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〔
行
政
法
　
二
二
〕
　
地
方
自
治
法
一
四
条
五
項
と
こ
れ
に
基
づ
く
条
例
の
合
憲
性

（
難
謹
藻
灘
欝
掴
六
き
被
包

　
【
判
示
事
項
】
　
地
方
自
治
法
一
四
条
五
項
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
昭
和
二
五

年
大
阪
市
条
例
六
八
号
二
条
一
項
の
合
憲
性

　
【
参
照
条
文
】
　
憲
法
三
一
条
七
三
条
六
号
九
四
条
、
地
方
自
治
法
二
条
一
四

条
等

　
【
事
実
】
　
X
（
原
告
・
上
告
人
）
は
、
売
春
の
目
的
を
も
つ
て
通
行
中
の
某

を
勧
誘
し
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
行
為
は
、
昭
和
二
五
年
大
阪
市
条
例
第
六
八

号
街
路
等
に
お
け
る
売
春
勧
誘
行
為
等
の
取
締
条
例
（
以
下
、
本
件
取
締
条
例

と
称
す
）
に
ふ
れ
る
も
の
と
し
、
起
訴
さ
れ
、
第
一
審
有
罪
、
控
訴
審
棄
却
の

判
決
を
へ
、
本
件
上
告
に
お
よ
ん
だ
。

　
【
上
告
理
由
】
X
が
、
第
一
審
よ
り
上
告
審
に
い
た
る
ま
で
主
張
し
つ
づ
け

た
と
こ
ろ
は
、
左
の
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
本
件
取
締
条
例
は
、
地
方
自
治
法
一
四
条
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

あ
る
が
、
法
一
四
条
は
罰
則
制
定
に
つ
き
授
権
事
項
を
具
体
的
に
特
定
し
て
い

な
い
。
こ
れ
、
罪
刑
法
定
主
義
の
覆
滅
で
あ
り
、
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
。

し
た
が
つ
て
、
法
一
四
条
は
、
罰
則
制
定
権
の
委
任
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
無
効

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
授
権
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
本
件
取
締
条
例
も
ま
た
無
効

で
あ
る
。

　
二
、
売
春
勧
誘
取
締
行
為
は
、
国
の
事
務
で
あ
つ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
事

務
で
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
れ
を
も
つ
て
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
み
、
条
例

を
制
定
し
罰
則
を
ふ
す
る
こ
と
は
、
憲
法
九
四
条
「
法
律
の
範
囲
内
で
」
に
違

反
し
、
ま
た
、
こ
の
条
項
を
う
け
た
地
方
自
治
法
一
四
条
「
法
令
に
違
反
し
な

い
」
に
抵
触
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
取
締
条
例
は
こ
の
点
よ
り
し
て
も
無

効
で
あ
る
．

　
三
、
本
件
取
締
条
例
の
制
定
さ
れ
た
時
、
あ
為
い
は
、
本
件
勧
誘
行
為
の
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
四
五
九
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

こ
な
わ
れ
た
時
ま
で
に
、
国
会
に
お
い
て
、
数
回
に
わ
た
り
売
春
防
止
法
案
が

審
議
さ
れ
乍
ら
、
い
ず
れ
も
審
議
未
了
に
お
わ
つ
た
。
こ
れ
当
時
の
法
意
識
に

お
い
て
、
売
春
等
の
行
為
を
可
罰
的
と
み
て
い
な
か
つ
た
こ
と
を
し
め
す
。
こ

の
よ
う
に
、
国
会
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
法
意
識
に
背
反
し
法
秩
序
を
素
す
こ

と
は
、
法
令
に
た
い
す
る
消
極
的
違
反
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
（
法
律
の
明
文
に

違
反
す
る
こ
と
を
積
極
的
違
反
と
す
る
な
ら
ぽ
、
右
の
ご
と
き
を
消
極
的
違
反

と
称
し
う
る
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
る
と
き
、
本
件
取
締
条
例
は
、
地
方
自
治
法

一
四
条
の
「
法
令
に
違
反
し
な
い
」
の
制
限
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
条

違
反
の
ゆ
え
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
【
判
旨
】
　
上
告
棄
却
。
補
足
意
見
が
あ
る
。

　
一
、
地
方
自
治
法
一
四
条
が
、
罰
則
授
権
に
つ
き
罪
刑
法
定
主
義
を
定
め
た

憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
と
の
点
（
上
告
理
由
一
）
。

　
憲
法
三
一
条
は
、
刑
罰
の
す
べ
て
が
、
法
律
そ
の
も
の
に
よ
り
定
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
憲
法
七
三
条
六
号
但
書
よ
り
し
て
も

あ
き
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
法
律
が
、
罰
則
を
そ
れ
以
下
の
法
令
に
授
権
す
る

場
合
、
授
権
方
法
は
不
特
定
な
一
般
的
の
白
紙
委
任
的
の
も
の
で
あ
つ
て
は
な

ら
な
い
。

　
一
方
、
地
方
自
治
法
一
四
条
を
み
る
と
、
同
条
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
条
例

（
し
た
が
つ
て
必
要
に
応
じ
罰
則
を
ふ
し
う
る
条
例
）
は
、
同
法
二
条
に
規
定

さ
れ
た
事
務
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
く
に
本
件
に
関
係
の
あ
．

る
事
項
は
、
同
条
三
項
七
号
お
よ
び
一
号
で
あ
り
、
こ
れ
等
事
項
は
相
当
に
具

体
的
内
容
を
も
ち
、
ま
た
、
罰
則
の
範
囲
も
同
法
一
四
条
五
項
に
よ
り
限
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
く
わ
う
る
に
、
条
例
は
、
公
選
の
議
員
を
も
つ
て
組
織
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
四
六
〇
）

る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
へ
て
制
定
さ
れ
る
自
治
立
法
で
あ
り
、
行

政
府
の
制
定
す
る
命
令
と
異
り
、
法
律
類
似
の
性
格
を
も
つ
。
し
た
が
つ
て
．

地
方
自
治
法
一
四
条
五
項
に
い
う
罰
則
の
制
定
は
、
憲
法
三
一
条
の
意
味
に
お

い
て
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
つ
て
刑
罰
を
科
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。　

二
、
売
春
勧
誘
行
為
の
取
締
を
国
の
事
務
と
す
る
点
（
上
告
理
由
二
）
。
社

会
生
活
の
法
的
規
律
に
は
、
国
の
法
律
に
よ
り
劃
一
的
に
規
律
す
べ
き
も
の

も
、
ま
た
、
各
地
方
毎
に
規
律
を
設
け
る
べ
き
も
の
も
、
さ
ら
に
は
、
い
ず
れ

に
よ
る
こ
と
も
で
ぎ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
、
売
春
防
止
法
成
立
前
に
あ
つ

て
は
、
売
春
取
締
に
か
ん
し
取
締
罰
則
を
さ
だ
め
た
国
の
法
令
が
存
在
し
な
か

つ
た
。
こ
れ
は
、
条
例
に
よ
り
取
締
罰
則
を
設
け
て
も
、
国
の
事
務
を
侵
し
た

と
い
い
え
な
い
。

　
三
、
売
春
防
止
法
成
立
以
前
に
、
売
春
勧
誘
行
為
等
を
処
罰
す
る
の
は
、
当

時
の
法
意
識
に
反
す
る
と
い
う
点
（
上
告
理
由
三
）
。
こ
の
点
は
独
自
の
見
解

に
し
て
、
容
認
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。

　
な
お
、
か
か
る
多
数
意
見
に
た
い
し
、
若
干
の
裁
判
官
が
補
足
意
見
を
の
べ

ら
れ
て
い
る
．
筆
者
の
理
解
し
え
た
こ
れ
等
裁
判
官
の
補
足
意
見
の
趣
旨
は
、

概
ね
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
入
江
裁
判
官
補
足
意
見

　
如
何
な
る
行
為
を
犯
罪
と
し
、
こ
れ
に
如
何
な
る
種
類
の
刑
罰
を
科
す
る
か

の
刑
罰
権
は
、
国
家
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
地
方
公
共
団
体

に
自
主
立
法
を
み
と
め
て
も
、
こ
の
立
法
中
に
当
然
に
刑
罰
権
が
内
在
す
る
も

の
で
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
自
主
立
法
た
る
条
例
に
罰
則
を
ふ
す
る
た
め
に
は
、



国
よ
り
罰
則
制
定
権
が
委
任
さ
れ
て
お
ら
ね
ば
癒
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
委

任
の
方
法
は
、
一
般
的
委
任
で
は
な
ら
ず
、
個
別
的
委
任
た
る
を
よ
う
す
る
．

た
だ
し
、
個
別
的
委
任
と
い
つ
て
も
、
そ
こ
に
は
自
ら
程
度
の
差
が
あ
り
、
ま

た
、
条
例
制
定
手
続
の
民
主
性
よ
り
み
て
、
政
令
等
ほ
ど
個
別
・
具
体
的
た
る

を
よ
う
し
な
い
。
そ
し
て
、
地
方
自
治
法
一
四
条
五
項
は
、
同
条
一
項
、
同
法

二
条
二
項
三
項
と
あ
い
ま
つ
て
個
別
的
委
任
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
条
例

に
お
け
る
罰
則
の
制
定
は
憲
法
三
一
条
に
反
す
る
も
の
で
な
い
。

　
垂
水
・
藤
田
両
裁
判
官
補
足
意
見

　
両
裁
判
官
は
、
右
述
多
数
意
見
と
結
論
を
同
じ
く
す
る
の
み
で
、
立
論
方
法

は
、
全
く
異
つ
た
見
解
を
と
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
法
規
は
国
会
の
制
定

し
た
法
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
、
憲
法
上
の
原
則
で
あ
る
。

そ
し
て
、
地
方
公
共
団
体
が
「
法
律
の
範
囲
内
で
」
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が

で
ぎ
る
の
も
、
憲
法
に
よ
り
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
条
例
は
、

当
然
に
、
特
定
行
為
の
規
律
と
、
違
反
行
為
に
罰
を
科
す
る
こ
之
を
ふ
く
む
。

し
た
が
つ
て
、
地
方
自
治
法
二
条
二
項
三
項
の
ご
と
く
、
一
般
的
・
抽
象
的
事

項
に
つ
き
罰
則
を
設
け
て
も
、
一
般
的
・
抽
象
的
委
任
と
い
い
う
る
も
違
憲
で

な
い
。

　
要
す
る
に
、
憲
法
三
一
条
は
、
条
令
に
罰
則
を
ふ
す
る
場
合
、
憲
法
九
四
条

の
「
法
律
の
範
囲
内
で
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
修
正
を
く
わ
え
ら
れ
る
。
し
た

が
つ
て
、
条
例
の
罰
則
が
違
憲
・
違
法
と
な
る
の
は
、
そ
の
委
任
方
法
が
一
般

的
か
個
別
的
か
で
な
く
、
法
律
の
範
囲
内
を
逸
脱
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
点

よ
り
み
る
と
、
本
件
取
締
条
例
は
違
憲
・
違
法
と
断
じ
え
な
い
。

　
奥
野
裁
判
官
補
足
意
見

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
憲
法
三
一
条
は
、
刑
罰
を
科
す
る
た
め
の
手
続
規
定
・
実
体
規
定
と
も
法
律

に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
旨
規
定
す
る
．
し
か
し
、
こ
れ
は
、
法
律
以
下
の
法
令
に

罰
則
を
委
任
す
る
こ
と
を
絶
対
的
に
禁
ず
る
趣
旨
で
は
な
い
？
す
な
わ
ち
、
法

律
の
委
任
を
も
つ
て
す
れ
ば
法
律
以
下
の
法
令
に
罰
則
を
設
け
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
委
任
方
法
は
、
無
条
件
の
一
般
的
白
紙
委
任
的
形
式

で
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
政
令
等
に
罰
則
を
委
任
す
る
場
合
は
、
憲
法
七
三

条
六
号
但
書
の
条
件
を
必
要
と
す
る
も
、
条
例
に
罰
則
を
設
け
る
場
合
、
た
だ

ち
に
、
こ
の
条
件
が
要
求
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
条
例
の
場
合
は
、
政
令

の
場
合
と
異
り
、
何
等
か
の
人
権
の
保
障
を
侵
害
し
な
い
程
度
の
条
件
が
あ
れ

ば
た
り
、
地
方
自
治
法
に
し
め
さ
れ
る
ご
と
く
、
条
例
制
定
事
項
、
刑
罰
の
限

度
が
制
限
さ
れ
、
施
行
地
域
も
限
ら
れ
て
い
れ
ぽ
、
た
と
え
世
間
で
い
う
一
般

的
委
任
で
あ
つ
て
も
、
憲
法
三
一
条
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
な
い
。

　
【
研
究
】
　
本
件
に
お
け
る
上
告
人
主
張
の
中
心
点
は
、
地
方
自
治
法
一
四
条

五
項
が
、
憲
法
三
一
条
に
い
う
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
反
し
違
憲
無
効
と
い

う
に
あ
る
。
こ
の
た
め
か
、
多
数
意
見
も
、
あ
る
い
は
入
江
裁
判
官
、
奥
野
裁

判
官
の
補
足
意
見
も
こ
の
点
を
中
心
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
。
罪
刑
法
定
主
義
の

本
質
等
に
か
ん
し
て
は
．
刑
法
学
に
お
い
て
、
古
く
よ
り
深
く
研
究
さ
れ
て
き

た
分
野
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
等
に
つ
い
て
は
、
専
攻
を
異
に
す
る
筆
者
の

よ
く
知
り
う
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
し
か
し
、
本
件
の
問
題
は
、
罪
刑
法
定
主
義

が
、
憲
法
三
一
条
に
よ
り
、
憲
法
上
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
憲
法
の
条

項
に
よ
り
み
と
め
ら
れ
た
、
こ
の
原
則
に
た
い
す
る
例
外
も
ま
た
当
然
に
是
認

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
も
ち
論
、
立
法
論
上
の
是
非
は
別
と
し
て
。
）
そ
し
て
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判
　
例
　
研
　
究

こ
の
例
外
の
一
と
し
て
、
憲
法
七
三
条
六
号
但
し
書
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
条
項
は
政
令
等
の
命
令
で
罰
則
を
制
定
す
る
も
、
罰
則
委
任
の
方
法

が
個
別
具
体
的
で
あ
る
ゆ
え
、
罪
刑
法
定
主
義
の
精
神
に
反
し
な
い
例
外
と
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
個
別
具
体
的
委
任
を
条
例
の
場
合
に
あ
て
は
め
て
み

る
と
、
条
例
に
罰
則
を
委
任
し
た
、
同
法
一
四
条
五
項
等
の
委
任
方
法
が
個
別

具
体
的
と
断
ぜ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
問
題
は
お
こ
ら
な
い
。

　
し
か
ら
ぽ
、
果
し
て
、
当
該
条
項
は
個
別
具
体
的
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う

か
．
も
ち
論
、
委
任
方
法
を
、
白
紙
委
任
な
い
し
一
般
的
委
任
と
い
い
、
あ
る

い
は
個
別
具
体
的
委
任
と
い
つ
て
も
、
結
局
は
程
度
の
差
に
つ
き
る
も
の
で
、

決
定
的
に
両
者
を
区
別
す
る
基
準
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
そ
し
て
、
多
数
意
見

を
の
べ
ら
れ
る
裁
判
官
諸
賢
の
良
識
は
、
こ
れ
を
個
別
具
体
的
と
判
断
さ
れ

た
．
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
、
地
方
自
治
法
一
四
条
・
二
条
三
項
（
と
く
に

本
件
に
か
ん
し
一
号
・
七
号
）
を
あ
げ
、
こ
れ
等
は
、
相
当
に
具
体
的
（
傍
点
筆

者
）
内
容
を
も
ち
…
…
と
い
わ
れ
る
。
か
か
る
、
相
当
に
具
体
的
と
い
う
表
現

は
、
一
面
に
お
い
て
一
般
的
抽
象
的
要
素
の
存
在
を
暗
黙
の
う
ち
に
み
と
め
ら

れ
る
が
ゆ
え
、
敢
て
具
体
的
と
い
わ
ず
、
相
当
に
具
体
的
と
い
う
妥
協
的
表
現

を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
、
具
体
的
と
み

る
か
、
一
般
的
と
み
る
か
は
、
結
局
、
論
理
に
よ
り
克
服
し
え
な
い
見
解
の
差

異
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
刑
罰
を
科
す
る
場
合
、
実
体
的
・
手
続
的
規
定
が
法
律
で
あ
る
か
、

法
律
の
個
別
具
体
的
委
任
に
も
と
づ
く
命
令
た
る
を
よ
う
す
る
と
す
る
所
以

は
、
か
か
る
方
法
を
と
ら
ぬ
と
、
、
行
政
権
の
恣
意
等
に
よ
り
個
人
の
権
利
が
保

障
さ
れ
ぬ
た
め
、
と
い
う
。
も
ち
論
、
個
人
の
権
利
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
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が
、
そ
れ
と
同
様
に
公
共
の
福
祉
も
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
罪
刑
法
定
主

義
も
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
が
憲
法
下
に
お

い
て
、
地
方
自
治
の
本

旨
も
尊
重
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
る
と
き
、
本
件
事
例
の
是
非
は
、
憲
法
三
一
条
よ
り
論
ず
る
こ
と
も
で

き
れ
ば
、
九
二
条
以
下
に
表
明
さ
れ
る
地
方
自
治
の
本
旨
と
い
う
点
よ
り
み
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
政
令
等
の
命
令
で
義
務
が
設
定
さ
れ
る
場
合
、
か
か
る
命
令
は
委
任

命
令
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
た
と
え
命
令
で
あ
つ
て
も
、
義
務
を

設
定
す
る
以
上
、
こ
の
命
令
の
実
効
性
確
保
の
た
め
、
強
制
な
り
罰
則
な
り
の

規
定
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
・
罰
則
制
定
の
方
法
と
し
て
、
食
糧
管
理
法
等

に
み
ら
れ
る
ご
と
く
（
同
法
一
〇
条
・
三
一
条
参
照
）
、
義
務
の
設
定
の
み
命
令

に
委
任
し
、
罰
則
は
法
律
自
体
で
規
定
す
る
と
い
う
方
法
も
そ
ん
す
る
。
か
か

る
方
法
は
、
一
見
、
罪
刑
法
定
主
義
の
精
神
に
即
応
す
る
も
の
の
ご
と
く
、
実

は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
精
神
に
甚
だ
反
す
る
．
換
言
す
れ
ぽ
、
法
定
刑
は
違
反

行
為
の
可
罰
性
の
度
合
に
応
じ
、
各
種
明
文
で
定
め
ら
る
べ
き
に
、
た
と
え

ば
、
右
食
糧
管
理
法
の
例
の
ご
と
く
、
命
令
違
反
を
一
〇
年
以
下
の
懲
役
、
一

〇
万
円
以
下
の
罰
金
と
し
、
－
具
体
的
科
刑
を
裁
判
所
の
栽
量
に
委
ね
る
は
、
極

言
す
れ
ば
、
法
定
刑
な
き
に
等
し
い
。
し
た
が
つ
て
、
義
務
設
定
を
命
令
に
委

任
し
た
以
上
、
罰
則
も
ま
た
、
義
務
の
程
度
に
応
じ
て
命
令
で
さ
だ
め
る
の
が

妥
当
で
あ
る
。
た
だ
、
委
任
命
令
は
、
非
民
主
的
方
法
で
制
定
さ
れ
、
人
権
侵

害
の
お
そ
れ
が
あ
る
ゆ
え
、
法
律
で
罰
則
を
科
し
う
る
場
合
お
よ
び
程
度
を
厳

格
に
制
限
す
る
（
医
療
法
二
一
条
二
項
等
参
照
）
。

　
要
す
る
に
、
法
令
で
義
務
を
設
定
す
る
場
合
、
そ
の
実
効
性
確
保
の
た
め
、



強
制
な
り
罰
則
な
り
を
規
定
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
こ
れ

等
に
よ
り
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
あ
り
と
せ
ば
、
そ
も
そ
も
、
罰
則
の
前
提
た
る

義
務
の
設
定
を
命
令
に
委
任
し
た
点
に
問
題
が
そ
ん
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
あ
る
ご
と
き
義
務
の
設
定
を
命
令
に
．
委
任
す
べ
き

で
な
い
が
、
憲
法
は
、
人
権
保
障
の
完
全
を
期
す
る
た
め
、
命
令
制
定
の
特
殊

性
に
も
と
づ
き
、
罰
則
制
定
の
制
限
を
設
け
る
。

　
か
く
み
－
て
く
る
と
、
制
定
過
程
を
異
に
す
る
条
例
の
場
合
．
命
令
に
附
さ
れ

た
制
限
を
そ
の
ま
ま
適
用
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
憲
法
上
、
地
方
自
治
が

み
と
め
ら
れ
る
以
上
、
地
方
自
治
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
ら
ば
、
地
方
公
共

団
体
は
条
例
と
い
う
名
の
法
令
を
制
定
し
、
ま
た
、
地
方
自
治
の
た
め
必
要
な

ら
ば
、
条
例
に
義
務
設
定
規
定
を
設
け
（
法
律
と
条
例
の
関
係
は
執
行
的
・
委
任

的
・
独
立
的
の
三
様
あ
り
）
、
か
つ
、
こ
の
実
効
性
確
保
の
た
め
罰
則
を
設
け
う

る
。
そ
し
て
、
条
例
制
定
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
各
地
方
公
共
団

体
間
の
条
例
違
反
の
罰
則
の
統
一
を
た
も
ち
、
か
つ
、
義
務
違
反
に
た
い
し
不

当
な
科
刑
を
な
さ
ぬ
た
め
、
地
方
自
治
法
は
、
条
例
に
お
け
る
罰
則
の
程
度
を

制
限
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
条
例
の
場
合
は
、
義
務
設
定
に
つ
き
、
ま
た
罰
則

制
定
に
か
ん
し
敢
て
政
令
等
に
も
と
め
ら
れ
る
ご
と
き
委
任
方
法
は
必
要
で
な

い
し
、
極
言
す
れ
ば
、
地
方
自
治
法
一
四
条
五
項
の
規
定
が
な
く
て
も
、
罰
則

を
条
例
に
設
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
の
ご
と
ぎ
場
合
で
も
、

奥
野
裁
判
官
の
い
わ
れ
る
ご
と
き
「
一
四
条
五
項
が
な
い
と
仮
定
す
れ
ぱ
、
条

例
で
刑
罰
法
規
を
自
由
に
制
定
し
て
死
刑
以
下
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
刑
罰
を
科

し
う
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
の
垂
水
裁
判
官
に
た
い
す
る

反
論
は
、
理
論
的
に
条
例
に
死
刑
を
規
定
し
て
も
不
可
思
議
で
な
く
、
現
実
的
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に
死
刑
を
科
す
れ
ぽ
、
違
憲
と
な
る
と
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

条
例
に
規
定
さ
れ
た
義
務
違
反
の
可
罰
性
が
死
刑
に
該
当
す
る
、
換
言
す
れ

ぽ
、
地
方
自
治
を
維
持
す
る
た
め
敢
て
死
刑
を
も
科
す
べ
き
と
の
判
断
が
妥
当

す
る
場
合
あ
り
と
す
れ
ば
、
死
刑
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
条
例
で
規
律
す
る
事
務
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、

か
か
る
事
務
に
と
も
な
う
義
務
違
反
で
死
刑
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
り
え
ぬ
ゆ

え
、
死
刑
を
科
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
、
た
と
え

ば
、
道
路
交
通
法
上
、
自
動
車
運
転
免
許
証
不
携
帯
罪
を
罰
す
る
に
、
法
律
の

規
定
で
も
死
刑
を
科
し
え
な
い
と
同
様
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
条
例
に
罰
則
制

定
を
自
由
に
み
と
め
て
も
（
仮
り
に
一
四
条
五
項
が
な
い
と
し
て
）
、
法
律
と
異

り
条
例
な
る
が
ゆ
え
、
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
あ
り
と
は
い
い
え
な
い
。

　
要
す
る
に
、
憲
法
上
は
、
条
例
の
制
定
を
み
と
め
る
以
上
、
条
例
制
定
権
の

う
ち
に
は
罰
則
制
定
権
も
当
然
に
ふ
く
ま
れ
る
．
こ
れ
、
政
令
等
の
場
合
、
制

定
に
あ
た
つ
て
、
法
律
の
執
行
な
い
し
委
任
に
も
と
づ
く
べ
し
と
の
制
限
と
、

さ
ら
に
政
令
に
罰
則
を
ふ
す
る
場
合
の
制
限
を
、
条
例
の
制
定
の
場
合
に
お
け

る
法
律
の
範
囲
内
と
い
う
制
限
と
対
比
す
れ
ぼ
、
両
者
の
憲
法
上
の
差
異
は
あ

き
ら
か
臨
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
に
た
い
す
る
憲
法
上
の
制
限
は
、

現
在
の
わ
が
国
が
、
連
邦
国
家
で
も
封
建
国
家
で
も
な
く
、
中
央
集
権
国
家
と

し
、
国
家
的
統
一
を
お
こ
な
う
た
め
、
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
等
し
く
効
力
に
お
い
て
法
律
の
下
に
あ
る
政
令
等
と
条
例
も
、
そ
の
よ

つ
で
立
つ
基
盤
を
こ
と
に
す
る
も
の
ゆ
え
、
こ
れ
等
を
同
一
の
場
に
お
い
て
論

ぜ
ん
と
す
る
点
、
種
々
の
難
点
を
も
つ
。

　
最
後
に
、
本
件
を
罪
刑
法
定
主
義
の
立
場
よ
り
解
決
せ
ん
と
す
れ
ば
‘
、
政
令
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等
に
お
け
る
ご
と
き
個
別
具
体
的
委
任
は
必
要
で
な
い
と
し
て
も
、
何
等
か
の

程
度
の
個
別
具
体
的
委
任
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
地
方
自
治
法
上
の
諸
制

限
が
個
別
具
体
的
委
任
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
多
数
意
見
の
見
解

に
し
た
が
わ
ざ
る
を
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
方
自
治
に
重
点
を
お
い
て
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み
る
と
、
委
任
方
法
は
あ
ま
り
問
題
で
な
く
、
垂
水
・
藤
田
両
裁
判
官
の
理
論

構
成
に
し
た
が
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
筆
者
は
こ
の
両
見
解
の
う
ち
、

後
者
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
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