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薬
局
適
正
配
置
事
件
最
高
裁
違
憲 

判
決
（
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
基
準
）

薬
局
適
正
配
置
事
件
最
高
裁
違
憲
判
決
は
職
業
の

選
択
の
自
由
に
関
す
る
重
要
な
判
決
で
は
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
以
上
に
、
憲
法
上
の
権
利
の
制
限
の
合
憲

性
を
判
断
す
る
た
め
の
中
心
的
基
準
（
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
基

準
）
を
学
ぶ
う
え
で
、
非
常
に
重
要
で
す
。
違
憲
審

査
の
基
本
を
学
ぶ
裁
判
例
と
し
て
、
ひ
と
つ
挙
げ
る

と
す
れ
ば
こ
の
判
決
で
し
ょ
う
。
こ
の
事
件
の
争
点

は
、
一
部
地
域
に
お
け
る
薬
局
等
の
乱
設
に
よ
る
過

当
競
争
の
た
め
に
一
部
の
業
者
に
経
営
の
不
安
定
を

生
じ
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
施
設
の
欠
陥
等
に

よ
る
不
良
医
薬
品
の
供
給
の
危
険
が
生
じ
る
こ
と
を

防
止
す
る
等
の
目
的
で
、
薬
局
の
開
設
に
適
正
配
置

（
距
離
制
限
）
を
求
め
る
旧
薬
事
法
６
条
２
項
及
び

こ
の
委
任
を
受
け
た
広
島
県
の
条
例
が
職
業
の
選
択

の
自
由
（
営
業
の
自
由
）
を
定
め
た
憲
法
22
条
１
項

に
反
す
る
か
ど
う
か
で
す
。
最
高
裁
は
、
適
正
配
置

に
よ
る
規
制
の
目
的
は
、
重
要
な
公
共
の
利
益
と
い

え
る
が
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
よ
り
制
限
的
で

な
い
代
替
措
置
が
存
在
す
る
の
で
違
憲
で
あ
る
と
判

断
し
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
判
決
の
規
範
定
立
の
部
分
に
対
す
る

あ
て
は
め
が
ス
ト
レ
ー
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

意
味
で
こ
の
判
決
は
、
あ
て
は
め
の
部
分
が
と
て
も

難
解
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
判
決

の
内
容
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

〈
規
範
定
立
〉

「
一
般
に
許
可
制
は
、
単
な
る
職
業
活
動
の
内
容

及
び
態
様
に
対
す
る
規
制
を
超
え
て
、
狭
義
に
お
け

る
職
業
の
選
択
の
自
由
そ
の
も
の
に
制
約
を
課
す
る

も
の
で
、
職
業
の
自
由
に
対
す
る
強
力
な
制
限
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
合
憲
性
を
肯
定
し
う
る
た
め
に
は
、

原
則
と
し
て
、
重
要
な
公
共
の
利
益
の
た
め
に
必
要

か
つ
合
理
的
な
措
置
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
ま
た
、

そ
れ
が
社
会
政
策
な
い
し
は
経
済
政
策
上
の
積
極
的

〜公共政策立案に必要な法的知識の修得を目指して〜

第３回憲　　法（３）
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連
載

今
回
の
ポ
イ
ン
ト

　

公
共
政
策
の
立
案
に
際
し
、
規
制
的
手
法
を
用

い
る
場
合
に
は
、
憲
法
上
の
権
利
の
制
限
を
伴
う

場
合
が
あ
り
ま
す
。
第
３
回
目
と
な
る
今
回
は
、

憲
法
上
の
権
利
の
制
限
に
関
す
る
代
表
的
な
最
高

裁
判
決
と
と
も
に
、
今
ま
で
、
取
り
上
げ
な
か
っ

た
公
共
政
策
立
案
に
必
要
な
憲
法
知
識
に
つ
い
て

も
、
合
わ
せ
て
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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な
目
的
の
た
め
の
措
置
で
は
な
く
、
自
由
な
職
業
活

動
が
社
会
公
共
に
対
し
て
も
た
ら
す
弊
害
を
防
止
す

る
た
め
の
消
極
的
、警
察
的
措
置
で
あ
る
場
合
に
は
、

許
可
制
に
比
べ
て
職
業
の
自
由
に
対
す
る
よ
り
緩
や

か
な
制
限
で
あ
る
職
業
活
動
の
内
容
及
び
態
様
に
対

す
る
規
制
に
よ
っ
て
は
右
の
目
的
を
十
分
に
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
す

る
」。「
こ
の
要
件
は
、
許
可
制
そ
の
も
の
に
つ
い
て

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
要
求
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
許
可
制
の
採
用
自
体
が
是
認
さ
れ
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、個
々
の
許
可
条
件
に
つ
い
て
は
、

更
に
個
別
的
に
右
の
要
件
に
照
ら
し
て
そ
の
適
否
を

判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

〈
あ
て
は
め
〉

①
「
適
正
配
置
規
制
は
、
主
と
し
て
国
民
の
生
命
及

び
健
康
に
対
す
る
危
険
の
防
止
と
い
う
消
極
的
、

警
察
的
目
的
の
た
め
の
規
制
で
あ
り
」、「
こ
の
点

に
お
い
て
、
…
…
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
に

お
け
る
規
制
と
は
趣
き
を
異
に
し
、
し
た
が
っ
て

右
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
法
理
は
、
必
ず
し
も

本
件
の
場
合
に
適
切
で
は
な
い
」。
→
規
制
目
的

二
分
論

②
「
薬
局
の
開
設
等
の
許
可
条
件
と
し
て
地
域
的
な

配
置
基
準
を
定
め
た
目
的
が
…
…
公
共
の
福
祉
に

合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
重
要
な
公
共
の
利
益
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
」
→
規
制
目
的
は
合
憲

③
「
薬
事
法
は
、
医
薬
品
の
製
造
、
貯
蔵
、
販
売
の

全
過
程
を
通
じ
て
製
品
の
保
障
及
び
保
全
上
の

種
々
の
厳
重
な
規
制
を
設
け
て
い
る
し
、
薬
剤
師

法
も
ま
た
調
剤
に
つ
い
て
厳
し
い
遵
守
規
定
を
定

め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
薬
事
関
係
各

種
業
者
の
業
務
活
動
に
対
す
る
規
制
と
し
て
定
め

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
刑
罰
及
び
行
政
上
の

制
裁
と
行
政
的
監
督
の
も
の
と
で
そ
れ
が
励
行
、

遵
守
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
不
良
医
薬
品
の
供
給
の
危

険
の
防
止
と
い
う
警
察
上
の
目
的
を
十
分
に
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
」
→
よ
り
制
限

的
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
手
段
が
既
に
存
在
す
る
。

④
「
も
っ
と
も
、
法
令
上
い
か
に
完
全
な
行
為
規
制

が
施
さ
れ
、
そ
の
遵
守
を
強
制
す
る
制
度
上
の
手

当
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、
違
反
そ
の
も
の
を
根
絶

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
不
良
医
薬
品
の

供
給
に
よ
る
国
民
の
保
健
に
対
す
る
危
険
を
完
全

に
防
止
す
る
た
め
の
万
全
の
措
置
と
し
て
、
更
に

進
ん
で
違
反
の
原
因
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
事
由

を
で
き
る
限
り
除
去
す
る
予
防
的
措
置
を
講
じ
る

こ
と
は
、
決
し
て
無
意
義
で
は
な
く
、
そ
の
必
要

性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
」。「
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
予
防
措
置
と
し
て
職
業
の
自
由
に
対
す
る
大

き
な
制
約
で
あ
る
薬
局
の
開
設
等
の
地
域
的
制
限

が
憲
法
上
是
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
単
に
右
の
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
国
民
の
保
健
上
の
必
要
性
が

な
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、

こ
の
よ
う
な
制
限
を
施
さ
な
け
れ
ば
右
措
置
に
よ

る
職
業
の
自
由
の
制
約
と
均
衡
を
失
し
な
い
程
度

に
お
い
て
国
民
の
保
健
に
対
す
る
危
険
を
生
じ
さ

せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
、
合
理
的
に
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
→
適
正
配
置
規
制
と

い
う
手
段
に
必
要
性
、
合
理
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば

合
憲

⑤
「
大
都
市
の
一
部
地
域
に
お
け
る
医
薬
品
の
乱
売

の
ご
と
き
は
、
主
と
し
て
い
わ
ゆ
る
現
金
問
屋
又

は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
よ
る
低
価
格
販
売
を

契
機
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

や
、
一
般
に
医
薬
品
の
乱
売
に
つ
い
て
は
、
む
し

ろ
そ
の
製
造
段
階
に
お
け
る
一
部
の
過
剰
生
産
と

こ
れ
に
伴
う
激
烈
な
販
売
合
戦
、
流
通
過
程
に
お

け
る
営
業
政
策
上
の
行
態
等
が
有
力
な
要
因
と
し

て
競
合
し
て
い
る
こ
と
が
十
分
に
想
定
さ
れ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
不
良
医
薬
品
の
販
売
の
現
象
を

直
ち
に
一
部
薬
局
等
の
経
営
不
安
定
、
特
に
そ
の

結
果
と
し
て
の
医
薬
品
の
貯
蔵
そ
の
他
の
管
理
上

の
不
備
等
に
直
結
さ
せ
る
こ
と
は
、
決
し
て
合
理

的
な
判
断
と
は
い
え
な
い
。
殊
に
、
常
時
行
政
上

の
監
督
と
法
規
違
反
に
対
す
る
制
裁
を
背
後
に
控

え
て
い
る
一
般
の
薬
局
等
の
経
営
者
、
特
に
薬
剤

師
が
経
済
上
の
理
由
の
み
か
ら
あ
え
て
法
規
違
反

の
挙
に
で
る
よ
う
な
こ
と
は
、
極
め
て
異
例
に
属

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

競
争
の
激
化
―
経
営
の
不
安
定
―
法
規
違
反
と
い

う
因
果
関
係
に
立
つ
不
良
医
薬
品
の
供
給
の
危
険

が
、
薬
局
等
の
段
階
に
お
い
て
、
相
当
程
度
の
規

模
で
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
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る
程
度
規
制
す
る
立
法
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
言

え
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
立
法
目
的
に
合
理
性
が

あ
る
と
い
え
ま
す
ね
。
次
に
こ
の
立
法
目
的
（
人
の

食
生
活
に
お
け
る
安
全
性
の
確
保
）
を
達
成
す
る
た

め
に
ラ
ー
メ
ン
店
の
営
業
を
許
可
制
に
し
て
、
そ
の

許
可
基
準
と
し
て
ラ
ー
メ
ン
を
製
造
す
る
用
具
の
管

理
保
管
に
関
し
、
衛
生
上
の
観
点
か
ら
、
そ
の
技
術

的
基
準
を
定
め
る
と
い
う
手
法
を
と
る
場
合
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
場
合
、
目
的
達
成
の
た
め
の
手

段
と
し
て
合
理
性
は
あ
る
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、

許
可
基
準
と
し
て
ラ
ー
メ
ン
店
の
客
席
を
50
席
以
上

を
備
え
る
こ
と
と
い
う
要
件
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
許
可
基
準
を
設
け
て
も
目
的
達
成
の
た
め

に
全
く
役
に
立
た
な
い
こ
と
は
直
ぐ
に
わ
か
り
ま
す

ね
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
場
合
の
手
段
（
許
可
基
準
）

に
つ
い
て
は
、
合
理
性
が
あ
る
こ
と
を
支
え
る
立
法

事
実
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。  

と
こ
ろ
で
、
連
載
第
２
回
で
、
違
憲
審
査
の
基
準

に
つ
い
て
、
大
き
く
分
け
る
と
厳
格
な
基
準
と
緩
や

か
な
基
準
の
二
つ
に
分
か
れ
る
と
説
明
し
て
き
ま
し

た
（
図
２ 

― 

６
）。
そ
の
際
に
は
、
説
明
し
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
厳
格
な
審
査
に
お
い
て
は
、
立
法
の
合

理
性
を
支
え
る
事
実
（
立
法
事
実
）
が
な
い
こ
と
が

推
定
さ
れ（
＝
違
憲
の
推
定
）、緩
や
か
な
審
査
で
は
、

立
法
の
合
理
性
を
支
え
る
事
実
（
立
法
事
実
）
が
あ

る
こ
と
が
推
定
（
＝
合
憲
性
の
推
定
）
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
推
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
訴

訟
活
動
に
お
け
る
立
証
責
任（

１
）を
論
ず
る
う
え
で
重
要

単
な
る
観
念
上
の
想
定
に
過
ぎ
ず
、
確
実
な
論
拠

に
基
づ
く
合
理
的
な
判
断
と
は
認
め
が
た
い
」
→

適
正
配
置
規
制
と
い
う
手
段
に
必
要
性
、
合
理
性

は
認
め
ら
れ
な
い
（
目
的
達
成
の
た
め
に
よ
り
制

限
的
で
な
い
手
法
が
既
に
存
在
す
る
）。

〈
結
論
〉

「
以
上
の
と
お
り
、
薬
局
の
開
設
等
の
許
可
基
準

の
一
つ
と
し
て
地
域
的
制
限
を
定
め
た
薬
事
法
６
条

２
項
、
４
項
は
、
不
良
医
薬
品
の
供
給
の
防
止
等
の

目
的
の
た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
な
規
制
を
定
め
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
憲
法
22
条
１

項
に
違
反
し
、
無
効
で
あ
る
」。

立
法
事
実

こ
こ
で
、
違
憲
審
査
に
お
け
る
厳
格
な
基
準
と
重

要
な
関
係
を
も
つ
立
法
事
実
に
つ
い
て
み
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

法
律
や
条
例
は
、
必
ず
、
一
定
の
社
会
的
、
経
済

的
、
文
化
的
な
一
般
事
実
を
前
提
に
制
定
さ
れ
る
わ

け
で
す
。
こ
の
法
律
や
条
例
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ

を
支
え
て
い
る
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
な
一
般

事
実
を
立
法
事
実
と
い
い
ま
す
。
こ
の
立
法
事
実
が

備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
法
律
や
条
例
の
立
法
に
必

要
不
可
欠
な
の
で
す
。

立
法
事
実
に
つ
い
て
は
、
制
定
の
目
的
及
び
規
制

手
段
の
両
面
に
わ
た
っ
て
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
制
定
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
合
理
性
が
あ

る
こ
と
を
支
え
る
立
法
事
実
が
必
要
で
す
し
、
規
制

手
段
に
つ
い
て
は
、
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し

て
合
理
性
が
あ
る
こ
と
を
支
え
る
事
実
が
あ
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

こ
の
こ
と
を
ラ
ー
メ
ン
店
の
営
業
を
例
に
あ
げ
て

説
明
し
ま
す
。
憲
法
上
は
営
業
の
自
由
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
だ
れ
で
も
ラ
ー
メ
ン
店
を
営
業
で
き
る
は
ず

で
す
。
し
か
し
ラ
ー
メ
ン
は
人
の
口
に
入
る
も
の
で

す
か
ら
不
衛
生
な
施
設
し
か
も
た
な
い
者
に
ラ
ー
メ

ン
店
を
営
業
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
人
の
食
生
活
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
た
め

に
、
営
業
を
全
く
の
自
由
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ

【
重
要
裁
判
例
３
―
１
】

自
由
な
職
業
活
動
が
社
会
公
共
に
対
し
て
も
た

ら
す
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
の
消
極
的
、
警
察
的

措
置
で
あ
る
場
合
に
は
、
許
可
制
に
比
べ
て
職
業

の
自
由
に
対
す
る
よ
り
緩
や
か
な
制
限
で
あ
る
職

業
活
動
の
内
容
及
び
態
様
に
対
す
る
規
制
に
よ
っ

て
は
右
の
目
的
を
十
分
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
（
薬
局
適
正

配
置
事
件
、
最
大
判
昭
和
50
・
４
・
30
『
判
例
時

報
』
７
７
７
号
８
頁
、
石
川
健
治
「
憲
法
判
例
百

選
（
第
５
版
）」
２
０
６
頁
）。

12
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で
す
が
、
立
案
に
お
い
て
は
、
特
に
こ
の
点
を
意
識

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
治
体
に
お
け
る
立
案

の
際
に
は
、
多
く
の
場
合
、
立
法
の
必
要
性
を
確
認

す
る
調
査
等
を
行
う
の
が
実
務
の
通
例
で
す
か
ら
、

立
法
事
実
と
い
う
言
葉
は
知
ら
な
く
て
も
、現
実
に
、

立
法
事
実
を
確
認
す
る
作
業
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

猿
払
事
件
最
高
裁
判
決 

（
合
理
的
関
連
性
の
基
準
）

こ
の
事
件
は
、
北
海
道
猿
払
村
の
郵
便
局
員
が
衆

議
院
の
選
挙
用
ポ
ス
タ
ー
を
配
布
し
た
こ
と
が
、
国

家
公
務
員
法
１
０
２
条
１
項
に
定
め
る
政
治
的
行
為

の
制
限
の
規
定
に
反
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
件

で
す
。
国
家
公
務
員
の
政
治
活
動
の
制
限
を
定
め
た

規
定
が
表
現
の
自
由
を
定
め
た
憲
法
21
条
に
反
す
る

か
ど
う
が
争
点
に
な
り
ま
し
た
。
最
高
裁
は
、
合
理

的
関
連
性
の
基
準
に
よ
り
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
ま

し
た
。

〈
規
範
定
立
〉

①
「
行
政
の
中
立
的
運
営
が
確
保
さ
れ
、
こ
れ
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
、
憲
法

の
要
請
に
か
な
う
も
の
で
あ
り
、
公
務
員
の
政
治

的
中
立
性
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
民
全
体
の

重
要
な
利
益
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を

損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
公
務
員
の
政
治
的
行
為
を

禁
止
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
合
理
的
で
や
む
を
得

な
い
限
度
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
憲
法

の
許
容
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

②
「
合
理
的
で
必
要
や
む
を
え
な
い
限
度
に
と
ど
ま

る
も
の
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
禁

止
の
目
的
、
こ
の
目
的
と
禁
止
さ
れ
る
政
治
行
為

と
の
関
連
性
、
政
治
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ

り
得
ら
れ
る
利
益
と
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
り
失
わ

れ
る
利
益
と
の
均
衡
の
３
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
」
→
合
理
的
関
連
性
の
基
準
を

ベ
ー
ス
に
利
益
衡
量
の
基
準
を
プ
ラ
ス

〈
あ
て
は
め
〉

①
「
ま
ず
、
禁
止
の
目
的
、
こ
の
目
的
と
禁
止
さ
れ

る
行
為
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
、も
し
、

公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
す
べ
て
が
自
由
に
放
任

さ
れ
る
と
き
は
、
お
の
ず
か
ら
公
務
員
の
政
治
的

中
立
性
が
損
わ
れ
、
ゆ
え
に
そ
の
職
務
の
遂
行
ひ

い
て
は
そ
の
属
す
る
行
政
機
関
の
公
務
の
運
営
に

党
派
的
偏
向
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
行
政
の
中

立
的
運
営
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
損
わ
れ
る
こ

と
を
免
れ
な
い
。
ま
た
、
公
務
員
の
右
の
よ
う
な

党
派
的
偏
向
は
、
逆
に
政
治
的
党
派
の
行
政
へ
の

不
当
な
介
入
を
容
易
に
し
、
行
政
の
中
立
的
運
営

が
歪
め
ら
れ
る
可
能
性
が
一
層
増
大
す
る
」。「
こ

の
よ
う
な
弊
害
の
発
生
を
防
止
し
、
行
政
の
中
立

的
運
営
と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す

る
た
め
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
損
な
う
お

そ
れ
の
あ
る
政
治
的
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、

ま
さ
し
く
憲
法
の
要
請
に
応
え
、
公
務
員
を
含
む

国
民
全
体
の
共
同
利
益
を
擁
護
す
る
措
置
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
正
当
な
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
→
目
的
は
正
当

②
「
ま
た
、
右
の
よ
う
な
弊
害
の
発
生
を
防
止
す
る

た
め
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
損
な
う
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
政
治
的
行
為
を
禁
止
す

る
こ
と
は
、
禁
止
目
的
と
の
間
に
合
理
的
な
関
連
性

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
→
合
理
的
関
連
性
あ
り

③
「
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の

あ
る
行
動
類
型
に
属
す
る
政
治
的
行
為
を
、
こ
れ

に
内
包
さ
れ
る
意
見
表
明
そ
の
も
の
の
制
約
を
ね

ら
い
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
行
動
の
も
た
ら
す

弊
害
の
防
止
を
ね
ら
い
と
し
て
禁
止
す
る
と
き

は
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
り
意
見
表
明
の
自
由
が
制

約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
単
に
行
動

の
禁
止
に
伴
う
限
度
で
の
間
接
的
、
付
随
的
な
制

約
に
過
ぎ
ず
、
…
…
他
面
、
禁
止
に
よ
り
得
ら
れ

る
利
益
は
、公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
維
持
し
、

行
政
の
中
立
的
運
営
と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信

頼
を
確
保
す
る
と
い
う
国
民
全
体
の
共
同
利
益
な

の
で
あ
る
か
ら
、
得
ら
れ
る
利
益
は
、
失
わ
れ
る

利
益
に
比
し
て
さ
ら
に
重
要
な
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
禁
止
は
利
益
の
均
衡
を
失
す
る
も

の
で
は
な
い
→
利
益
は
均
衡

〈
結
論
〉

「
し
た
が
っ
て
、国
公
法
１
０
２
条
１
項
及
び
〈
人

13
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小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
に
定
め
る
規
制
目
的

が
、
経
済
的
基
盤
の
弱
い
小
売
商
を
相
互
の
過
当
競

争
に
よ
る
共
倒
れ
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
積
極
目
的

規
制
（
福
祉
国
家
の
理
念
に
基
づ
い
て
、
社
会
経
済

的
弱
者
の
保
護
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
る
規
制
）
で

あ
り
、
消
極
目
的
規
制
（
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財

産
に
対
す
る
危
険
を
防
止
、除
去
す
る
た
め
の
規
制
）

を
目
的
と
す
る
薬
事
法
の
規
制
と
は
異
な
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
適
用
さ
れ
る
審
査
基
準
が
異
な
る
と
さ

れ
ま
す
（
規
制
目
的
二
分
論
）。

〈
規
範
定
立
〉

「
個
人
の
経
済
活
動
に
対
す
る
法
的
規
制
に
つ
い

て
は
、
立
法
府
の
政
策
技
術
的
な
裁
量
に
委
ね
る
ほ

か
な
く
、
裁
判
所
は
、
立
法
府
の
右
裁
量
的
判
断
を

尊
重
す
る
こ
と
を
建
前
と
し
、
た
だ
、
立
法
府
が
そ

の
裁
量
を
逸
脱
し
、
当
該
法
的
規
制
措
置
が
著
し
く

不
合
理
で
あ
る
こ
と
の
明
白
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、

こ
れ
を
違
憲
と
し
て
、
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
→
積
極
目
的
規
制
は
明
白
性
の
基
準

〈
あ
て
は
め
〉

「
本
法
所
定
の
小
売
市
場
の
許
可
規
制
は
、
国
が

社
会
経
済
の
調
和
的
発
展
を
企
画
す
る
と
い
う
観
点

か
ら
中
小
企
業
保
護
政
策
の
一
方
策
と
し
て
と
っ
た

措
置
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
、

一
応
の
合
理
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
規
制
の
手
段
・
態
様
に
お
い

て
も
、
そ
れ
が
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白

で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
→
目
的
に
一
応
の
合

事
院
〉
規
則
５
項
３
号
、
６
項
13
号
は
、
合
理
的
で

必
要
や
む
を
え
な
い
限
度
を
超
え
る
も
の
と
し
て
は
認

め
ら
れ
ず
、憲
法
21
条
に
反
す
る
も
の
」で
は
な
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
猿
払
事
件
最
高
裁
判
決
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
目
的
・
手
段
審
査
に
加
え
て
、
利
益
衡
量

す
る
と
い
う
手
法
は
、
そ
の
後
、
戸
別
訪
問
禁
止
事

件
最
高
裁
判
決
（
最
判
昭
和
56
・
６
・
15
）
や
広
島

市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成

19
・
９
・
18
）
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
利
益
衡
量
は
、
国
家
権
力
と
国
民
と
の
利
益

の
比
較
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所
は
国
家

権
力
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
売
市
場
事
件
最
高
裁
判
決 

（
明
白
性
の
基
準
）

小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
３
条
１
項
が
小
売
市

場
（
一
つ
の
建
物
を
小
さ
く
区
切
っ
て
小
売
商
の
店

舗
用
に
貸
付
等
を
行
う
も
の
）
の
開
設
を
許
可
す
る

要
件
と
し
て
適
正
配
置
の
規
制
を
課
し
て
い
る
こ
と

が
憲
法
22
条
１
項
に
定
め
る
職
業
選
択
の
自
由
（
営

業
の
自
由
）
に
反
し
な
い
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事

件
で
す
。

最
高
裁
は
、
明
白
性
の
基
準
に
よ
り
合
憲
と
判
断

し
ま
し
た
。
営
業
場
所
の
設
置
に
お
け
る
距
離
制
限

と
営
業
の
自
由
と
い
う
論
点
か
ら
す
る
と
、
薬
局
適

正
配
置
事
件
最
高
裁
違
憲
判
決
と
似
て
い
ま
す
が
、

【
重
要
裁
判
例
３
―
２
】

　

公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の

あ
る
公
務
員
の
政
治
的
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と

は
、
そ
れ
が
合
理
的
で
や
む
を
得
な
い
限
度
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
憲
法
の
許
容
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、こ
れ
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

禁
止
の
目
的
、
こ
の
目
的
と
禁
止
さ
れ
る
政
治
行

為
と
の
関
連
性
、
政
治
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
に

よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
り
失

わ
れ
る
利
益
と
の
均
衡
の
３
点
か
ら
検
討
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
（
猿
払
事
件
、
最
大
判
昭
和

49
・
11
・
６
『
判
例
時
報
』
７
５
７
号
33
頁
、
高

橋
和
之
・
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
５
版
）
32
頁
）。

【
重
要
裁
判
例
３
―
３
】

戸
別
訪
問
禁
止
の
制
約
の
目
的
は
正
当
で
あ

り
、
目
的
と
手
段
と
の
間
に
合
理
的
関
連
性
が
あ

る
。
ま
た
、
当
該
規
制
は
、
単
に
手
段
方
法
の
禁

止
に
伴
う
限
度
で
の
間
接
的
、
付
随
的
な
も
の
で

あ
り
、
禁
止
に
よ
り
得
ら
れ
る
選
挙
の
自
由
と
公

正
の
確
保
と
い
う
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
比
し

て
は
る
か
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
戸

別
訪
問
禁
止
事
件
、
最
判
昭
和
56
・
６
・
15
『
判

例
時
報
』
１
０
０
３
号
25
頁
）。
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理
性
が
あ
り
、
手
段
も
著
し
く
不
合
理
で
は
な
い

〈
結
論
〉

「
そ
う
す
る
と
本
法
３
条
１
項
、
同
施
行
令
１
条
、

２
条
所
定
の
小
売
市
場
の
許
可
規
制
が
憲
法
22
条
１

項
に
違
反
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
」
は
で
き
な
い
。

三
段
階
審
査

最
近
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
所
で
実
践
さ
れ
て
い

る
違
憲
審
査
の
手
法
で
あ
る
三
段
階
審
査
（
比
例
審

査
）
が
注
目
を
浴
び
て
い
ま
す
。
人
権
制
限
の
正
当

化
の
判
断
が
①
保
護
領
域
→
②
制
限
→
③
正
当
化
と

い
う
三
段
階
の
審
査
を
経
て
行
わ
れ
る
た
め
、
こ
う

し
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
な
っ
て
い
ま
す
。内
容
的
に
は
、

憲
法
的
視
点
で
考
慮
す
る
べ
き
事
項
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ

と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で（

２
）す（
３
）。

Short Column
～公共政策とは何か～

　今回の連載は、公共政策立案における基礎知識の

理解をテーマとしています。

　政策とは、広義では、販売政策とかのように民間

事業者における活動方針も含まれます。民間事業者

では、政策というより戦略という言葉のほうがよく

使われるかもしれません。このうち、特に公共政策

という場合には、特に国や自治体などが公共的な課

題を解決するための具体的な活動方針であって、目

的・手段の体系をなすものとされています。自治体

の政策については、とくに、地域公共政策と言われ

ます。今回の連載の内容は、この地域公共政策を念

頭においています。

　ところで、社会が抱える様々な問題を解決するた

めに立案される公共政策には、多様な利害関係を調

整し、立案しなければならないという複雑性があり

ます。この複雑性を構成するものとして①全体性、

②相反性、③主観性、④動態性があげられます。特

に公共政策に特徴的なのは、相反性です。相反性は、

公共政策を考える上での最大の難関といっていいで

しょう。相反性とは、一方の事柄の改善が他方の事

柄の改善と反比例の関係にあるということです。た

とえば、環境政策と経済政策の場合がその典型とい

えるでしょう。環境政策重視のため、工場の立地に

規制をかければ、経済活動の制約につながるといっ

た具合です。岡山県では、空路利用を推進していま

すが、一人を岡山から東京まで運搬するCO2の排出

量は、新幹線の10倍といわれています。ここにも

空路利用の拡大VS新幹線利用によるCO2の削減と

いう相反性が生じています。

　民間事業者の目的は、営利追求です。他方、自治

体の目的は、住民福祉の向上ですが、その内容として、

住民間の利益を調整するための公共政策を立案する

という民間事業者にはない大きな役割があるのです。

【
重
要
裁
判
例
３
―
４
】

本
法
所
定
の
小
売
市
場
の
許
可
規
制
は
、
国
が

社
会
経
済
の
調
和
的
発
展
を
企
画
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
中
小
企
業
保
護
政
策
の
一
方
策
と
し
て

と
っ
た
措
置
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
目
的
に

お
い
て
は
、
一
応
の
合
理
性
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
規
制
の
手

段
・
態
様
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
著
し
く
不
合
理

で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い

（
小
売
市
場
事
件
、
最
大
判
昭
和
47
・
11
・
22
『
判

例
時
報
』
６
８
７
号
23
頁
、
中
村
睦
男
・
憲
法
判

例
百
選
Ⅰ
（
第
５
版
）
２
０
４
頁
）。
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か
っ
た
場
合
）
に
そ
の
事
実
を
要
件
と
す
る
自
己
に

有
利
な
法
律
効
果
の
発
生
（
又
は
不
発
生
）
が
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
一
方
当
事
者
の
不
利
益
を
い

う
。

（
２
）
三
段
階
審
査
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
市
川

正
人
「
最
近
の
「
三
段
階
審
査
」
論
を
め
ぐ
っ
て
」

法
律
時
報
83
巻
５
号
（
２
０
１
１
年
）
６
頁
以
下
を

参
考

（
３
）
三
段
階
審
査
に
基
づ
く
論
証
の
作
法
を
展
開
す

る
も
の
と
し
て
小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法

（
新
版
）』（
向
学
社
、
２
０
１
１
年
）
が
あ
る
。
現
在

三
段
階
審
査
に
つ
い
て
も
っ
と
も
定
評
の
あ
る
文
献

で
あ
る
。

三
段
階
審
査
に
お
い
て
も
、
通
常
の
違
憲
審
査
と

同
様
に
手
段
に
つ
い
て
の
審
査
（
図
３ 

― 

１ step
３ 
⑵
イ
）
が
メ
イ
ン
に
な
り
ま
す
。

三
段
階
審
査
の
手
段
審
査
の
中
に
は
、
利
益
の
均

衡
と
い
う
審
査
項
目
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
三
段

階
審
査
の
目
的
審
査
に
お
い
て
、
目
的
が
正
当
で
あ

れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
た
め
、
実
質
的
な
目
的
審
査

を
、
こ
の
項
目
で
行
う
わ
け
で
す
。
通
常
の
違
憲
審

査
で
は
、
目
的
審
査
に
お
い
て
、
制
限
さ
れ
る
人
権

と
目
的
と
す
る
公
益
保
護
の
内
容
が
同
等
で
あ
る

（
両
利
益
が
均
衡
し
て
い
る
）
か
ど
う
か
が
審
査
さ

れ
ま
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
通
常
の
違
憲
審
査
に
お

け
る
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
基
準
と
比
較
し
て
内
容
的
に
は
近
い

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
図
２ 

― 

６
参
照
）。

実
務
上
は
、
立
法
段
階
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
審

査
手
法
を
用
い
る
と
し
て
も
、
憲
法
の
趣
旨
・
目
的

に
適
っ
た
合
理
的
な
結
論
が
得
ら
れ
れ
ば
問
題
な
い

と
い
え
ま
す
。
最
近
、
自
治
体
の
職
員
を
対
象
に
し

た
研
修
で
こ
の
三
段
階
審
査
の
内
容
を
紹
介
す
る

と
、
ほ
と
ん
ど
の
受
講
者
が
三
段
階
審
査
の
ほ
う
が

実
務
的
に
使
い
易
い
の
で
は
な
い
か
と
の
感
想
を
口

に
し
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
形
式
的
適
合
性
も
審
査

基
準
の
中
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
、
実
質
的
な
目
的
審
査
が
、
得
ら

れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
と
の
利
益
衡
量
と
い
う

わ
か
り
や
す
い
基
準
（
利
益
の
均
衡
）
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
、
三
段
階

審
査
に
批
判
的
で
あ
っ
た
高
橋
和
之
教
授
が
芦
部
信

喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
（
第
五
版
）』（
岩
波

書
店
、
２
０
１
１
年
）
１
０
５
頁
に
お
い
て
、
初
め

て
三
段
階
審
査
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
ま
し
た
。
高
橋

教
授
が
補
訂
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
新
た
な
法
令
や

判
例
の
追
加
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
異
例
と
も
い
え
る
補
訂
で
す
。
実
務
で
も
、
今

後
の
議
論
の
方
向
性
に
は
目
が
離
せ
ま
せ
ん
。

[

注]

（
１
）
訴
訟
上
、
あ
る
主
要
事
実
（
要
件
事
実
に
対
す

る
具
体
的
事
実
）
の
存
否
が
真
偽
不
明
の
と
き
（
主

要
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
裁
判
所
が
判
断
で
き
な

図３−１　三段階審査の内容

 step １
□ 憲法上の権利の保護領域か
 step ２
□ 憲法上の権利の制限に当たるか
 step ３
□ 制限を正当化しうるか

（１）形式要件
ア　法律の留保

□法律（条例）上の根拠があるか。
イ　規範の明確性

□規範要素は明確か。
（２）実質要件

ア　目的審査
□規制目的は正当か（正当でさえあればよい）。

イ　手段審査
（ア）手段の適合性

□目的実現に役立つものであるかどうか（→合理
的関連性の基準に相当）。

（イ）手段の必要性
□より制限的でない他の選びうる手段が存在しな

いこと
（より緩やかな規制手段でも同じ目的を達成で
きるのではないかどうか。LRA の基準に相当）。

＠制限の度合い：直罰方式＞間接罰方式、罰則＞
公表、許可制＞届出制、事前規制＞事後規制、直
接規制＞間接規制 etc

（ウ）利益の均衡（狭義の比例性）
□制限によって得られる利益と失われる利益との

均衡が保たれているか。
＠保護の度合い：絶対的保障＞保護範囲の中核
的保障＞付随的保障（→立法裁量大）

（出所　筆者作成）


