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ご
み
屋
敷
対
策
条
例
の
比
較

こ
れ
ま
で
、
足
立
区
条
例
、
京
都
市
条
例
、
世
田

谷
区
条
例
、
横
浜
市
条
例
及
び
横
須
賀
市
条
例
に
つ

い
て
解
説
し
て
き
ま
し
た
が
、
各
条
例
の
目
的
達
成

手
段
を
比
較
す
る
と
下
の
表
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
う
ち
、
京
都
市
条
例
及
び
世
田
谷
区
条
例
に

は
、
即
時
強
制
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
り
ま
す
。
即

時
強
制
と
は
、
義
務
を
命
ず
る
暇
の
な
い
緊
急
事
態

や
泥
酔
者
保
護
の
よ
う
に
義
務
を
命
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
目
的
を
達
成
し
が
た
い
場
合
に
、
相
手
方

の
義
務
の
存
在
を
前
提
と
せ
ず
に
、
行
政
機
関
が
直

接
に
身
体
ま
た
は
財
産
に
実
力
を
行
使
し
て
行
政
上

望
ま
し
い
状
態
を
実
現
す
る
作
用
で
す（

（
（

。

ご
み
屋
敷
内
の
堆
積
物
を
撤
去
、
処
分
す
る
た
め

の
即
時
強
制
は
、
高
い
緊
急
性
を
前
提
と
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
人
に
大
き

な
負
担
を
課
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
行
政

代
執
行
法
の
手
続
に
よ
る
ま
で
の
慎
重
さ
を
求
め
る

必
要
が
乏
し
く
、
反
対
に
そ
こ
ま
で
の
手
続
を
要
求

す
る
と
か
え
っ
て
時
間
と
経
費
の
無
駄
に
な
る
と

い
っ
た
理
由
か
ら
容
認
さ
れ
ま
す（

（
（

。

ご
み
屋
敷
対
策
条
例
に
定
め
ら
れ
る
即
時
強
制

は
、
単
に
堆
積
物
の
撤
去
、
処
分
を
行
う
も
の
で
は
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【各条例の比較】
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足立区 京都市 世田谷区 横浜市 横須賀市

福祉支援 〇 〇 〇 〇 〇

指導 〇 〇 〇 〇 〇

勧告 〇 〇 〇 〇 〇

命令 〇 〇 × 〇 〇

公表 〇 〇 × × 〇

罰則 × 〇 × × ×

即時強制 × 〇 〇 × ×

審議会 〇 × 〇 〇 〇
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な
く
、
事
前
手
続
な
く
し
て
、
人
の
居
住
す
る
敷
地

内
に
立
ち
入
っ
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
住
居
の
平
穏

を
享
受
す
る
権
利
に
対
す
る
大
き
な
制
約
と
な
り
ま

す
。
特
に
、
敷
地
の
み
な
ら
ず
、
人
の
居
住
す
る
建

物
内
に
立
ち
入
っ
て
す
る
即
時
強
制
は
、
高
度
の
緊

急
性
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
事
前
手
続
→
義
務
賦
課
→
行
政
代
執
行
と
い
う

慎
重
な
手
続
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

即
時
強
制
に
つ
い
て
は
、
ご
み
屋
敷
対
策
条
例
に

お
い
て
「
必
置
装
備
」
と
さ
れ
ま
す
が（

（
（

、
即
時
強
制

の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
条
例
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
事
前
手
続
を
前
提
と
す
る
義
務
賦
課
行

為
を
経
る
こ
と
な
く
、
相
手
方
の
意
思
に
反
し
、
事

前
手
続
を
経
ず
堆
積
物
を
撤
去
、
処
分
す
る
即
時
強

制
は
、
福
祉
の
ケ
ア
が
必
要
と
さ
れ
る
要
支
援
者
で

あ
る
原
因
者
と
の
信
頼
関
係
の
破
壊
に
つ
な
が
る
可

能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。
原
因
者
の
多
く
が
福
祉
的

ケ
ア
が
必
要
な
者
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
う

し
た
配
慮
は
必
要
と
い
え
る
で
し
ょ
う（

（
（

。

ご
み
屋
敷
対
策
条
例
に
お
け
る 

代
執
行
の
課
題

（
１
）
住
居
へ
の
立
入
り

堆
積
物
の
撤
去
及
び
法
令
に
基
づ
く
適
正
な
廃
棄

（
以
下
「
撤
去
等
」
と
い
う
。）
を
代
執
行
す
る
場
合
、

ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
場

合
、
本
人
の
意
思
に
反
し
て
、
現
に
居
住
す
る
建
物

や
そ
の
敷
地
に
立
ち
入
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

住
居
の
不
可
侵
に
つ
い
て
定
め
る
憲
法
第
（5
条
と
の

関
係
が
特
に
問
題
と
な
り
ま
す
。

憲
法
第
（5
条
は
、
何
人
も
、
そ
の
住
居
、
書
類
及

び
所
持
品
に
つ
い
て
、
侵
入
、
捜
索
お
よ
び
押
収
を

受
け
る
こ
と
の
な
い
権
利
は
、
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ

る
場
合
（
憲
法
第
（（
条
）
を
除
い
て
は
、
正
当
な
理

由
に
基
い
て
発
せ
ら
れ
、
か
つ
捜
索
す
る
場
所
及
び

押
収
す
る
物
を
明
示
す
る
令
状
が
な
け
れ
ば
、
侵
さ

れ
な
い
と
し
、
現
行
犯
逮
捕
の
場
合
を
除
き
、
住
居

へ
の
侵
入
、
捜
索
・
押
収
に
つ
い
て
の
令
状
主
義
を

定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、「
住
居
」
と
は
、
事

務
所
や
旅
館
の
居
所
等
も
含
め
て
、
お
よ
そ
人
が
私

生
活
の
保
護
に
つ
い
て
合
理
的
期
待
を
抱
く
場
所（

5
（

で

あ
り
、「
侵
入
」
と
は
、
管
理
者
の
同
意
な
し
に
「
住

居
」
に
立
ち
入
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す（

（
（

。

【
憲
法
】

第
（5
条　

何
人
も
、
そ
の
住
居
、
書
類
及
び
所
持

品
に
つ
い
て
、
侵
入
、
捜
索
及
び
押
収
を
受
け

る
こ
と
の
な
い
権
利
は
、
第
（（
条
の
場
合
を
除

い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
基
い
て
発
せ
ら
れ
、

且
つ
捜
索
す
る
場
所
及
び
押
収
す
る
物
を
明
示

す
る
令
状
が
な
け
れ
ば
、
侵
さ
れ
な
い
。

２　

捜
索
又
は
押
収
は
、
権
限
を
有
す
る
司
法
官

憲
が
発
す
る
各
別
の
令
状
に
よ
り
、
こ
れ
を
行

ふ
。

第
（（
条　

何
人
も
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る

場
合
を
除
い
て
は
、
権
限
を
有
す
る
司
法
官
憲

が
発
し
、
且
つ
理
由
と
な
つ
て
ゐ
る
犯
罪
を
明

示
す
る
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
逮
捕
さ
れ
な

い
。

憲
法
第
（5
条
の
規
定
は
、
刑
事
手
続
を
対
象
と
す

る
も
の
で
す
が
、
行
政
手
続
に
つ
い
て
も
、
こ
の
規

定
の
保
障
は
及
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
。
旧
所
得
税
法
上

の
質
問
検
査
が
憲
法
第
（5
条
の
令
状
主
義
に
反
す
る

か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
最
大
判
昭
（7
・

（（
・
（（
刑
集
（（
巻
９
号
５
５
４
頁
（
川
崎
民
商
税
務

検
査
拒
否
事
件
上
告
審
判
決
）
は
、「
憲
法
（5
条
（

項
の
規
定
は
、
本
来
、
主
と
し
て
刑
事
責
任
追
及
の

手
続
に
お
け
る
強
制
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
司
法
権
に

よ
る
事
前
の
抑
制
の
下
に
お
か
れ
る
べ
き
こ
と
を
保

障
し
た
趣
旨
で
あ
る
が
、
当
該
手
続
が
刑
事
責
任
追

及
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
と
の
理
由
の
み
で
、

そ
の
手
続
に
お
け
る
一
切
の
強
制
が
当
然
に
右
規
定

に
よ
る
保
障
の
枠
外
に
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
相

当
で
は
な
い
」
と
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
新
東
京
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す

る
緊
急
措
置
法
第
３
条
第
３
項
に
定
め
る
立
入
調
査

が
憲
法
第
（5
条
の
令
状
主
義
に
反
す
る
か
否
か
が
争

4
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状
は
必
要
な
い
と
解
さ
れ
て
い
ま
す（

（
（

。

以
上
の
点
か
ら
し
て
、
堆
積
物
の
撤
去
等
の
代
執

行
の
た
め
相
手
方
の
意
思
に
反
し
て
、「
住
居
」へ「
侵

入
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
憲
法
第
（5
条
の
法
意

に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。

【
国
税
徴
収
法
】

（
捜
索
の
権
限
及
び
方
法
）

第
１
４
２
条　

徴
収
職
員
は
、
滞
納
処
分
の
た
め

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
滞
納
者
の
物
又
は
住
居

そ
の
他
の
場
所
に
つ
き
捜
索
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２　

徴
収
職
員
は
、
滞
納
処
分
の
た
め
必
要
が
あ

る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と

き
に
限
り
、
第
三
者
の
物
又
は
住
居
そ
の
他
の

場
所
に
つ
き
捜
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
滞
納
者
の
財
産
を
所
持
す
る
第
三
者
が

そ
の
引
渡
を
し
な
い
と
き
。

（
２
）
滞
納
者
の
親
族
そ
の
他
の
特
殊
関
係
者

が
滞
納
者
の
財
産
を
所
持
す
る
と
認
め
る
に

足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
引
渡
を
し
な
い
と
き
。

３　

徴
収
職
員
は
、
前
２
項
の
捜
索
に
際
し
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
滞
納
者
若
し
く
は
第
三
者
に

戸
若
し
く
は
金
庫
そ
の
他
の
容
器
の
類
を
開
か

せ
、
又
は
自
ら
こ
れ
ら
を
開
く
た
め
必
要
な
処

分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
と
な
っ
た
事
件
に
お
い
て
、
最
大
判
平
成
４
・
７
・

１
民
集
（（
巻
５
号
４
３
７
頁
（
成
田
新
法
に
基
づ
く

工
作
物
等
使
用
禁
止
命
令
取
消
等
請
求
事
件
上
告
審

判
決
）
は
、
前
記
最
大
判
昭
和
（7
・
（（
・
（（
の
判
旨

を
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
加
え
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
行
政
手
続
は
、
刑
事
手
続
と
そ
の

性
質
に
お
い
て
お
の
ず
か
ら
差
異
が
あ
り
、
ま
た
、

行
政
目
的
に
応
じ
て
多
種
多
様
で
あ
る
か
ら
、
行
政

手
続
に
お
け
る
強
制
の
一
種
で
あ
る
立
入
り
に
す
べ

て
裁
判
官
の
令
状
を
要
す
る
と
解
す
る
の
は
相
当
で

は
な
く
、
当
該
立
入
り
が
、
公
共
の
福
祉
の
維
持
と

い
う
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
刑
事
責
任
追
及
の
た
め
の

資
料
収
集
に
直
接
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
、
ま
た
、
強
制
の
程
度
、
態
様
が
直
接
的
な
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
を
総
合
判
断
し
て
、
裁
判
官

の
令
状
の
要
否
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
令

状
要
否
に
お
け
る
判
断
の
枠
組
み
を
示
す
に
至
り
ま

し
た（

7
（

。

【
新
東
京
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措

置
法
】

第
３
条

１
・
２　

略

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
１
項
の
禁
止
命
令
を

し
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
命
令
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
を
し
て
、
当

該
工
作
物
に
立
ち
入
ら
せ
、
又
は
関
係
者
に
質

問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
〜
（（　

略

こ
の
よ
う
に
最
高
裁
は
、
憲
法
第
（5
条
の
保
障
が

行
政
手
続
に
及
ば
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
行
政
手
続

が
刑
事
手
続
と
は
そ
の
性
質
に
お
い
て
お
の
ず
か
ら

差
異
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
保
障
が
限
定
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
す
。

ご
み
屋
敷
対
策
条
例
に
基
づ
く
堆
積
物
の
撤
去
等

の
命
令
は
、
行
政
手
続
条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
な
ど
の
事
前
手
続
を
経
て

発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
代
執
行
も
戒
告
、

代
執
行
令
書
な
ど
の
事
前
手
続
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
実
施
さ
れ
る
堆
積

物
の
撤
去
等
の
代
執
行
は
、
客
観
的
に
明
白
な
義
務

違
反
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要

な
も
の
で
あ
り
、
原
因
者
で
あ
る
義
務
者
は
当
然
に

執
行
を
受
忍
す
べ
き
も
の
で
す
。
な
お
、
同
様
の
理

由
か
ら
民
事
強
制
執
行
の
際
に
お
け
る
「
住
居
」
へ

の
「
侵
入
」
に
つ
い
て
も
、
令
状
は
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
代
執
行
手
続
は
、
刑
事
手
続
と
は
関
係

な
く
、
刑
事
責
任
追
及
の
た
め
の
資
料
収
集
を
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
、
国
税
徴
収
法
第

１
４
２
条
に
基
づ
く
滞
納
処
分
の
た
め
の
捜
索（

（
（

に
お

い
て
も
「
住
居
」
へ
の
「
侵
入
」
に
つ
い
て
は
、
令
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た
だ
し
、
比
例
原
則
の
観
点
か
ら
、
堆
積
物
の
撤

去
等
の
代
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
国
税
徴
収
法
第

１
４
３
条
に
定
め
る
よ
う
に
立
入
方
法
、執
行
時
間
、

そ
の
他
執
行
に
付
随
す
る
行
為
は
必
要
最
小
限
の
範

囲
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

【
国
税
徴
収
法
】

（
捜
索
の
時
間
制
限
）

第
１
４
３
条　

捜
索
は
、
日
没
後
か
ら
日
出
前
ま

で
は
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
日
没

前
に
着
手
し
た
捜
索
は
、
日
没
後
ま
で
継
続
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

旅
館
、
飲
食
店
そ
の
他
夜
間
で
も
公
衆
が
出

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
滞

納
処
分
の
執
行
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る

と
き
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

日
没
後
で
も
、
公
開
し
た
時
間
内
は
、
捜
索
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
民
事
執
行
手
続
に
つ
い
て
も
国
税
徴
収
法

と
同
様
に
執
行
に
つ
い
て
の
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

【
民
事
執
行
法
】

（
休
日
又
は
夜
間
の
執
行
）

第
８
条　

執
行
官
等
は
、
日
曜
日
そ
の
他
の
一
般

の
休
日
又
は
午
後
７
時
か
ら
翌
日
の
午
前
７
時

ま
で
の
間
に
人
の
住
居
に
立
ち
入
つ
て
職
務
を

執
行
す
る
に
は
、
執
行
裁
判
所
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

執
行
官
等
は
、
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す

る
文
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
原
因
者
及
び
同
居
の
親
族
な
ど
い
ず
れ
も

不
在
の
場
合
に
お
い
て
、
堆
積
物
の
撤
去
等
の
代
執

行
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
適
正
執
行
の
保
障

と
い
う
観
点
か
ら
国
税
徴
収
法
第
１
４
４
条
な
ど
に

準
じ
て
、
警
察
官
な
ど
の
第
三
者
の
立
会
い
を
求
め

る
こ
と
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

【
国
税
徴
収
法
】

（
捜
索
の
立
会
人
）

第
１
４
４
条　

徴
収
職
員
は
、
捜
索
を
す
る
と
き

は
、
そ
の
捜
索
を
受
け
る
滞
納
者
若
し
く
は
第

三
者
又
は
そ
の
同
居
の
親
族
若
し
く
は
使
用
人

そ
の
他
の
従
業
者
で
相
当
の
わ
き
ま
え
の
あ
る

も
の
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
不
在
で
あ

る
と
き
、
又
は
立
会
い
に
応
じ
な
い
と
き
は
、

成
年
に
達
し
た
者
二
人
以
上
又
は
地
方
公
共
団

体
の
職
員
若
し
く
は
警
察
官
を
立
ち
会
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
堆
積
物
の
撤
去
等
に
当
た
り
、
住
居

の
敷
地
内
あ
る
い
は
建
物
の
内
部
へ
の
立
入
り
が
必

要
な
場
合
に
お
い
て
、
代
執
行
時
に
門
扉
や
玄
関
扉

が
施
錠
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ま
ず
は
、
居
住
者
に
こ
れ
を

開
か
せ
る
よ
う
に
し（

（（
（

、こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、

代
執
行
を
実
施
す
る
た
め
に
施
錠
具
を
解
錠
あ
る
い

は
破
壊
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
施
錠
具
を
解
錠
あ
る
い
は
破
壊
す
る
行

為
は
、
代
執
行
と
は
独
立
し
た
即
時
強
制
と
し
て
理

解
す
る（

（（
（

必
要
は
な
く
、
代
執
行
に
付
随
す
る
行
為
と

し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま

す（
（（
（

。
施
錠
具
の
破
壊
は
、
原
因
者
に
帰
責
事
由
が
あ

る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
負
担
な
の
で
損
失
補
償
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん（

（（
（

。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
信
義
則

上
、
施
錠
具
を
そ
の
場
で
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上

の
機
能
を
備
え
る
施
錠
具
に
交
換
す
る
義
務
を
行
政

庁
が
負
う
と
解
さ
れ
ま
す
。
施
錠
具
の
破
壊
に
伴
う

施
錠
具
の
交
換
は
い
ず
れ
も
代
執
行
に
付
随
す
る
行

為
な
の
で
、
後
述
の
代
執
行
費
用
と
し
て
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
２
）
撤
去
等
に
お
け
る
選
別
の
必
要
性

敷
地
内
の
堆
積
物
は
、
撤
去
等
の
際
、
財
産
的
価

値
を
有
す
る
物
件
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対

応
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
居
住
建
物
外
に
あ
る
堆
積

物
へ
の
対
応
と
居
住
建
物
内
に
あ
る
堆
積
物
へ
の
対

応
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
は
、
居
住
建
物
外
の
堆
積
物
へ
の
対
応
に
つ

い
て
で
す
。
居
住
建
物
外
の
堆
積
物
に
つ
い
て
は
、
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代
執
行
費
用
に
つ
い
て
、
行
政
代
執
行
法
第
２
条

は
、
当
該
行
政
庁
が
「
自
ら
義
務
者
の
な
す
べ
き
行

為
を
な
し
」、
又
は
、「
第
三
者
を
し
て
こ
れ
を
な
さ

し
め
」
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を
当
該
義
務

者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
代
執
行
を
民
間
業
者
な
ど
の
第

三
者
に
委
託
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
行
政

庁
自
ら
が
執
行
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
行
政

庁
が
そ
の
費
用
を
一
般
の
行
政
経
費
と
し
て
負
担
す

る
こ
と
な
く
、
相
手
方
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

【
行
政
代
執
行
法
】

第
２
条　

法
律
（
法
律
の
委
任
に
基
く
命
令
、
規

則
及
び
条
例
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り

直
接
に
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
法
律
に
基
き
行
政
庁

に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
行
為
（
他
人
が
代
つ
て
な

す
こ
と
の
で
き
る
行
為
に
限
る
。）
に
つ
い
て

義
務
者
が
こ
れ
を
履
行
し
な
い
場
合
、
他
の
手

段
に
よ
つ
て
そ
の
履
行
を
確
保
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
不
履
行
を
放
置
す
る
こ

と
が
著
し
く
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
行
政
庁
は
、
自
ら
義
務
者
の
な
す

べ
き
行
為
を
な
し
、
又
は
第
三
者
を
し
て
こ
れ

を
な
さ
し
め
、
そ
の
費
用
を
義
務
者
か
ら
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
執
行
費
用
と
し
て
請
求
で
き
る
範
囲
を
明
確
に

代
執
行
時
点
で
客
観
的
に
財
産
的
価
値
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
は
あ
ま
り
な
い
と
考
え
ら
れ
、原
則
、

原
因
者
の
承
諾
を
得
ず
に
、
全
て
の
堆
積
物
に
つ
い

て
撤
去
等
を
し
て
も
問
題
と
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
点
に
関
し
、
例
え
ば
、
横
須
賀
市
は
、
代
執
行

令
書
に
「
屋
外
、
ベ
ラ
ン
ダ
、
共
有
地
に
堆
積
し
て

い
る
堆
積
物
の
う
ち
、
必
要
な
物
件
は
代
執
行
の
前

日
中
に
屋
内
に
移
動
し
て
く
だ
さ
い
」
と
記
載
す
る

と
い
う
対
応
を
と
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
代
執

行
当
日
、
屋
外
の
堆
積
物
の
中
に
は
、
財
産
的
価
値

を
有
す
る
も
の
は
な
い
と
推
認
さ
れ
、
撤
去
さ
れ
た

堆
積
物
は
全
て
一
般
廃
棄
物
と
し
て
処
分
さ
れ
て
い

ま
す（

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
後
日
、
原
因
者
と
の

紛
争
を
回
避
す
る
た
め
の
実
務
の
知
恵
と
い
え
ま
す
。

次
に
、居
住
建
物
内
部
の
堆
積
物
へ
の
対
応
で
す
。

措
置
命
令
を
発
出
す
る
前
提
と
し
て
原
因
者
が
居
住

し
て
い
る
建
物
内
の
堆
積
物
が
不
良
な
生
活
環
境
の

原
因
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
よ
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
原
因
者
が
居
住
し

て
い
る
建
物
内
部
に
立
ち
入
っ
て
の
調
査
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
一
般
に
条
例
に
定
め
る
立
入

調
査
権
で
は
、
相
手
方
の
意
思
に
反
し
て
、
適
法
に

立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
建
物

内
の
堆
積
物
に
つ
い
て
の
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
居
住
建
物
内
部
の
堆
積
物
に
つ
い

て
は
、
代
執
行
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
多
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

し
か
し
、
立
入
調
査
を
行
わ
な
く
と
も
建
物
内
部

の
堆
積
物
に
よ
り
不
良
な
生
活
環
境
の
原
因
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
外
部
か
ら
明
ら
か
な
場
合
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
代
執
行
も
可
能
で
す
。

建
物
内
部
に
存
置
さ
れ
て
い
る
堆
積
物
は
、
建
物
外

部
の
敷
地
内
に
あ
る
堆
積
物
と
比
較
す
る
と
財
産
的

価
値
を
有
す
る
物
件
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
高

い
こ
と
か
ら
、
堆
積
物
を
撤
去
す
る
過
程
で
選
別
作

業
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
選
別
作
業
の
過
程
で

財
産
的
価
値
を
有
す
る
物
件
を
発
見
し
た
場
合
に

は
、
原
因
者
や
同
居
の
親
族
な
ど
の
承
諾
が
な
い
限

り
廃
棄
処
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
し
ょ
う
。

（
３
）
代
執
行
費
用
の
範
囲

①
害
虫
駆
除
費

ご
み
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
堆
積
物
の
撤
去
中
あ
る

い
は
撤
去
後
に
、
堆
積
物
が
原
因
と
な
っ
て
発
生
し

た
害
虫
、ね
ず
み
の
駆
除
作
業
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
駆
除
作
業
に
要
し
た
費
用
を
行
政
代
執
行

法
第
５
条
に
い
う
代
執
行
に
要
し
た
費
用（
以
下「
代

執
行
費
用
」
と
い
う
。）
と
し
て
請
求
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。

【
行
政
代
執
行
法
】

第
５
条　

代
執
行
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
に
つ
い

て
は
、
実
際
に
要
し
た
費
用
の
額
及
び
そ
の
納

期
日
を
定
め
、
義
務
者
に
対
し
、
文
書
を
も
つ

て
そ
の
納
付
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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定
義
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
見

で
は
、「
執
行
行
為
に
直
接
の
関
連
を
有
し
、
か
つ
、

必
要
ま
た
は
有
益
な
費
用
の
う
ち
、
行
政
が
法
令
な

ど
の
定
め
に
よ
り
自
身
で
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
事
務
に
要
す
る
費
用
を
除
い
た
も
の
」
で

あ
る
と
解
し
て
い
ま
す（

（（
（

。
こ
の
う
ち
、「
行
政
が
法

令
な
ど
の
定
め
に
よ
り
自
身
で
行
う
こ
と
を
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
事
務
に
要
す
る
費
用
」
と
は
、
命
令

や
戒
告
、
代
執
行
令
書
、
納
付
命
令
の
発
出
に
要
し

た
費
用
、
執
行
責
任
者
を
始
め
執
行
関
係
職
員
を
代

執
行
の
現
場
に
派
遣
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
な
ど

代
執
行
の
実
施
に
当
た
っ
て
法
令
上
必
要
な
行
政
手

続
に
要
し
た
費
用
の
ほ
か
、
地
方
自
治
法
第
２
３
４

条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
入
札
手
続
な
ど
代

執
行
の
事
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
契
約
を
締
結
す

る
た
め
に
要
し
た
費
用
、
同
法
第
２
３
４
条
の
２
第

１
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
契
約
の
履
行
確

保
の
た
め
の
監
督
、
検
査
な
ど
に
要
し
た
費
用
な
ど

も
含
ま
れ
ま
す
。
な
お
、
代
執
行
費
用
に
該
当
し
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
請
求
す
る
法
律
上
の

根
拠
が
な
い
限
り
、
一
般
の
行
政
経
費
で
賄
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

【
地
方
自
治
法
】

（
契
約
の
締
結
）

第
２
３
４
条　

売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契

約
は
、
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随

意
契
約
又
は
せ
り
売
り
の
方
法
に
よ
り
締
結
す

る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ

り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

と
き
に
限
り
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
〜
６　

略

（
契
約
の
履
行
の
確
保
）

第
２
３
４
条
の
２　

普
通
地
方
公
共
団
体
が
工
事

若
し
く
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
契
約

又
は
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契
約
を
締
結
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
の
職
員
は
、政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

契
約
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
又
は
そ

の
受
け
る
給
付
の
完
了
の
確
認
（
給
付
の
完
了

前
に
代
価
の
一
部
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
行
な
う
工
事
若
し
く
は
製
造
の
既
済

部
分
又
は
物
件
の
既
納
部
分
の
確
認
を
含
む
。）

を
す
る
た
め
必
要
な
監
督
又
は
検
査
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

略
確
か
に
、
措
置
命
令
の
内
容
が
堆
積
物
の
撤
去
等

で
あ
れ
ば
、
撤
去
中
あ
る
い
は
撤
去
後
に
行
う
害
虫

駆
除
作
業
に
つ
い
て
は
、
執
行
行
為
の
直
接
の
内
容

と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
生
活
環
境
保
全
の
観

点
か
ら
、
代
執
行
庁
が
害
虫
駆
除
を
執
行
行
為
に
付

随
す
る
事
務
と
し
て
す
る
の
は
当
然
と
い
え
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
害
虫
駆
除
作
業
に
要
し
た
費
用
は
、

執
行
行
為
そ
の
も
の
に
係
る
費
用
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、「
執
行
行
為
に
直
接
の
関
連
を
有
し
、
か
つ
、

必
要
又
は
有
益
な
費
用
」（
＝
代
執
行
費
用
）
と
し

て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
次
の
よ
う
に
「
不
良
な
生
活
環
境
を
解
消

す
る
た
め
の
措
置
」
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
規
定
に
基
づ
き
、
堆
積
物
の
撤
去
等
だ
け
で
は
な

く
、
害
虫
駆
除
作
業
も
直
接
の
命
令
内
容
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、「
堆
積
物
を
撤
去
し
、

法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
正
に
廃
棄
を
せ

よ
」
と
い
う
命
令
に
加
え
て
、「
害
虫
な
ど
に
対
す

る
駆
除
作
業
を
せ
よ
」
と
い
う
命
令
も
併
せ
て
発
し

た
上
で
、
両
命
令
内
容
を
代
執
行
し
、
そ
れ
に
要
し

た
費
用
を
代
執
行
費
用
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

【
京
都
市
条
例
】

（
命
令
、
公
表
等
）

第
（（
条　

市
長
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を

採
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
相

当
の
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置

を
採
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
長
は
、
著
し
く
不
良
な
生
活
環
境
が
生
じ

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
状
態
を
生
じ
さ
せ
た
者

（
そ
の
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
状
態
に
あ
る
建
築
物
等
の
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屋
敷
問
題
が
解
決
し
な
い
点
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

ご
み
屋
敷
問
題
の
根
本
的
解
決
に
当
た
っ
て
は
、

代
執
行
と
い
う
対
症
療
法
的
手
法
を
繰
り
返
す
だ
け

で
は
な
く
、
本
人
へ
の
粘
り
強
い
指
導
、
教
育
、
援

助
な
ど
に
よ
る
原
因
療
法
的
手
法
を
中
心
に
対
応
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ご
み
屋
敷
問
題
の
解

決
に
必
要
な
処
方
箋
の
数
は
、
原
因
者
の
数
だ
け
あ

る
と
い
っ
て
も
よ
く
、
個
々
の
問
題
解
決
に
当
た
っ
て

は
、
自
治
体
の
臨
床
的
知
見
の
蓄
積
と
そ
の
共
有
並

び
に
そ
れ
ら
の
分
析
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

注（
１
）
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
〔
第
７
版
〕』（
有
斐

閣
、
２
０
２
０
年
）
１
１
７
頁
。

（
２
）
横
浜
市
船
舶
の
放
置
防
止
に
関
す
る
条
例
に
定
め

る
放
置
船
舶
移
動
に
対
す
る
即
時
強
制
が
行
政
強
制

の
法
体
系
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
事

件
に
お
い
て
、
横
浜
地
判
平
（（
・
９
・
（7
判
例
地
方
自

治
２
１
７
号
（（
頁
は
、「
関
係
す
る
法
律
に
放
置
船
舶

に
対
す
る
即
時
強
制
に
関
す
る
規
定
は
な
い
け
れ
ど

も
、
地
域
に
固
有
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
制
度

を
設
け
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
、
船
舶
の
一
時
的
移

動
に
つ
い
て
の
執
行
を
可
能
と
す
る
こ
と
だ
け
を
目

的
と
し
、
私
人
に
対
す
る
影
響
の
必
ず
し
も
大
き
い

も
の
と
は
し
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
行
政
代
執
行
の

手
続
に
よ
る
ま
で
の
慎
重
さ
を
求
め
る
必
要
が
乏
し

く
、
反
対
に
そ
こ
ま
で
の
手
続
を
要
求
す
る
と
か

所
有
者
）
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、

そ
の
状
態
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

採
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
横
須
賀
市
条
例
】

（
命
令
）

第
（0
条　

市
長
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
な
お
不
良
な
生

活
環
境
が
解
消
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
堆
積
者
に
対
し
て
、
期
限
を
定
め
て
不
良

な
生
活
環
境
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
職
員
の
人
件
費

職
員
が
直
接
、
堆
積
物
の
撤
去
等
の
代
執
行
を

行
っ
た
場
合
に
お
け
る
職
員
の
給
与
を
代
執
行
費
用

と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
行

政
庁
が
自
ら
代
執
行
を
実
施
し
た
場
合
に
お
け
る
職

員
の
給
料
、
手
当
な
ど
の
職
員
給
与
に
つ
い
て
は
、

原
則
、
代
執
行
費
用
、
す
な
わ
ち
、「
執
行
行
為
に

直
接
の
関
連
を
有
し
、
か
つ
、
必
要
ま
た
は
有
益
な

費
用
」（
＝
代
執
行
費
用
）
と
し
て
請
求
し
う
る
と

解
さ
れ
ま
す（

（（
（

。

と
い
う
の
も
、
行
政
代
執
行
法
第
２
条
は
当
該
行

政
庁
が
「
自
ら
義
務
者
の
な
す
べ
き
行
為
を
な
し
」、

ま
た
は
「
第
三
者
を
し
て
こ
れ
を
な
さ
し
め
」
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を
当
該
義
務
者
か
ら
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

行
政
庁
の
職
員
が
実
施
し
た
場
合
と
第
三
者
に
委
託

し
た
場
合
と
で
代
執
行
費
用
の
内
容
が
異
な
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
通
常
の
勤
務

時
間
内
の
対
応
に
係
る
職
員
の
給
料
に
つ
い
て
は
、

そ
の
算
出
が
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
た
め
、
実
務
に

お
い
て
は
、
時
間
外
手
当
や
特
殊
勤
務
手
当
と
い
っ

た
代
執
行
の
実
施
と
の
対
応
関
係
が
明
ら
か
で
、
か

つ
、
客
観
的
資
料
に
基
づ
き
具
体
的
に
費
用
が
容
易

に
算
出
で
き
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情

で
す
。

右
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
実
務
で
は
、
現
実
に
行

政
庁
の
職
員
の
み
で
執
行
が
可
能
な
量
の
堆
積
物
で

あ
っ
て
も
、
業
者
に
委
託
し
て
撤
去
等
を
行
い
、
そ

れ
に
要
し
た
費
用
を
代
執
行
費
用
と
し
て
請
求
す
る

場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
と
め

ご
み
屋
敷
に
対
す
る
代
執
行
の
困
難
さ
は
、
収
集

癖
、
認
知
症
や
高
齢
化
に
伴
う
身
体
機
能
の
低
下
、

生
活
意
欲
の
減
退
、
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
な
ど
精
神

的
あ
る
い
は
身
体
的
に
問
題
を
抱
え
た
要
支
援
者
に

対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

対
症
療
法
的
で
あ
る
１
回
限
り
の
代
執
行
で
は
ご
み

5
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え
っ
て
時
間
と
経
費
の
無
駄
に
な
る
こ
と
、
移
動
措

置
の
方
法
と
し
て
は
、
法
令
が
他
の
場
合
に
設
け
て

い
る
即
時
強
制
の
制
度
に
準
じ
た
手
段
に
よ
る
こ

と
、
以
上
の
よ
う
な
要
件
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、

例
外
的
に
条
例
に
よ
り
移
動
措
置
に
関
す
る
規
定
を

定
め
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」と
し
た
。

（
３
）
北
村
喜
宣
「
条
例
に
よ
る
ご
み
屋
敷
対
応
を
め
ぐ

る
法
的
課
題
」
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
編
『
自
治
体
に

よ
る
「
ご
み
屋
敷
」
対
策
―
福
祉
と
法
務
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
』（
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
、
２
０
１
９
年
）

１
４
７
頁
。

（
４
）
横
須
賀
市
で
は
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
含
め
た

慎
重
な
事
前
手
続
を
通
じ
て
相
手
方
に
代
執
行
の
必

要
性
を
理
解
さ
せ
執
行
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、
代
執

行
後
も
相
手
方
と
の
信
頼
関
係
は
損
な
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
支
援
が
継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
宇
那
木

正
寛
「
ご
み
屋
敷
対
策
条
例
に
よ
る
行
政
代
執
行
の
課

題
（
上
）」
判
例
地
方
自
治
４
５
８
号
（（
頁
）。

（
５
）
樋
口
陽
一
＝
佐
藤
幸
治
＝
中
村
睦
男
＝
浦
部
法
穂

『
注
釈
日
本
国
憲
法
論〔
第
２
版
〕上
巻
』（
青
林
書
院
、

１
９
８
９
年
）
７
４
９
頁
。
こ
の
よ
う
に
「
住
居
」

と
は
、「
お
よ
そ
人
が
私
生
活
の
保
護
に
つ
い
て
合
理

的
期
待
を
抱
く
場
所
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
居
住
す
る

建
物
の
内
部
だ
け
で
は
な
く
そ
の
敷
地
に
つ
い
て
も

保
護
対
象
と
な
り
う
る
。
特
に
居
住
建
物
の
内
部
に

つ
い
て
は
、
保
障
の
度
合
い
が
高
い
と
い
え
る
。

（
６
）
樋
口
ほ
か
・
前
掲
注
（
５
）
７
５
１
頁
。

（
７
）
こ
う
し
た
法
理
を
示
し
た
上
で
、
同
判
決
は
、「
本

法
３
条
３
項
は
、
運
輸
大
臣
は
、
同
条
１
項
の
禁
止

命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
職
員
を
し
て
当
該
工
作
物
に
立
ち
入

ら
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

旨
を
規
定
し
、
そ
の
際
に
裁
判
官
の
令
状
を
要
す
る

旨
を
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
右
立
入
り
等
は
、

同
条
（
項
に
基
づ
く
使
用
禁
止
命
令
が
既
に
発
せ
ら

れ
て
い
る
工
作
物
に
つ
い
て
そ
の
命
令
の
履
行
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
の
み
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
立
入
り
の
必
要
性
は
高
い

こ
と
、
右
立
入
り
に
は
職
員
の
身
分
証
明
書
の
携
帯

及
び
提
示
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
同
条
４
項
）、

右
立
入
り
等
の
権
限
は
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら

れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ

（
同
条
５
項
）、
刑
事
責
任
追
及
の
た
め
の
資
料
収
集

に
直
接
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
強
制
の
程

度
、
態
様
が
直
接
的
物
理
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

（
９
条
２
項
）
を
総
合
判
断
す
れ
ば
、
本
法
３
条
１
、

３
項
は
、
憲
法
（5
条
の
法
意
に
反
す
る
も
の
と
は
い

え
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
。

（
８
）「
捜
索
」
と
は
、
徴
収
職
員
が
滞
納
処
分
の
た
め

に
差
し
押
さ
え
る
財
産
の
発
見
又
は
差
し
押
さ
え
た

財
産
の
引
上
げ
等
を
す
べ
く
滞
納
者
等
の
物
又
は
住

居
等
に
つ
い
て
行
う
強
制
処
分
を
い
う
（
吉
国
二
郎

ほ
か
共
編
『
国
税
徴
収
法
精
解
〔
第
（（
版
〕』（
大
蔵

財
務
協
会
、
２
０
１
８
年
）
９
０
２
頁
）。

（
９
）
吉
国
ほ
か
・
前
掲
注
（
８
）
９
０
３
頁
以
下
は
、

こ
の
理
由
と
し
て
、
①
刑
事
上
の
捜
索
手
続
は
、
犯

罪
の
嫌
疑
を
実
体
化
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
り
、
客

観
的
事
実
は
当
該
捜
査
の
当
時
に
お
い
て
不
確
定
の

状
態
に
あ
る
か
ら
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
捜
索
に
つ

い
て
は
人
権
擁
護
の
た
め
の
手
続
を
慎
重
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
が
、
滞
納
処
分
に
よ
る
捜
索
は
滞
納

の
事
実
が
客
観
的
に
明
白
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
実
行

す
る
手
続
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
要
件
を
刑
事
手

続
の
よ
う
に
厳
格
に
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
②
刑

事
上
の
捜
索
手
続
は
直
接
刑
罰
と
結
び
つ
く
が
、
滞

納
処
分
の
捜
索
手
続
は
租
税
債
権
の
実
現
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
基
本
的
人
権

の
侵
害
の
度
合
が
異
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
な

ど
を
挙
げ
る
。

（
（0
）
国
税
徴
収
法
第
１
４
２
条
第
３
項
は
、
滞
納
処
分

の
た
め
の
捜
索
に
つ
い
て
「
滞
納
者
若
し
く
は
第
三

者
に
戸
若
し
く
は
金
庫
そ
の
他
の
容
器
の
類
を
開
か

せ
、
又
は
自
ら
こ
れ
ら
を
開
く
た
め
必
要
な
処
分
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
点
に

関
し
、
国
税
徴
収
法
基
本
通
達
第
１
４
２
条
関
係
７

は
、
同
条
第
３
項
に
関
し
、
徴
収
職
員
が
自
ら
開
く

の
は
、
滞
納
者
な
ど
が
徴
収
職
員
の
開
扉
の
求
め
に

応
じ
な
い
と
き
、
不
在
の
と
き
等
や
む
を
得
な
い
と

き
に
限
る
も
の
と
し
て
い
る
。

（
（（
）
即
時
強
制
と
解
す
る
場
合
に
は
、
条
例
で
別
に
施

錠
具
を
解
錠
あ
る
い
は
破
壊
す
る
根
拠
を
具
体
的
に
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定
め
る
必
要
が
あ
る
。

（
（（
）
例
え
ば
、
岡
山
市
が
行
っ
た
都
市
計
画
法
違
反
の

建
築
物
に
対
す
る
除
却
代
執
行
の
際
、
当
該
除
却
対

象
建
築
物
内
に
存
置
さ
れ
て
い
る
物
件
を
搬
出
・
保

管
す
る
た
め
に
解
体
工
事
を
請
け
負
っ
た
業
者
に
よ

り
施
錠
具
が
一
旦
破
壊
さ
れ
、
そ
の
場
で
新
し
い
鍵

に
取
り
替
え
ら
れ
て
い
る
（
岡
山
市
行
政
代
執
行
研

究
会
編
『
行
政
代
執
行
の
実
務
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、

２
０
０
２
年
）
7（
頁
参
照
）。
な
お
、
こ
れ
ら
の
対
応

に
要
し
た
費
用
は
執
行
行
為
に
付
随
す
る
行
為
に
要

し
た
費
用
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
代
執
行
費
用
と
し
て

請
求
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
今
村
成
和
『
損
失
補
償
制
度
の
研
究
』（
有
斐
閣
、

１
９
６
８
年
）
（0
頁
参
照
。

（
（（
）
宇
那
木
・
前
掲
注
（
４
）
（（
頁
。

（
（5
）
宇
那
木
正
寛
「
行
政
代
執
行
に
お
け
る
執
行
対
象

（
外
）
物
件
の
保
管
等
お
よ
び
そ
の
費
用
請
求
の
法
的

根
拠
（
３
・
完
）」
自
治
研
究
（5
巻
（（
号
（
２
０
１
９

年
）
7（
頁
。

（
（（
）
宇
那
木
・
前
掲
注
（
（5
）
7（
頁
。

県庁時代の部下から電話が来た。真面目一方で融
通が利かなかったが仕事は確かな男だった。自家用
車で他県を走行中、パトカーに捕まって警察で取調
べを受けたという。
停車して身構えていたところに、若い警官が２人
にこにこしながら降りてきた。
「交通違反ではないから安心してください。特別警
戒中でして、車内にナイフとか危険なものを置いて
ありません？」「ないと思う」「車内を見せてもらっ
ていいですか」「どうぞ」。
この間車内を一覧し、やにわにダッシュボードを
指差して「この中にそういうものを入れてないです
か？」と聞く。
「車検証と懐中電灯くらいかな」「開けてもらって
いいですか」「はあはあ」「ご自分で開けて中のもの
を確かめてください」「車検でしょう、懐中電灯でしょ
う……」「その奥の方のビニール袋は何ですか」「何
かなあ……工具みたいですが……」「中の黒い小さな
袋は？ご自分で開けて見せてください」。袋には十徳
ペンチが入っており、柄の部分に缶切りやナイフな
どが折り畳まれていた。
「これは危険なものではないですか？何のためにこ
こに入れてあるのですか？」。自分でも忘れていたの
だが、もしものときに安全ベルトを切ったり窓ガラ
スを割るほか、キャンピングのとき使うためにダッ
シュボードに仕舞ったままだった。「これは、軽犯罪
法違反になります」。警官は勝ち誇ったような顔で宣
告する。参ったなあ……前科ものかい？科料か拘禁
か、はたまた書類送検か？
明らかな拡大解釈だと思うが手柄を上げたがって
いる彼らに言っても埒が明かない。下手に逆らうと
現行犯逮捕だ。

そこに助け船のような、警官の囁き―「大丈夫です、
前科も罰金もありませんから」。それならいいかと妥
協したら、調書を作成するので警察署まで来てくれ
と、そのまましょっぴかれた。
おかしなことに、職務質問をしてきた新人らしい

警官が案内役だと言って助手席に乗ってきた。「今ま
でのおさらいをしておきますね。署で調書をとると
きに、ちゃんと言わないと不利になりますから」。そ
のおさらい確認が怪しい。まず、危険なものを持っ
ていたこと、表に置かずにダッシュボードにずっと
入れていたこと、等々をくどくどと噛んで含めるよ
うに繰り返し言う。何か、これは一種の洗脳でない
かい？こいつは、はめられたかな？いくら能天気で
もさすがに疑念が湧いたらしい。
結局、取調室に連れていかれた。調書をとられる

となるとまずいから知り合いの弁護士に連絡しよう
か、と考えたとき責任者が件の十徳ペンチをもって
入ってきて、開口一番「お父さんは、これが危険な
ものと思うの？」
おや、何やら話のトーンが違う？「いや、一種のキャ

ンプ道具みたいなもので危険とまでは思ってなかっ
たけど、付属のナイフが危険じゃないかと言われれ
ば危険ですが……」「何で初めにそう言わなかったの」
「言ったけど危険だろうと言われて聴いてもらえな
かったから」。
それから、１時間あまり待たされた。
結局、「ツールナイフの使い方について」という弁

明書のようなものを書かされて署名指紋押印後に放
免された。
彼は警察のブラックリストに載ってしまって勲章

などに響くのではないかと心配している。
	 （新戸　拓）

コラム
十任十色
コラム
十任十色

軽犯罪法違反


