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方
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権
の
時
代
に
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る
市
町
村
と
自
主
条
例

渡　

井　

理
佳
子

一　

地
方
自
治
制
度
と
条
例

イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
は
、
一
九
二
一
年
の
著
書
に
お
い
て
、
地
方
自
治
が
「
民
主
主
義
の
最
良
の
学
校
、
そ
の

成
功
の
最
良
の
保
証
人
な
り
と
い
う
格
言
は
正
し
い
」
と
記
し
た
。
こ
れ
は
、
一
八
三
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク

ヴ
ィ
ル
が
、
自
由
と
地
方
自
治
の
関
係
は
学
問
に
対
す
る
小
学
校
と
同
様
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
地
方
自
治
は
、
既
に
一
九
世
紀
か
ら
、
民
主
主
義
と
自
由
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
制
度
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
な
り
、
そ
の
構
成
単
位
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
が
、
法
的
な
概
念
と
し
て
様
々
に
検
討
さ
れ
て
き
た
。

日
本
国
憲
法
は
、
九
二
条
が
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
く
地
方
自
治
を
保
障
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
地
方
自
治
の
基
本
原
則
と
し

て
、
住
民
自
治
の
原
則
と
団
体
自
治
の
原
則
が
導
か
れ
る
。
民
主
主
義
の
要
素
と
し
て
の
住
民
自
治
は
、
地
方
自
治
が
地
方
公
共
団

体
の
住
民
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
自
由
主
義
の
要
素
と
し
て
の
団
体
自
治
は
、
地
方
自
治
が
国
か

（
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ら
独
立
し
た
団
体
の
意
思
と
責
任
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

日
本
国
憲
法
の
制
定
の
翌
年
に
、
地
方
自
治
法
は
制
定
さ
れ
た
。
目
的
規
定
で
あ
る
地
方
自
治
法
一
条
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に

基
づ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
民
主
的
に
し
て
能
率
的
な
行
政
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
健
全
な
発
達

を
保
障
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
法
は
、
地
方
自
治
制
度
の
根
幹
に
つ
い
て
の
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
制
定
か
ら
七
〇
年
が
経
過
す
る
中
で
、
地
方
自
治
制
度
は
、
時
代
と
共
に
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
特
に
、
地
方
分
権
改
革

の
推
進
は
、
中
央
集
権
に
よ
る
国
と
地
方
と
の
関
係
を
根
本
か
ら
作
り
直
し
て
、
新
た
な
基
盤
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

二
〇
〇
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
地
方
分
権
一
括
法
は
、
機
関
委
任
事
務
を
廃
止
し
、
地
方
の
権
限
の
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。

地
方
分
権
が
、
実
質
的
に
機
能
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
方
の
政
策
が
住
民
の
意
思
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
立
法
で
あ
る
条
例
の
果
た
す
役
割
が
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
条
例
の
種
類
に
は
、
法
令
の

委
任
を
受
け
た
委
任
条
例
と
自
主
条
例
が
あ
る
が
、
地
方
自
治
の
発
展
と
の
関
係
で
は
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
制
定
す
る
自
主

条
例
が
特
に
重
要
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

自
主
条
例
は
、
憲
法
九
四
条
お
よ
び
地
方
自
治
法
一
四
条
の
下
で
、
地
方
公
共
団
体
が
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、

地
域
に
お
け
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
地
方
分
権
の
時
代
に
お
け
る
法

令
と
自
主
条
例
の
抵
触
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
に
つ
い
て
、
市
町
村
と
の
関
係
か
ら
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
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二　

法
令
と
自
主
条
例
の
抵
触

条
例
の
法
令
適
合
性
の
判
断
基
準
は
、
委
任
条
例
と
自
主
条
例
と
で
異
な
っ
て
お
り
、
ま
ず
、
委
任
条
例
の
場
合
に
は
、
条
例
が

法
令
の
委
任
の
範
囲
を
超
え
て
い
な
い
か
ど
う
か
が
判
断
の
基
準
と
な
る
。
次
に
、
自
主
条
例
と
法
令
の
抵
触
に
つ
い
て
の
判
断
の

基
準
と
し
て
は
、
一
九
七
五
年
の
徳
島
公
安
条
例
事
件
の
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
が
定
着
を
見
て
い
る
。

徳
島
公
安
条
例
事
件
で
争
わ
れ
て
い
た
の
は
、
自
主
条
例
で
あ
る
徳
島
市
の
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例
と
道

路
交
通
法
の
抵
触
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
最
高
裁
は
、「
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
つ
て
こ
れ
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
具
体
的
に
は
、
①
条
例
が
法
令
と
は
別
の
目
的
に
基
づ
く
規
律
を
意

図
し
、
条
例
の
適
用
に
よ
り
法
令
の
規
定
の
目
的
・
効
果
を
阻
害
し
な
い
と
き
、
②
法
令
と
条
例
が
同
一
の
目
的
で
あ
っ
て
も
、
法

令
が
そ
の
規
定
に
よ
り
全
国
的
に
一
律
に
同
一
内
容
の
規
律
を
施
す
趣
旨
で
は
な
く
、
地
方
の
実
情
に
応
じ
て
別
段
の
規
制
を
す
る

こ
と
を
容
認
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
き
は
、
法
令
と
条
例
は
抵
触
し
な
い
旨
を
判
示
し
た
。
こ
の
基
準
で
は
、
自
主
条
例
が
法
令
に
実

質
的
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
令
よ
り
も
規
制
の
程
度
を
高
め
た
上
乗
せ
条
例
や
規
制
の
範
囲

を
拡
げ
た
横
出
し
条
例
は
、
形
式
的
に
法
令
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
な
抵
触
が
な
け
れ
ば
適
法
と
い
う
こ
と
に
な

る
。自

主
条
例
の
法
令
適
合
性
が
問
わ
れ
る
状
況
は
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
、
法
令
が
都
道
府
県
に
の
み
規
制
権
限
を
与
え

（
6
）

（
7
）

地方分権の時代における市町村と自主条例

205



て
い
る
た
め
、
市
町
村
が
自
主
条
例
の
制
定
を
通
じ
て
、
法
令
に
は
な
い
独
自
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
例
え
ば
、
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
廃
棄
物
処
理
法
）
は
、
一
五
条
に
お
い
て
県
に
対
し
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可

権
限
を
定
め
て
い
る
が
、
市
町
村
に
は
同
許
可
に
つ
い
て
の
規
制
権
限
を
付
与
し
て
い
な
い
。
一
般
に
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

建
設
に
不
服
を
持
つ
の
は
、
建
設
予
定
地
の
近
隣
の
住
民
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
住
民
が
問
題
解
決
の
た
め
に
頼

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
県
で
は
な
く
、
法
令
上
の
規
制
権
限
は
持
た
ず
と
も
、
よ
り
身
近
な
市
町
村
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

地
域
住
民
と
民
間
事
業
者
の
間
に
生
じ
る
紛
争
と
い
う
点
で
は
、
建
築
基
準
法
の
建
築
確
認
を
め
ぐ
っ
て
も
同
じ
問
題
が
生
じ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
建
築
基
準
法
は
、
建
築
確
認
の
権
限
を
建
築
主
事
に
付
与
す
る
が
、
市
町
村
は
そ
れ
に
関
す
る
規
制
権
限
を
持

つ
も
の
で
は
な
い
。
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
な
ど
の
地
域
開
発
を
め
ぐ
り
、
地
域
住
民
と
事
業
者
の
間
で
紛
争
が
生
じ
た
場
合
は
、
実
情

を
把
握
し
て
い
る
市
町
村
に
よ
る
対
応
が
期
待
さ
れ
る
が
、
建
築
確
認
は
裁
量
の
余
地
の
な
い
処
分
で
あ
り
、
建
築
基
準
関
係
規
定

へ
の
違
反
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
拒
否
し
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
計
画
が
盛
ん
と
な
り
、
市
町
村
が
こ
れ
に
対
し
て
地
域
お
よ
び
地
域
住
民
の
保
護
の
見

地
か
ら
規
制
を
実
施
す
る
た
め
の
手
段
が
模
索
さ
れ
た
。
こ
の
際
、
最
初
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
は
自
主
条
例
の
制
定
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
よ
っ
て
市
町
村
が
建
築
確
認
処
分
の
発
出
や
効
果
を
制
限
し
た
場
合
に
は
、
建
築
基
準
法
と
の
抵
触
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、

実
際
に
は
開
発
指
導
要
綱
を
設
け
て
、
規
制
的
行
政
指
導
に
よ
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
た
。
行
政
指
導
は
、
相
手
方
の
任
意
の
協
力

を
求
め
る
行
政
の
手
法
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
条
例
上
の
根
拠
を
設
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
が
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

行
政
指
導
に
よ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
が
実
際
に
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
令
と
自
主
条
例
の
抵
触
の

問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
事
業
者
が
、
行
政
指
導
を
争
う
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 （
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㈠　

法
令
と
の
抵
触
回
避
と
行
政
指
導

マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
め
ぐ
る
行
政
指
導
が
争
わ
れ
た
例
と
し
て
は
、
武
蔵
野
市
マ
ン
シ
ョ
ン
事
件
が
あ
る
。
武
蔵
野
市
の
宅
地
開

発
等
指
導
要
綱
（
以
下
、「
本
件
指
導
要
綱
」
と
い
う
。）
は
、
行
政
指
導
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
規
制
の
一
例
で
あ
り
、
一
九
七

一
年
に
武
蔵
野
市
議
会
の
全
員
協
議
会
の
承
認
を
受
け
て
施
行
さ
れ
た
。
本
件
指
導
要
綱
は
、
一
定
規
模
を
超
え
る
宅
地
開
発
事
業

お
よ
び
中
高
層
建
築
物
の
建
設
を
行
う
事
業
者
に
対
し
て
、
地
域
住
民
か
ら
日
照
の
影
響
に
つ
い
て
の
同
意
を
得
る
こ
と
、
教
育
施

設
整
備
の
た
め
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
、
等
を
定
め
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
従
わ
な
い
事
業
者
に
対
し
て
は
上
下
水
道
の
供
給

を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
い
た
。

武
蔵
野
市
内
に
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
を
計
画
し
た
事
業
者
は
、
本
件
指
導
要
綱
の
定
め
る
教
育
施
設
負
担
金
の
減
免
等
を
懇

請
し
た
が
、
前
例
が
な
い
と
し
て
武
蔵
野
市
に
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
同
負
担
金
を
納
付
し
た
。
し
か
し
、
後
に
事
業
者
は
、
後
に
寄

付
の
意
思
表
示
は
強
迫
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
こ
れ
を
取
り
消
し
、
負
担
金
の
返
還
を
求
め
て
国
家
賠
償
を
請
求
し
た
。
こ

の
事
件
で
最
高
裁
は
、
行
政
指
導
と
し
て
、
教
育
施
設
の
充
実
に
充
て
る
た
め
に
寄
付
金
の
納
付
を
求
め
る
こ
と
自
体
は
、
事
業
者

の
任
意
性
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
限
り
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
つ
つ
も
、
本
件
指
導
要
綱
は
、
運
用
の
実
態
と
水
道
の

給
水
契
約
の
締
結
拒
否
等
の
制
裁
的
な
措
置
を
背
景
に
、
行
政
指
導
の
限
度
を
超
え
る
違
法
な
公
権
力
の
行
使
で
あ
っ
た
と
判
断
し

た
。行

政
指
導
は
、
事
業
者
の
任
意
性
を
損
な
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
武
蔵
野
市
の
規
制
的
な
行
政
指
導
は
、
地
域
住
民

の
意
向
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
め
ぐ
る
紛
争
そ
の
も
の
が
消
滅
し
て
い
な
い
以

上
、
行
政
指
導
に
代
わ
る
規
制
手
段
が
必
要
で
あ
り
、
規
制
の
正
当
性
の
見
地
か
ら
は
、
指
導
要
綱
の
条
例
化
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
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㈡　

法
令
と
水
道
水
源
保
護
条
例

水
道
法
二
条
の
二
は
、
地
方
公
共
団
体
に
、
水
道
の
計
画
的
整
備
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
水
道
水
源
保
護
条
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
水
道
水
源
保
護
条
例
は
、
水
源
保
護
地
域
を
指
定
し
て
、
そ
の

地
域
内
で
は
水
質
汚
染
や
水
源
の
枯
渇
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
業
場
の
設
置
を
禁
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
規
制
の
対
象

と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
、
ゴ
ル
フ
場
、
大
規
模
マ
ン
シ
ョ
ン
、
等
で
あ
る
。

武
蔵
野
市
マ
ン
シ
ョ
ン
事
件
に
よ
っ
て
、
市
町
村
の
行
政
指
導
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
規
制
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
後
、
市
町
村
の
水
道
水
源
保
護
条
例
に
よ
る
規
制
が
、
結
果
と
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
抑
制
す
る
手
段
と
し
て

機
能
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
水
道
法
や
廃
棄
物
処
理
法
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

⑴　

水
道
法
と
水
道
水
源
保
護
条
例

水
道
法
一
五
条
一
項
は
、
水
道
事
業
者
で
あ
る
市
町
村
が
事
業
計
画
に
定
め
る
給
水
区
域
内
の
需
要
者
か
ら
給
水
契
約
の
申
込
み

を
受
け
た
と
き
は
、「
正
当
の
理
由
」
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
拒
否
で
き
な
い
と
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
市
町
村
が
、
水
道
水
源
保

護
条
例
に
よ
っ
て
地
域
住
民
の
保
護
や
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
給
水
を
拒
否
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
「
正
当
の
理
由
」
に
該
当
す

る
の
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
解
釈
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
福
岡
県
志
免
町
水
道
事
業
給
水
規
則
事
件
に
お
い
て
、
著
し
い
給
水
人
口
の
増
加
に
よ
り
、

近
い
将
来
に
お
い
て
需
要
量
が
給
水
量
を
上
回
り
水
不
足
が
生
ず
る
こ
と
が
確
実
に
予
見
さ
れ
る
地
域
と
の
関
係
で
、
給
水
契
約
の

拒
否
に
「
正
当
の
理
由
」
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
給
水
契
約
の
申
込
み
の
時
点
で
、
実
際
に
給
水
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

（
15
）

（
16
）

（
17
）
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将
来
を
見
据
え
て
申
込
み
を
拒
否
す
る
こ
と
は
「
正
当
の
理
由
」
に
当
た
る
た
め
、
市
町
村
の
給
水
計
画
に
は
広
い
裁
量
が
認
め
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。

一
般
に
、
法
の
解
釈
は
、
法
の
目
的
の
枠
内
か
ら
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の
行
政
目
的
か
ら
柔
軟
な
解
釈
を
す
る
こ
と
は
、

他
事
考
慮
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
水
道
水
源
保
護
条
例
に
は
民
主
的
な
裏
付
け
が
あ
り
、
給
水
計
画
に
は
ま
ち
づ

く
り
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
水
道
法
と
の
抵
触
に
つ
い
て
は
、「
正
当
の
理
由
」
へ

の
該
当
を
柔
軟
に
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑵　

廃
棄
物
処
理
法
と
水
道
水
源
保
護
条
例

水
道
水
源
保
護
条
例
の
法
令
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
徳
島
公
安
条
例
事
件
の
基
準
を
い
か
に
適
用
す
る
の
か
が
重
要
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
、
紀
伊
長
島
町
事
件
に
お
い
て
明
ら
か
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

①　

紀
伊
長
島
町
事
件

原
告
（
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
三
重
県
の
紀
伊
長
島
町
で
産
業
廃
棄
物
中
間
処
理
施
設
の
建
設
を
計
画
し
、
廃
棄
物
処
理
法
の

設
置
許
可
申
請
に
先
立
ち
、
県
の
要
綱
に
基
づ
い
て
事
業
計
画
書
を
尾
鷲
保
健
所
長
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
紀
伊
長
島
町
は

計
画
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
水
質
汚
濁
お
よ
び
水
源
の
枯
渇
防
止
を
目
的
と
す
る
水
道
水
源
保
護
条
例
（
以
下
、「
本
件
条
例
」
と

い
う
）
を
制
定
し
た
。
本
件
条
例
に
よ
り
、
町
長
は
、
原
告
の
施
設
の
計
画
地
を
含
む
同
町
の
広
範
な
区
域
を
水
源
保
護
地
域
と
し

て
指
定
し
た
。
同
地
域
に
お
い
て
は
、
町
長
の
認
定
す
る
規
制
対
象
事
業
場
の
設
置
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

町
長
は
、
原
告
の
施
設
は
地
下
水
の
取
水
等
に
よ
っ
て
水
源
の
枯
渇
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
所
定
の
手
続
を
経
た
上
で
、
規
制
対
象

事
業
場
と
し
て
の
認
定
を
行
っ
た
。
一
方
、
原
告
が
三
重
県
知
事
に
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
許
可
の
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
こ

（
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）
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れ
に
つ
い
て
は
許
可
処
分
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
町
長
に
よ
る
規
制
対
象
事
業
場
の
認
定
の
取
消
し
を
求
め
て
出
訴
し

た
。
争
点
は
、
本
件
条
例
が
廃
棄
物
処
理
法
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

原
審
の
名
古
屋
高
等
裁
判
所
は
、
廃
棄
物
処
理
法
と
本
件
条
例
の
抵
触
に
つ
き
、
廃
棄
物
処
理
法
が
「
産
業
廃
棄
物
の
排
出
を
抑

制
し
、
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
よ
っ
て
、
生
活
環
境
の
改
善
を
は
か
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
件
条
例

は
「
住
民
の
生
命
と
健
康
を
守
る
た
め
、
安
全
な
水
道
水
を
確
保
す
る
」
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
目
的
お
よ
び
趣
旨
は
廃
棄
物
処
理

法
と
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
件
条
例
は
廃
棄
物
処
理
法
に
反
し
て
無
効
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
。

徳
島
公
安
条
例
事
件
の
判
断
基
準
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
法
令
と
条
例
の
目
的
が
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
続
い
て
、
条
例
の

適
用
に
よ
り
法
令
の
規
定
の
目
的
・
効
果
を
阻
害
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
古
屋
高
裁
は
、
目
的

の
違
い
の
み
を
指
摘
し
て
、
本
件
条
例
の
効
力
を
肯
定
し
た
。

　

②　

阿
南
市
事
件

徳
島
県
阿
南
市
の
水
道
水
源
保
護
条
例
は
、
水
質
の
汚
濁
防
止
と
清
浄
な
水
の
確
保
を
目
的
に
掲
げ
て
お
り
、
そ
の
構
造
は
紀
伊

長
島
町
の
水
道
水
源
保
護
条
例
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
阿
南
市
に
お
い
て
も
、
規
制
対
象
事
業
場
の
認
定
の
取
消
し
を
求
め
る
事
業

者
の
訴
え
を
受
け
て
、
廃
棄
物
処
理
法
と
条
例
の
抵
触
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
一
審
の
徳
島
地
裁
判
決
は
、
阿
南
市
の
水
道
水
源
条
例
は
、「
処
理
施
設
に
起
因
す
る
人
の
生
命
又
は
健
康
へ
の
被
害
を
伴
う

お
そ
れ
の
あ
る
水
質
の
汚
濁
を
防
止
す
る
た
め
、
技
術
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
施
設
の
設
置
自
体
を
禁
止
す
る
」
と
い
う

点
に
お
い
て
は
、
廃
棄
物
処
理
法
に
よ
る
規
制
と
目
的
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
続
い
て
、「
都
道
府
県
知
事
と
市
町
村
長
が

同
一
事
項
に
つ
い
て
二
重
に
審
査
を
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
、
申
請
者
に
過
度
の
負
担
を
か
け
る
結
果
と
な
り
相
当
で
は
な
」

（
19
）

（
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）
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く
、
廃
棄
物
処
理
法
が
「
市
町
村
長
と
都
道
府
県
知
事
の
役
割
分
担
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
少
な
く
と
も
産

業
廃
棄
物
の
管
理
型
最
終
処
分
場
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
阿
南
市
の
水
道
水
源
条
例
を
違
法
無
効
と
し
、
し
た
が
っ
て
規

制
対
象
事
業
場
の
認
定
も
違
法
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　

③　

紀
伊
長
島
町
事
件
最
高
裁
判
決

同
種
の
条
例
を
め
ぐ
る
、
紀
伊
長
島
町
事
件
の
名
古
屋
高
裁
と
阿
南
市
事
件
の
徳
島
地
裁
の
判
断
が
分
か
れ
た
の
は
、
一
義
的
に

は
廃
棄
物
処
理
法
と
条
例
の
目
的
の
と
ら
え
方
の
違
い
に
あ
る
。
し
か
し
、
徳
島
公
安
条
例
事
件
の
判
断
基
準
に
よ
れ
ば
、
最
終
的

に
は
地
方
公
共
団
体
が
別
段
の
規
制
を
設
け
る
こ
と
を
法
令
が
容
認
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
り
、
自
主
条
例
の
も
た
ら
す

効
果
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
徳
島
公
安
条
例
事
件
の
判
断
基
準
を
厳
格
に
適
用
し
て
審
査
を
す
る
な
ら
ば
、
法
令
が
市
町

村
に
権
限
を
付
与
し
て
い
な
い
領
域
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
自
主
条
例
に
よ
っ
て
規
制
を
設
け
た
場
合
に
、
当
該
条
例
が
適
法
と
判

断
さ
れ
る
例
は
非
常
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

阿
南
市
事
件
の
徳
島
地
裁
判
決
か
ら
二
年
後
に
出
さ
れ
た
紀
伊
長
島
町
事
件
の
最
高
裁
判
決
で
は
、
本
件
条
例
の
適
法
性
が
争
わ

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
を
示
す
こ
と
な
く
、
本
件
条
例
が
適
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、

規
制
対
象
事
業
場
の
認
定
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
高
裁
が
、
名
古
屋
高
裁
の
判
断
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

た
と
捉
え
る
場
合
に
は
、
徳
島
公
安
条
例
事
件
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
条
例
の
法
令
適
合
性
の
判
断
枠
組
み
は
修
正
さ
れ
た
と
見
る
余

地
が
あ
る
。

地
域
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
み
な
ら
ず
市
町
村
の
担
う
役
割
が
大
き
い
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
市
町
村
の
発
展
に
は
、
自
主
条
例
に
よ
る
政
策
の
展
開
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す

（
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（
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問
題
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
よ
る
調
整
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
市
町
村
が
地
域
住
民
の
保
護
を
含
む
目
的
の
実
現
の
た

め
に
、
法
令
と
は
異
な
る
別
の
目
的
で
設
け
た
自
主
条
例
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
徳
島
公
安
条
例
事
件
の
審
査
基
準
を
緩
和
し
た
形

で
運
用
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

終
わ
り
に

地
方
分
権
改
革
を
通
じ
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
は
協
力
関
係
に
あ
る
こ
と
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
と
自
立
性
が
十
分
に
発

揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
は
、
法
令
の
執
行
の
み
な
ら
ず
、
地
域
住

民
の
意
思
を
背
景
に
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
向
け
た
独
自
の
政
策
の
執
行
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

地
方
自
治
法
の
発
想
が
個
別
法
に
も
反
映
さ
れ
、
そ
し
て
市
町
村
の
住
民
の
意
思
を
汲
ん
だ
行
政
が
さ
ら
に
大
き
な
単
位
で
あ
る

都
道
府
県
、
ひ
い
て
は
国
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
も
、
政
策
主
体
と
し
て
の
市
町
村
と
自
主
条
例
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
判
例
の
動
向
に
注
目
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　

ブ
ラ
イ
ス
（
松
山
武
訳
）『
近
代
民
主
政
治　

第
一
巻
』
一
六
〇
頁
（
岩
波
文
庫
、
一
九
二
九
年
）。

（
2
）　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
（
松
本
礼
二
訳
）『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー　

第
一
巻
（
上
）』
九
七
頁
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
3
）　

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法
』
三
六
七
頁
（
岩
波
書
店
、
第
六
版
、
二
〇
一
五
年
）。

（
4
）　

地
方
分
権
改
革
に
よ
り
、
機
関
委
任
事
務
と
団
体
委
任
事
務
の
概
念
が
失
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
自
治
体
の
制
定
す
る
条
例
は
全
て
自
主
条
例
と
す

べ
き
と
の
指
摘
も
あ
る
。
大
濱
啓
吉
『
行
政
法
総
論
』
一
三
二
頁
（
岩
波
書
店
、
第
三
版
、
二
〇
一
二
年
）。
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（
5
）　

地
方
分
権
と
条
例
制
定
権
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
に
、
北
村
喜
宣
『
分
権
改
革
と
条
例
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

（
6
）　

塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
』
一
八
九
頁
（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
地
域
の
自
主
性
の
理
念
か
ら
は
、
通
常
の
法
律
と
政
省
令
と
の
関

係
よ
り
も
、
委
任
条
例
の
適
法
性
審
査
の
基
準
は
緩
い
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
7
）　

最
大
判
昭
和
五
〇
年
九
月
一
〇
日
刑
集
二
九
巻
八
号
四
八
九
頁
。

（
8
）　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
風
営
法
）
も
、
風
俗
営
業
の
営
業
許
可
に
つ
い
て
の
規
制
権
限
を
都
道
府
県
の
み

に
付
与
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
市
町
村
が
条
例
に
よ
り
独
自
の
規
制
を
設
け
た
ケ
ー
ス
が
争
わ
れ
て
き
て
い
る
。

（
9
）　

廃
棄
物
処
理
法
に
よ
る
規
制
と
条
例
制
定
権
の
限
界
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
小
林
正
「
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
と
条
例
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
二
〇

〇
六
年
四
月
号
三
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）、
参
照
。

（
10
）　

建
築
基
準
法
六
条
の
二
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
ま
た
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
者
（
指
定
確
認
検
査
機
関
）
も
、
建
築
確
認
の
業
務
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
民
間
の
指
定
機
関
に
よ
る
建
築
確
認
の
存
在
は
、
行
政
に
よ
る
裁
量
の
余
地
を
否
定
す
る
根
拠
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。

（
11
）　

行
政
指
導
に
は
、
一
般
に
処
分
性
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
取
消
訴
訟
を
提
起
し
て
も
却
下
と
な
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。
二
〇
〇
四
年
の
行
政

事
件
訴
訟
法
改
正
後
は
、
同
法
四
条
の
実
質
的
当
事
者
訴
訟
の
積
極
的
な
活
用
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
日
で
は
確
認
訴
訟
に
よ
る
救
済

の
余
地
が
あ
る
。

（
12
）　

一
連
の
武
蔵
野
市
マ
ン
シ
ョ
ン
事
件
の
詳
細
と
本
件
指
導
要
綱
に
つ
い
て
、
角
松
生
史
「
宅
地
開
発
等
指
導
要
綱
の
歴
史
と
現
在
─
武
蔵
野
マ
ン

シ
ョ
ン
事
件
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
号
三
六
頁
以
下
（
二
〇
一
二
年
）。

（
13
）　

最
一
小
判
平
成
五
年
二
月
一
八
日
民
集
四
七
巻
二
号
五
七
四
頁
。
最
高
裁
は
、
指
導
要
綱
の
遵
守
を
担
保
さ
せ
る
た
め
の
圧
力
手
段
と
し
て
な
さ

れ
た
給
水
拒
否
が
争
わ
れ
た
最
二
小
決
平
成
元
年
一
一
月
八
日
裁
判
集
刑
二
五
三
号
三
九
九
頁
に
お
い
て
、
本
件
の
事
実
関
係
に
お
け
る
給
水
拒
否

に
、
水
道
法
一
五
条
一
項
の
「
正
当
の
理
由
」
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

（
14
）　

角
松
・
前
掲
注
（
12
）
四
四

－

四
五
頁
。

（
15
）　

水
道
水
源
保
護
条
例
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
内
藤
悟
「
水
道
水
源
保
護
条
例
に
関
す
る
一
考
察
」
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・

ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
号
二
〇
五
頁
以
下
（
一
九
九
六
年
）、
参
照
。

（
16
）　
「
正
当
の
理
由
」
を
め
ぐ
る
学
説
の
整
理
に
つ
い
て
、
藤
原
静
雄
「
将
来
の
水
不
足
を
理
由
と
す
る
給
水
拒
否
の
正
当
性
─
福
岡
県
志
免
町
給
水
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拒
否
訴
訟
上
告
審
判
決
」
法
学
教
室
二
二
八
号
一
二
八
頁
以
下
、
一
二
九
頁
（
一
九
九
九
年
）。

（
17
）　

最
一
小
判
平
成
一
一
年
一
月
二
一
日
民
集
五
三
巻
一
号
一
三
頁
。

（
18
）　

藤
原
・
前
傾
注
⒃
一
二
九
頁
。

（
19
）　

名
古
屋
高
判
平
成
一
二
年
二
月
二
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六
一
号
一
七
八
頁
。

（
20
）　

徳
島
地
判
平
成
一
四
年
九
月
一
三
日
判
例
地
方
自
治
二
四
〇
号
六
四
頁
。
控
訴
審
の
高
松
高
判
平
成
一
八
年
一
月
三
〇
日
判
例
時
報
一
九
三
七
号

七
四
頁
は
、
紀
伊
長
島
町
事
件
の
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
て
同
様
の
判
断
を
し
た
。
本
件
は
、
上
告
棄
却
・
上
告
不
受
理
と
な
っ
て
終
結
し
た
。

（
21
）　

最
二
小
判
平
成
一
六
年
一
二
月
二
四
日
民
集
五
八
巻
九
号
二
五
三
六
頁
。

（
22
）　

最
高
裁
は
、
町
が
新
た
に
水
道
水
源
保
護
条
例
を
制
定
し
て
規
制
対
象
事
業
場
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
事
業
者
と
十
分
な
協
議
を

尽
く
し
、
予
定
取
水
量
を
適
正
な
も
の
に
改
め
る
よ
う
適
切
な
指
導
を
し
て
、
事
業
者
の
地
位
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
義

務
が
あ
る
と
判
示
し
た
。

（
23
）　

下
井
康
史
「
三
重
県
紀
伊
長
島
町
水
道
水
源
保
護
条
例
事
件
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
─
条
例
の
適
法
性
判
断
基
準
と
自
治
体
の
行
政
指
導
義
務

─
」
地
方
自
治
職
員
研
修
三
八
巻
五
号
二
〇
頁
以
下
、
二
一
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
は
、
地
方
分
権
改
革
を
踏
ま
え
た
判
例
変
更
と
し
て
高
く
評
価
し

た
い
が
、
重
要
な
判
例
変
更
が
黙
示
的
に
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
指
摘
す
る
。

（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）
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