
同
法
の
定
め
る
準
則
に
拘
束
さ
れ
、
こ
れ

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
普
通
税
に
関
す
る
条
例
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に
お
い
て
、
地
方
税
法
の
定
め
る
法
定
普
通
税
に

つ
い
て
の
強
行
規
定
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が

同
法
に
違
反
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
も
と
よ

り
、
法
定
外
普
通
税
に
関
す
る
条
例
に
お
い
て
、

同
法
の
定
め
る
法
定
普
通
税
に
つ
い
て
の
強
行
規

定
に
反
す
る
内
容
の
定
め
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
当
該
規
定
の
内
容
を
実
質
的
に
変
更
す
る
こ
と

も
、
こ
れ
と
同
様
に
、
同
法
の
規
定
の
趣
旨
、
目

的
に
反
し
、
そ
の
効
果
を
阻
害
す
る
内
容
の
も
の

と
し
て
許
さ
れ
な
い
」

普
通
河
川
管
理
条
例
事
件
判
決
は
、
本
判
決
と
同

様
に
、
法
令
と
条
例
が
併
存
し
〔
❷
〕、
両
者
が
同

一
目
的
で
あ
る
〔
❷
―
❷
〕
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、

本
判
決
と
は
異
な
り
、「
河
川
法
は
、
普
通
河
川
に

つ
い
て
は
、
適
用
河
川
又
は
準
用
河
川
に
対
す
る
管

理
以
上
に
強
力
な
河
川
管
理
は
施
さ
な
い
趣
旨
で
あ

る
」〔
❷
―
❷
―
❷
〕
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

神
奈
川
県
臨
時
特
例
企
業
税
条
例
事
件
判
決
で

は
、
本
判
決
で
定
立
さ
れ
た
規
範
の
う
ち
抽
象
的
な

一
般
論
の
部
分
（「
条
例
が
国
の
法
令
に
違
反
す
る

か
ど
う
か
は
、
両
者
の
対
象
事
項
と
規
定
文
言
を
対

比
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
旨
、
目
的
、

内
容
及
び
効
果
を
比
較
し
、
両
者
の
間
に
矛
盾
牴
触

が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」）の
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は
、

地
方
税
法
が
「
地
方
団
体
の
課
税
権
に
対
す
る
準
則

法（Rahm
engesetz

）で
あ
っ
て
、各
地
方
団
体
は
、

こ
の
法
律
の
定
め
に
準
拠
し
て
条
例
お
よ
び
規
則
を

制
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
地
方
税
を
賦
課
・
徴
収

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
金
子
宏
『
租
税
法　

第

12
版
』
92
頁
、
弘
文
堂
）
と
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
事

項
に
つ
い
て
国
の
法
令
中
に
こ
れ
を
規
律
す
る
明
文

の
規
定
が
な
い
場
合
〔
❶
〕
に
も
、
特
定
事
項
に
つ

い
て
こ
れ
を
規
律
す
る
国
の
法
令
と
条
例
と
が
併
存

す
る
場
合
〔
❷
〕
に
も
当
た
ら
ず
、
法
令
で
定
め
る

準
則
の
枠
内
で
条
例
を
定
め
る
場
合
で
あ
る
た
め
と

考
え
ら
れ
る
（『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ　

第
６
版
』

４
４
３
頁
、
有
斐
閣
）。

３　

法
制
執
務
に
お
け
る
方
法
論

１　

兼
子
仁
教
授
の
『
自
治
体
行
政
法
入
門
』（
北

樹
出
版
）
１
０
１
頁
に
、「
２
０
０
２
年
に
横
須
賀

市
が
指
導
要
綱
の
条
例
化
と
し
て
制
定
し
た
中
高
層

建
築
紛
争
調
整
条
例
は
、
事
業
者
の
住
民
説
明
報
告

書
と
対
住
民
意
見
見
解
書
に
つ
い
て
市
長
の
審
査
・

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
、
開
発
許
可
・
建
築
確
認
を

得
て
い
て
も
工
事
に
着
手
で
き
ず
、
そ
の
是
正
命
令

違
反
に
は
６
か
月
以
下
の
懲
役
等
の
罰
則
を
定
め
て

い
る
。
同
市
の
解
説
手
引
書
に
よ
る
と
、
そ
の
合
法

性
は
前
掲
最
高
裁
判
例
①
の
別
目
的
規
制
条
例
（
筆

者
注
：
本
判
決
の
〔
❷
―
❶
―
❶
〕
の
こ
と
）
に
依

る
と
さ
れ
、
地
検
と
の
協
議
を
経
、
国
土
交
通
省
も

違
法
と
す
る
関
与
を
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で

２
０
０
３
年
に
は
同
種
の
川
崎
市
条
例
も
生
じ
て
い

る
。
今
日
“
条
例
と
法
律
の
関
係
”
に
つ
い
て
は
多

く
政
策
法
務
的
な
法
解
釈
選
び
が
か
か
わ
っ
て
お

り
、
上
記
条
例
に
関
し
て
も
、
都
市
計
画
法
と
建
築

基
準
法
の
許
可
制
効
果
を
限
定
解
釈
し
て
最
高
裁
判

例
②
に
い
う
地
域
規
制
上
の
せ
（
筆
者
注
：
本
判
決

の
〔
❷
―
❷
―
❶
〕
の
こ
と
）
と
し
て
合
法
と
解
す

る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
う

ち
の
開
発
許
可
を
例
と
し
て
、
条
例
が
法
令
に
違
反

し
な
い
よ
う
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
考
え
る
。

２　

ま
ず
、
中
高
層
建
築
紛
争
調
整
条
例
が
都
市
計

画
法
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
中
高
層
建

築
紛
争
調
整
条
例
に
は
行
政
指
導
を
定
め
、
法
的
義

務
を
定
め
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
指

導
要
綱
す
な
わ
ち
行
政
指
導
で
あ
っ
た
も
の
が
、
条

例
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
法
的
義
務
に
な
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
中
高
層
建
築
紛
争
調
整

条
例
の
場
合
、
是
正
命
令
違
反
に
対
す
る
罰
則
ま
で

定
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
法
的

義
務
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

３　
「
国
の
法
令
が
必
ず
し
も
そ
の
規
定
に
よ
っ
て

全
国
的
に
一
律
に
同
一
内
容
の
規
制
を
施
す
趣
旨
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
、
そ
の
地
方
の
実
情
に
応
じ
て
、
別
段
の
規
制
を

施
す
こ
と
を
容
認
す
る
趣
旨
で
あ
る
」
の
か
ど
う
か

を
地
方
公
共
団
体
限
り
で
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
そ
の
適
用
に
よ
っ
て
前
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者
の
規
定
の
意
図
す
る
目
的
と
効
果
を
な
ん
ら
阻
害

す
る
こ
と
が
な
い
」
の
か
ど
う
か
は
そ
れ
と
比
べ
れ

ば
判
断
し
や
す
い
。
そ
こ
で
、
次
に
、
中
高
層
建
築

紛
争
調
整
条
例
に
都
市
計
画
法
と
別
の
目
的
を
措
定

す
る
こ
と
〔
❷
―
❶
〕
が
考
え
ら
れ
、「
同
市
の
解

説
手
引
書
」
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
た
例
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
地
域
に
お
い
て
は
そ
の

よ
う
な
目
的
で
規
制
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
裏

付
け
る
立
法
事
実
（
裏
付
け
デ
ー
タ
）
が
求
め
ら
れ
、

単
に
先
進
事
例
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
裁

判
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
規
制
方
法

が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
相
当
で
あ
る
こ
と

（
規
制
を
受
け
る
権
利
、
利
益
に
よ
っ
て
は
、
合
理

的
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と
や
よ
り
制
限
的
で
な
い
他

に
選
び
う
る
方
法
が
な
い
こ
と
）
も
求
め
ら
れ
る
。

４　

も
っ
と
も
、
都
市
計
画
法
は
「
都
市
の
健
全
な

発
展
と
秩
序
あ
る
整
備
を
図
り
、
も
つ
て
国
土
の
均

衡
あ
る
発
展
と
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
」（
１
条
）
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
目
的
が

広
範
で
あ
る
た
め
、
立
法
事
実
に
裏
付
け
ら
れ
た
別

の
目
的
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
も
あ

る
。
別
の
目
的
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
同
一
目
的
〔
❷
―
❷
〕
と
し
て
、「
国
の
法
令

が
必
ず
し
も
そ
の
規
定
に
よ
っ
て
全
国
的
に
一
律
に

同
一
内
容
の
規
制
を
施
す
趣
旨
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
の

実
情
に
応
じ
て
、
別
段
の
規
制
を
施
す
こ
と
を
容
認

す
る
趣
旨
で
あ
る
」
こ
と
〔
❷
―
❷
―
❶
〕
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
に
は
逐
条
解
説
書
で
足
り
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
立
法
資
料
（
国
会
の
議
事
録
等
）
の
調
査
が
必

要
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
国
会
の
議
事
録
等
を
地
方

公
共
団
体
（
の
職
員
）
が
調
査
す
る
こ
と
は
干
し
草

の
中
か
ら
針
を
探
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現

実
に
は
、
都
市
計
画
法
の
所
管
官
庁
で
あ
る
国
土
交

通
省
に
「
国
の
法
令
が
必
ず
し
も
そ
の
規
定
に
よ
っ

て
全
国
的
に
一
律
に
同
一
内
容
の
規
制
を
施
す
趣
旨

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
、
そ
の
地
方
の
実
情
に
応
じ
て
、
別
段
の
規
制

を
施
す
こ
と
を
容
認
す
る
趣
旨
で
あ
る
」
の
か
ど
う

か
、
そ
の
裏
付
資
料
は
何
か
を
照
会
す
る
こ
と
に
な

る
（
ち
な
み
に
、
筆
者
が
個
人
的
に
接
し
た
こ
と
の

あ
る
国
土
交
通
省
の
回
答
は
、
都
市
計
画
法
第
33
条

第
３
項
及
び
同
政
令
第
29
条
の
２
に
規
定
す
る
技
術

的
細
目
に
つ
い
て
よ
り
高
次
の
基
準
を
条
例
で
定
め

る
こ
と
、
都
市
計
画
法
に
お
い
て
条
例
に
委
任
し
た

範
囲
外
の
開
発
行
為
に
つ
い
て
条
例
で
規
制
す
る
こ

と
、
都
市
計
画
法
に
お
い
て
条
例
に
委
任
す
る
明
文

の
規
定
が
な
い
開
発
行
為
に
つ
い
て
条
例
で
規
制
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
都
市
計
画
法
は
容

認
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
技
術
的
細
目
以
外
に
つ
い
て
基
準
を
条
例
で

定
め
る
こ
と
や
、
条
例
の
規
定
が
都
市
計
画
法
の
規

定
と
異
な
る
趣
旨
・
目
的
で
開
発
行
為
に
つ
い
て
規

制
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。）。
そ
れ
で
も
判
明
し
な
い
場

合
は
、
本
判
決
や
普
通
河
川
管
理
条
例
事
件
判
決
の

判
示
を
参
考
と
し
て
地
方
公
共
団
体
が
自
ら
判
断
す

る
ほ
か
な
い
が
、
そ
の
場
合
は
、
可
能
な
限
り
専
門

家
（
憲
法
又
は
行
政
法
の
研
究
者
）
の
意
見
書
を
徴

し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

５　

な
お
、「
同
市
の
解
説
手
引
書
」
の
よ
う
に
、
条

例
で
罰
則
を
設
け
る
場
合
は
検
察
庁
と
の
協
議
が
必

要
で
あ
り
、「
そ
の
適
用
に
よ
っ
て
前
者
の
規
定
の
意

図
す
る
目
的
と
効
果
を
な
ん
ら
阻
害
す
る
こ
と
が
な

い
」〔
❷
―
❶
―
❶
〕
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
国

土
交
通
省
に
照
会
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。


