
凸
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警
察
の

行
政
管
理

と

連
螢
管
･

理

棲
■

治

基

本
的
人
権
を

尊
重

す
る

新
憲
法

に

忠

い

て
､

行
政

層
た

か

ん

ず
く

警
察

権
の

蓉
動
は

法

律
の

根
懐
を

要
す
る

p
み

在
ら

ず
､

そ

の

裁

量
が

拘
束
さ

れ
､

昇
に

そ

の

違
法
た

行
使
に

封
し
て

廉
く

訴
訟

上
の

救

韓
が

輿
え

ら

れ

る

こ

と
は

い

う
ま

で

も

た

い
｡

又

公

安
委

貞
合
の

組
紋
に

お

い

て
､

警
察
法

は
イ

ギ
リ

ス

及

び
ア

メ

リ

カ

の

行
数

要
点
合
.

(

p
■
ぎ

i

已

賢
P
t
i

く
2

0

0

m

邑
邑
O

n

ヲ
0

1

廿
O

P

a
∽

)

制
を

採
用

し
､

そ
の

地

方
分
檀
と

組
織
の

民
主

化

は

礎
衆
の

行
政

組

織
法
に

重

大

な

攣
革
を

も
■た
ヰ

し

た
｡

こ

の

意

味
で

最
近

に

お

け

る

警
察
法
の

特
色
は

､

憲
法

畢
及
び

行
政

法

単
に

と
一

つ

て

中
心

的
な

課

題
と
い

う

と
.

と

が

で

き

る
｡

私
は

香
憲
法
の

下
に

お
.
け
る

警
察
と

そ

の

↑

イ

ッ

∴

フ

ヲ

ン

ス

型
の

特
色
に

つ
､

い

七
､

多

く
の

横
合
に

論
じ

荒
ら
(

軌

㌔

霊
+

覿
由

)

､

偉

兢
的
な

警
察
の

墓
に

ふ

れ

る

こ

ヰ

ー

は

や

め
､

こ

こ

で

は

主

と

し
て

わ

が

新
憲
法
及
び

昭
和
二

二

年
法
律
第
+

九

六

祝

す
た

わ

ち

警
察
法
に

つ

い

て
､

問
題
の

所

在

を

指
摘
し

併
せ
て

卑
見
を

述
べ

る

と

と
に

す
る

｡

約
八
ケ

月
に

わ

た

る

講
義
の

飴
仮

に

文

部
省
切

科

畢
研

究
費
に

よ

る

資
鰻
調
査

と
､

最

高
裁
判
所

■

及

び

国
家
地

方

警
察
の

好
意
に

よ

る

資
料
は

､

私
に

多
く
の

新
た

問
題
を

意

放
せ

■
し

め

た
の

で

か
つ

て
､

と

れ

に

つ

い

て

ゐ

断
片

的
な

意

.

見
は

別
の

警
に

ふ

れ

た

が
(

譜
紬
礪

諾
軒

窮
甑

撃

層
溜

に

芸
の

罵
与
る

と

言
が

少

長
い

か

ら
､

慧
て

私
の

主

畑

督
寮
の

行
政

管
理

と

道
管

管
理

_
チ
ノ
ン‾
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張
を

明

か

に

し

た
い

の

で

あ

る
｡

な

お

警
察
の

行

数

管
理

(

邑
m

-

2 ･

s
t

邑
i

く
①

C

昌
t

邑
)

と
は

､

警
察
職
員
の

人
事

及

び

警
察
の

粗
放
並

び

に

漁
算
に

関
す
る

一

切
の

事
項
に

係
る

も
の

で
､

要
す
る

に

警
察
組
椒
法

的
性
質
を

も

ち
､

造
営

管
理

(

O

p
2
】

鼓
○

邑
c

O

旨
○
-

)

と
は

､

公

共
の

秩
序
の

維
持

･

生

命
及

び

財
産
の

保

撃
犯

罪
の

琢

防
及

び

薪

腰
･

犯

罪
の

捜
査

及
び

被
疑

者
の

逮
捕

･

交
通
の

取

締
の

よ

う

た
､

人
民
に

封

し

て

警
察

権
を

蟄
動
す
･
る

作
用
法

的
性
質
を

も
つ

｡

い

ず
れ
も

公

安
委
貞
脅
の

権
限
に

つ

い
.

て
､

警
察
法

(

紅
)

が

認
め
た

区

別
で

あ

る

が
､

警
察
法

そ

の

も
の

が

主

と
し

て

粗

放
法
に

属
し

､

作
用

法

的
に

は

都
道
府
願
知

事
が

行
う

衛
生

警

琴
海
上

保

安
廉
の

権
限

､

滑

防
､

′
各
種
の

控

帝
警
察
は

､

公

安
委
貞
合
の

権
限
に

廃
す
る

作
用
と

共
通

た

性
質
が

あ
る
｡

田

中
二

郎

教
技
は

､

専
ら

警
察
法
が

規
定
す
る

公

安
委

貞
禽

の

権
限
を

､

算
定
法
上

の

警
察
の

観
念
と
い

い
､

こ

の

中

か

ら

司

法

警
察
を

除
き

知

事
の

衛
生

警
察

等
を

加
え

た
も

の

を
､

拳
間
上
の

警

察
の

観
念
と
い

わ

れ
る

が
(

斯

謂
鵬

讃
㌫
欄
)

､

私

は
､

前
者
が

法

令
の

輿
え

た

定

義
で

あ
る

と

同

時
に

､

組
織
法

的
な

特
色
を

も
つ

こ

と

●

か

ら
､

こ

れ

を

形

式
的
意

義
の

警
察
と
い

い
､

後
者
が

作
肝
法

的
滋

特
色
を

も
つ

こ

と
か

ら
､

こ

れ

を

資
質
的
意

義
の

警
察
と
い

う
の

七

通
常
と

考
え

る
(

酢
蛸

室
｡

な

お

司
法

警
察
は

従
爽
は

賢
質
的
意

義
の

警
察
か

ら

区

別
さ

れ

て

い

た

が
､

新
憲
法
で

ほ

警
察
強

制
が

司
法

官
意
の

令
状
を

要
し

､

張

制
執
行
の

場

合
で

も

代

執
行
の

ほ

か

は

行
敦

犯

と

し

て

取

締
る

こ

と
が

多

く
､

更
に

司
法

警

琴
に

関

す
る

刑

事

部
の

分
掌
事
務

と

行
政

警
察
に

関

す
る

警
備
部
の

分
掌
事
務
の

関
係
で

明
か

た

よ

う

に
(

鯛
臓

器
雌

議
僻
)

､

司

法

警
察
を

厳
格
に

罷

別

す
る

こ

と

は

困

難
で

あ

る
｡

新
憲
法
に

お

け

る

司

法
が

行
敦

事

件
の

裁
列
を

含
む

も
の

と

解
さ

れ

る

よ

う
に

､

行
敦

と

司

法
の

分
立

は

善
意
法

に

比

し

て

明

瞭
で

は

た

い

の

で

あ

る
｡
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二

ま

ず
警
察
組

織
に

関

す
る

立

法
の

形

式
を

み

ょ

う
｡

国
家
地

方
警
察
に

つ

い

て

は

法

律
を

要

す
る

の

で

あ
▲っ

て
､

人
事
に

は

国
家
公

務

員
法

･

警
察
法

が

あ
り

､

殊
に

給
輿
に

は
､

政

府
職
員
の

新
給
輿

資
施
の

法

律
の

委
任
に

よ

を

政

令
(

謂
表
年
)

が

あ
り

､

又

組

級
に

は

国

家
行
政

組
緻
法

及

び

警
察
法

が

適
用
さ

れ

る
｡

こ

れ

に

反
し

て

自
治

濃
警
察
に

つ

い

て

は
､

警
察
法

は

原
則
と

し

て

市
町

村
條
例
に

包
括

的
に

委
任
し

て

い

る

か

ら
､

大

阪
市
警
祓
應
設

置

等
に

関
す
る

條
例

･

神

戸
市

警
察
基

本
保
例
の

よ

う

な

い

わ

ゆ
る

基

本
條
例
で
､

警
察

､
本
部
の

名

稀
と

組
織

･

警
察
署
の

位
.
置

名
稀
と

管
轄
置

琴
･

警
察
職
員
の

任

免
･

服
務

等
を

定
め

､

別
に

職
員
の

定
員
及

び

給
輿
に

つ
.

い

て

傑
例
を

定
め

る

の

を

常
と
し

て

い

る
｡

蓋
し

ア

メ

リ

カ

の

警
察
は

各
州
の

権
能
で

あ
つ

て

連
邦
憲
法
は

こ

れ

を

連
邦
に

認
め

ず
､

.
わ
が

警
察
法

も

地

方
委
譲
に

よ

り

市
町

村
警
察
を

原
則
と

す
る

か

ら
､

法

律
は

自
治

饅
警
察
に

つ

い

て

最
少

限

度
の

規
定
を

設

け
る

に

過

ぎ
た

い

の

で

あ

る
｡

け

れ

ど

も
こ

れ
ら

の

法

律
又

は

保
例
は

原

肝
弥
な

規
定
を

設

け
る

に

止

ま

り
､

詳
細
は

行
敦

管
理

を

掌
る

国
家
公

安
委

貞
倉
又

は

市
町

-
ノ

/

村
公

安
委

貞
合
が

定
め

る

警
察
基

本
規
簸
で

明

か

に

さ

れ

る
｡

と
こ

ろ

で

囲
豪
公

安

垂
員
禽
は

規

則
を

制
定
で

き

る

が
､

規
則
に

は

法

律

の

委

任
が

た

け

れ

ば
､

蓑
務
を

課
し

若
し

く
は

国
民
の

権
利
を

制
限
す
る

規
定
を

設

け

る

こ

と
が

で

き

た

い

か

ら
(

慧
謡
軍

警
察
基

本

規
程
ほ

警
察
法
の

委

任

命
令
で

た

け

れ

ば
､

単
純
た

行

政

命
令

(

く
e

→

弓
巴

ど
n

慧
く

寛
O

a
ロ
白
日
粥
)

に

過

ぎ

た

い

こ

と
に

な

る
｡

市
町

村

の

瞥
寮
基

本
規
程
に

つ

い

て

は
､

形

式
も

一

定
せ

ず
､

甲
府
市
の

よ

う
に

公

安
委
員
舎
訓

令
の

形

式
に

よ

る

も
の

も

あ
る

が
■l

､

通

常
は

訓

-

〔

ソ

5 1

令
と

直

別
し

た

公

安
委
月
食
規
程
の

形

式
を

用
い

る
｡

い

ず
れ

に

t

て

も
い

わ

ゆ
る

法

律
の

支

配

(

邑
①

｡

=
芸

)

が

市
町

村
に

お

い

ぉ

瞥

寮
の

行

政

管
理

と

蓮

替
管

理

)

､r

..

｢

ネ

ノ

√

､
し
臣
尖

㌢
レ

賢
い

こ

仙
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淡

≠

て

認
め
ら

れ
る

と

す
れ

ぼ
､

月
給

饅
警
察
の

基

本
規
程
も

ま
た

條
例
の

重
任
命

令
で

あ

る

か
､

或
は

行
数

命
令
に

過

ぎ

な

い

は

ず
で

あ

る
｡

然
る

に

法

律
又

は

條
例
に

は

委

任
の

根
墟
上
た

る

規
程
が

頂

く
､

従
つ

て

施
行
細
則
と
し

て

行
政

命
令
と

解
す
べ

き

漑

拘
わ

ら

ず
､

後
述

の

よ

う
に

基
本
規
程
の

中

に

は

法

律
(

約
紗

那
と

)

■
を

欒
更

す
る

條
項
が

含
ま

れ

る

の

で

あ
つ

て
､

と

の

ナ

言
は

行
教

委

月
食
が

も
つ

準
立

法

的
権
限
(

宅
P

㌢
e

呵

邑

邑
諾

2

邑
i

｡

已
の

一

種

と

考
え

ら

れ
る

｡

準
立

法

的
腰
限
は

園
舎
が

行
故
の

賓
務
に

つ

い

て

専
門

的
知

識
を

炊

く

た

め

に

や

む
を

得
た

い

必

要
に

よ

る

も
の

で
､

本
来

は

裁
量
権
を

伴
わ

な
い

執
行
命
令
の

性

質
を

も
つ

も
の

に

限
る

が
､

準
立

法

的

権
限
か

又

は

眞
正
の

立

法

権
の

付
輿
で

あ
つ

て

意
法

違
反

と
た

る

か

は
､

司
法

的
審
査

に

よ

つ

て

左
右
さ

れ

る

も
の

で
､

■
驚
際
に

は

必

ず

し

も

明
か

た

区

別
で

は

な

い
(

顎
叩

｡

鍔
㌔

招

請
締
串

婚
約
班
紺

指
.

茫
弱
和

讃
)

｡

(

1
)

国
家
地

方

賢
察
基

本
規
程
に

つ

い

て

は
､

囲
瞥
本
部
及
び

管
区

本
部
が

警
察
の

道
営
管
理
■
に

つ

い

て
.
権
限
を

も
つ

か

香
か

が

問

題
と
な

る
｡

警
察
法
で

は
､

国
家
地

方
警
察
の

行
数

管
理

は

国
家
公

安
委

月
食
が

こ

れ

を

掌
り

､

蓮

螢

管
理

は

犯

罪

鑑

識
と

犯

罪

統
計

･

卓3 ∂

′

国
家
非
常
事

態
の

た

め
の

競
合
計

量
･

皇
宮
警
察

･

園
舎
専
の

警
備
の

ほ

か

は

都
道
府
願
公

安
秦
貞
魯
が
ナ
+

れ

を

行

う
こ

と
が

明
か

で

あ

る

が
(

伽

嘩

ヾ

基

本
規
程
で

は

必

ず
し

も

そ

う
で

た

ぃ
｡

囲
瞥
ネ
部
長
官
は

国
家
地

方

警
察
の

執
行
の

長
で

あ
つ

て
､

国
家
地

方

警
察
の

職
務
の

遽

行
に

つ

き

堅
家

公

安
委

貞
合
に

勤

し

て

卦
任
を

負
い
■(

賢
又

国
家
地

方

警
察
の

各
部
署

を

し
て

自
治

髄
警
察
並

び
に

法

律
の

執

行
に

つ
■
い

て

職
務
上

開
係
あ

る

国
家

･

都
道
府
願
及

び

市
町

村
の

磯
開
と

緊
密
た

協
力

及

び

調
整

を

保

持
せ

し

め

た

け

れ
ば

た

ら

ぬ
(

猷

Y

こ

れ

ら
の

権
限
が

都
道
府
願
の

警
察
隊
を

含
み

､

蓮
螢
管
理
に

わ

た

る

の

は

明

か

で

あ

る
｡

固
響
本
部
及

び

管
底

本
部
は

国
表
公

安

委

月

食
皿

事
務

部
見
で

あ

る

か

ち
､

こ

れ

ら

が

道

営
管
理
に

つ

い

て

指
揮
監

督
権
を

も
つ

と

す
れ

ば
､

国
家
公
安
委

月
食
の

所

掌
事

務
が

横
充

さ

れ

る

結
果
を

生

ず
る

｡

又

本
来

行
政

管

琴
に

琴
ら

る
べ

き

圃
警
本
部
及

び

管
区

本
部
の

部
課
が

､

道

営

管
理
に

潜
る

べ

き

都
道
府

類
本

ト
ー

屯

】

卜

し

一



/

､

.
I

T
､
嶺

部
の

部
課
と

原

則
と
し

て

同

株
で

あ
る

こ

と
も
(

諾
相

謡
)

､

本
部
に

蓬

螢
管
理
の

檻
限
を

認
め

る

も
の

で

あ
つ

て
､

例
え

ば
､

刑

事

部
で

は

犯

罪
め

濠

防
及

び

捜
査

･

風
俗
取

締
･

質
屋

古
物

商
の

取

締
･

銃
砲
等
の

取

締
を

行
い

､

警
備
部
で

は

外

国
人
登
録
令

達
反
の

捜
査

･

道
路

交
通
の

取

締

等
を

行
う

む
の

せ

定
め

ら

れ

る
｡

■こ
の

よ

う

た

囲

警
本

部
及

び

管
区

本
部
の

権
限
に

つ

い

て
､

二

の

解
繹
が

考
え

ら

れ

る
｡

第
一

は
､

地

方
分
権
を

強

調
す
る

警
察
法
の

原
則
ほ

､

基

本
規
程
に

お

い

て

も

厳
守
さ

る
べ

き

も
■

の

と

す
る

解
繹
■で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

れ

ば
､

恰
か

も

地

方
自
治

應
が

囲
と

地

方

公

共

園
饅
の

連
絡
及

び

地

方

公

共
園

髄
相

互

間
の

連
絡
協
調
を

園
る

任

務

を

も
つ

に

拘
わ

ら

ず
､

地

方
公

共
圏

虚
を

指
韓
監

督
す
る

権
限
が

た

い

切

と

同

様
に

､

造
営

菅

野
に

関
す
る

国

賓
本
部
及

■
び

奮
院

本
部
の

訓

令
ほ

都
道
府
願

誓
察

除
を

拘
束
し

な
い
｡

い

い

か

え

れ

ば

警
察
隊
長
は

こ

れ

ら

の

訓

令
に

蓬
坂
し
て

も
､

慾
或
責
任
を

負
わ

な

い

こ

と
に

な

る
｡

又

固
警
本
部

と

管
笹

本
部
に

は

警
察
官
を

置
く
が
(

傭

謹

告
､

′

国
家
地

方
警
察
が

職
権
を

行
う

こ

と
が

で

き

る

の

は
､

.
都
道
府
願
国
家
地

方

警
察
の

僧

轄

直
域
及
び

そ

の

琴
界

外

書
束
以

内
の

事
件

に

限
ら

れ

湧
が

原
渦
で

あ

計
ら
(

諾
)

､

孟
ら
の

瞥

舞
官

は

恰
か

も

都
道
府
願
誓
察

陰
に

廃
す
る

警
察
官
の

よ

う

に
､

い

ず
れ
か

の

警
察
隊
長
の

指
揮
監

督
を

受
け

た

け

れ

ば

職
務

執

行
法
に

よ

る

警
察
権
の

行
使
が

で

き

た

い

の

は
い

う

ま
で

も
潅

い
｡

い

い

か

え

れ

ば
､

国
警
本
部
と

菅
尾

本
部
の

警
察
官
は

､

雷
然
に

は

職
権
を

行
使
で

き

な
い

か

ら
､

単
純
た

事
務
官
を

以
て

足
り

る

無
意
味
な

存
在
で

あ

る
｡

第
二

は
､

困
の

行
政

棟
閲
が

内

閣
の

凍
結
の

下
に

相

互
の

連
絡
を

圏
り

､

す
べ

て
一

建
と

し
て

行
政

棟
静
を

蓉
拝
す
る
､

こ

と

を

要
求

す

る
､

由
義

行
改

組
紋
法
(

鮎
)

の

原
則
が

､

警
察
法
に

お

い

て

も

維
持
さ

る

べ

き

も
の

と

す
る

解
樺
で

あ

る
｡

行

政
の

一

層
性
に

つ

い
･

て
､

は

人
事
院

･

合
計

検
査

院
の

よ

う

た

例
外

が

あ

る

が
､

国
家
公

安
委
貞
愈
は

絶
理

敵
の

外

局
と

し

て

国
家

行
政

組
織
酪
の

適
用
を

受
け

､

又

立ご貯
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都
道
府
麒
公

安
委

良
禽
は

囲
の

機
関
と
し

て

囲
の

警
察
事
務
を

行
う
の

で

あ

る

か

ら
､

邁
螢

管
理
に

つ

い

て

も
､

園
警
本
部
及
び

管
苗

本

部
が

一

般
的
基

準
に

つ

い

て

警
察
長
を

指
揮
監

督
で

計

る

も
の

と

解
す
る

｡

例
え

ば
､

拳

銃
等
の

取

扱
に

関
す
る

国
家

公

凄
委

員
合
規
則

は

統
計

及

び

鑑

識
に

関
す
る

も

の

で
､

警
察
瀧
の

明

文

に

根
接
が

あ
る

が
(

鰍
｡

)

､

拳
銃
の

使
用

及
び

取

扱
に

関
す
る

本
部
長
官
訓

令
は

､

武
器
の

使
用

(

譜
鴛
鮒
激
)

を

制
限
し

､

多

数
の

警
察
官
が

一

層
と
し

て

行
動
す
る

場
合
に

は

拳
銃
の

使

用
は

指
揮
者
の

命
令
あ

る

と

き

に

限
る

も
の

と

し
､

又

威
嚇
射
撃

等
を

禁
止

す
る

も
の

で
､

遥
螢

管
理
に

関
す
る

｡

又

圏
饅

等
規
正

令
に

関
す
る

困
瞥
本
部
の

通

牒
に

よ

れ

ぼ
､

違
反
の

虞
あ

る

圏
髄
に

封
し

て

警
察
が

自
ら

革
不

･

解
散

･

指
導
等
を

行
う
べ

き

も
の

で

な

く
､

又

違
反

事
賓
が

明

瞭
で

あ
つ

て

検

挙
を

相

首
L

認
め

る

と

き

ほ
､

検
察
廃
そ

の

他
と

連
絡
の

上
､

令
状
に

よ

つ

て

魔
理

す
べ

き

も
の

と

す
る

｡

こ

れ

は

犯

罪
の

濠
防
及

び

制

止

に

隣
す
る

職
権
の

行

使
(

譜
甑

議
密

)

を

制
限
し

た

も
の

で
､

連
螢
管
理

の

訓

令
で

あ

る
｡

従
つ

て

都
道
麻
原
警
察
隊
に

よ

る

警
察
権
の

行
使
に

勤
し

て

牡
､

都
道
府
願
公

安
委

貞
合
に

よ

る

造

営
管
理

と

園
警
本
部
等
の

指
揮
監

督
が

競
合
す
る

こ

と
が

生

ず
る

が
､

こ

の

よ

う

た

監

督
権
の

競
合
は

､

内

閣
絶
理

大
臣

及
び

都
道
府
願
知

事
が

行
う

監

督
に

つ

い

て

も

例
が

あ

る
(

鯛

譜
設
謂
㌫

條
)

｡

元

素
､

国
家
地

方

警
察
に

お

い

て

行
数

管
理

と
運

営
管
理

を

厳
格
に

分
離
す
る

こ

と
は

､

性

質
上

不

可

能
で

あ
る

｡

上

述
の

よ

う

に

地

方
自
治
廉
と
地

方

公

共
国

鰹
の

関
係
を

類
推
す
る

こ

と

は

誤
で

あ
つ

て
､

都
道
府
願
公

安

委
貞
合
切

事
務
ほ

自
治

懐
と
し

て

の

警
.

察
で

な

く
､

一

種
の

横
国
委
任

事
務

と

解
す
べ

き

だ

か

ら

で

あ

る
｡

た

だ

合
議
機
関
は

性

質
上

権
限
の

攣
且

が

あ

る

か

ら
､

都
道
府
願
公

安
委

月

食
が

警
察
虔
分
を

行
う
こ

と
に

ウ

い

て
､

園
警
本
部
が

訓

令
を

敬
す
る

こ

と
は

許
さ

れ

な
い

｡

従
つ

て

例
え

ば
､

集
合

及
び

菜
園

行
進

等

を

雷
分
の

間
禁
止

す
べ

き
.

こ

と
の

訓

令
は

､

直
接
に

都
道
府

願
公

安
委

月
食
の

権
限
を

拘
束
す
る

意

味
を

も
■
つ

が

ら
､

連
合
国
切

管
理
に

‥

基

ず
か

早
い

限
り

､

警
察
法

蓬
反
で

無
数
で

あ

る
｡

な

お

ア

メ

リ

カ

に

お

け

る

行

政

委

月
食
は

､

各
州

に

お

い

て

も

鹿

扁
な

階
序
を

構

4 3 β
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成
せ

ず
､

個
々

の

具

鰻
的
必

要

に

ょ

つ

て

設

麿
さ

れ

た

も
の

で

あ

る

が
､

最
近

は

共
通

室
斗
法

に

吉
ソ

統
一

的
た

行
改

組

績
を

賓
現

す
る

傾

向
に

あ

り
､

わ

が

国
の

行
教

組
織
を

相
互

に

連
絡
た

き

都
道
府
顆
の

機
関
に

分
立
せ

し

む
る

こ

と
に

つ

い

て
､

ア

メ

リ

カ

の

州
の

行
政

組
織
を

棍
墟
と

す
る

こ

と

は

理

由

が

な
い

｡

･
(

2
)

自
治

饅
警
察
の

基

本

規
程

に

つ

い

て

は
､

市
町

村
公

安

委

貞
合
の

権
限
を

包

括
的
に

市
町

村
警
察
長
を

し

て

行
わ

せ

る

こ

と
が

で

き

る

か

香
か

が

問
題
と

年
る

｡

こ

の

こ

と

は
､

和

宏

琶
は

都
道
府
願
公

安
委
貞
合
と

警
察
隊
長
の

関
係
で

も

考
え

ら

れ

る

が
､

国
警
の

基

本
規
穣
が

警
察
法
の

規
定
に

息

資
で

あ
つ

て
､

こ

の

間
題
が

専
ら

法
令
の

解
構
文

は

適
用
の

上
で

論
ぜ

ら

れ

る

の

年
反
し

て
､

自
治

饅

警
察
に

お

い

て

は
､

そ

の

モ

デ

ル

と

な

つ

た

響

最
盛
案
及
び

大

阪

市
警
硯
廃
案
ぶ

い

ず
れ

も

警
察
長
に

包

括
的
な

権
能
を

認
め

る

結
果

､

警
察
長
の

地

位
に

関
す
る

警
察
法
の

規
定
及

び

公

安
委
月
食
の

権
限
を

定
め

る

各
種
の

警
察
作
用
法
の

規

定
に

違
反

す
巧

疑
が

生

ず
る
｡

ま

ず
大

阪

市

警
税
應
基

本
規
程
に

ょ

れ

ぼ
､

公

安
委

貞
合
が

そ

の

確
立

す
る

管
理
の

方

針
に

従
つ

て
､

警
視
漁
監
を

し

て

警
視

廉
の

管

理
を

行
わ

せ

る

の

で

あ
つ

て
(

ニ

轡
､

警
視
総
監
は

､

公
の

問
題
文

笹
公
の

事

項
若
し

く

は

塵
理

上
の

重

大

な

決

定
に

つ

､い

て

助
言
を

必

要

と

す
る

と

き

は
､

公

安
委

貞
禽
と

協
議
が
.で

き

る

も
の

と

定
め

る
(

胃

羊
こ

で

は

公

安
委
貞
魯
の

行
う
べ

き

行
政

虞
分
が

す
べ

て

警
察

●

･

長
の

権
限
と

な

り
､

む

し

ろ

公

安
委
員
舎
が

警
察
長
の

諮
問
磯
開
の

至
ノ

に

み

え

る
｡

け

れ

ど

も

警
察
法
の

施
行
に

伴
う

関
係
法

律
の

整

理

に

関
す
る

法

律
(

宗
一

一
一

蒜
)

に

よ

れ

ぼ
､

公

安
委
月
食
と

警
察
署
長
の

み

が

従
来
の

警
察
官

廉
の

権
限
を

行
う

も
の

と
さ

れ
､

例
外

的
に

古
物
営
業
法
.

及
び

質
屋
営
業
法

が

ぞ

う

物
の

晶
解
を

聾
す
･
る
(

飽

鴫
行

)

権
限
を

警
寮
長
に

輿
え

る

に

止

ま

る
｡

い

い

か

え

れ

ぼ

警
察
長
は

補

助
機
関
又

は

執

行
機
関
で

あ
つ

て
､

行
政

魔
の

性
質
を

も
つ

こ

と
は

警
察
の

民

事
化

に

反
し

､

警
察
署
長
も

ま

た

公

安
委

貞
合
の

下

級
應

5 5

と
し

て

比

較
的
に

軽
倣
な

権
限
を

も
つ

に

過

ぎ

た

い

と

解
さ

れ

る
｡

こ

れ

に

封
し

て
､

萬
二

に
､

基

本
規
程
ほ

性

質
上

内

部
的
た

訓

令
で

警

察
の

行
政

管
理

と

遵

替

管
理

､

∩
り
レ3

′

4

て
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あ

る

か

ゃ
法

律
が

雷
る

公

安
委

暑
の

植

警
動
か

す
も
の

で

は

な

く
､

警

諾
監

竺
れ

に

よ

つ

て

公

安
委

暑
か

ら

代

理

権
を

胡

輿
え

ら

れ

る

に

過

ぎ
た
い

と

解
す
る

詮
が

雪
｡

け

れ

ど

鼻
権
代

諾
､

公

安

葺
曾

に

包

括
的
に

認
め

ら

れ
る

権
限
の

一

部
に

つ

い

4

て

の

み

許
さ

れ

る
の

で

雪
て

､

権
限
の

全

部
に

つ

い

て

成

掌
る

の

は

改
定
代

理
に

警
｡

磐

三
に

､

公

安

責
曾

は

管
理
の

方
針
を

･

確
立

す
る

か

ら
､

霊
廟
の

性
質
を

失
わ

な
い

与
る

詮

毒
え
ら

れ

る
｡

け

れ

ど

碁
理
の

方
針
の

確
立

が

異

質
羞
分
の

賃
を

･

含
む

毒
す
る

の

は

靂
で

雪
て

､

各
安

委

書
は

警
察
長
の

任
免

権
の

ほ

か
一

般

的

露
窒
督

警
留
保

す

る

に

過

ぎ

な
い

｡

衆
に

警
視

空
木
規
程

に

克
ぼ

､

公

安
委

暑
が

そ

蒜
立

す
る

管
理
の

方

針
に

従
つ

て
､

瞥

諾
監
に

す
べ

て

管

警
■
委

任

す
る

も
の

と

し
､

た

だ

條
例
纂

･

規
則
案
の

作
成

､

重
要

暑
規
程

･

同

票
の

制
定

､

葦
実
の

策
定

､

訴

夏
び

訴
願
に

関
す
る

事
項

に

つ

い

て

は
､

警
儲
監

が

公

安

貢
倉
の

承

警
経

誇
れ

ぼ

至
な
い

と

定
め

る
(

如
)

｡

け
れ

ど

も

管
理
の

樽
限
を

芸
的
若
し

く

は

原

則

的
に

警
察
長
に

委

任

す
る

こ

と
が

警
察
法

違
反

す
る

言
は

､

上

述
の

通
り

で

あ
つ

て
､

地

雷
治

療
の

農
高
層
で

あ

る

(

謂

竪
琴

芸
こ

の

基

本
規

程
は

列
記

事
項

に

つ

い

て
､

妄
言
倉
に

議
決

墳
開
の

地

位
を

警
空

】

と
に

筐
が

雪
｡

竺
に

､

條
例
及
び

葦
の

業
種

芸
安
委

暮
に

た
い

か

ら
､

警
察
長
が

傑

例
の

起

案
叉

纂
羞
費
要

墓
の

作
成
を

行
い

､

婁
委

暑
が

歪
樺
を

留
保

す
る

に

止
め

る

か
､

文

芸
安
委

暑
が

自
ら

行
う

か

は
､

行

量
的

芸
量
ず
る

に

讐
な
い

｡

警

察
基

本
傑
例
案
及
び

誓
管

語

学
る

條
例
案
の

作
成
に

つ

い

て

は
､

公
安

貢
禽

宗
町

村
長
の

賓
に

関
す
る

議
決

諾
の

性
質

を

も
つ

≠
､

国

賓
安

葺
合
が

歳
入

雷
等
の

見
積
に

つ

き

内

閣
又

笑
戒
大
臣
に

対
し

て

礪

霊
地

位
が

た
い

の

と

同

様
に

(

諾
鶴

憾
)

､

市
町

村

釜
葺
合

違
算
の

編
成
及

び

票
に

つ

い

て

警
委

暑
の

よ

う
た

碗

蓋
諾

撃
な

く
､

警
察

讐
の

給
輿
､に

関
す

る

條
例
の

ヰ
っ

に
､

直
接
隷
算
に

影
響
す
る

條
例
の

尊
案
も

同

様
で

あ
る

｡

.

.｢

山

も

＼

▼
こ

L

巨
声



孝
一

に
､

規
則
案
の

作
成
は

公

安
委
貞
禽
委
員
の

服
務

･

警
察
職
員
の

宣
誓

･

教
育
訓

錬
･

饉
式

･

偲
制
等
に

関
し

て

行
わ

れ

る

が
(

雑

蛸

臣
條
)

､

市
町

村
長
の

議
決

機
関
と

し

て

の

職
務
で

濁

る

か

ら
､

こ

れ

に

緬
す
る

公

安
委
貞
合
の

事

務
を

警
察
長
を

し
て

行
わ

し

め

る

こ

と

は

寛
一

の

場
合
と

同

様
に

疑

義
が

な

い
｡

第
三

虹
､

警
視

総
監
が

公
安

委

貞
合
の

承

認
を

経
て

祈
願
文

ほ

訴
訟
に

つ

き

首
尊

者
卜

参
加

人

と
た

る

こ

と
は

､

地

方
公

共
歯

髄
の

長

が

地

方

譲
合
の

議
決

に

ょ

り

訴
願
又

は

訴
訟
を

行
う
こ

と

と

似
て

い

る

が
(

榊
妨
鯛
鵬
)

､

後
者
が

地

方

公

共

園

饅
を

昔
尊

者

l
と

す
る

季

訟
た

の

に

反
t
て

､

前
者
は

公

安
委
員
禽
を

嘗
事

者

と

す
る

季
訟
で

あ

る

か

ら
､

警
視
絶
監
ほ

公

安
委
月
食
の

訴
訟
代

理

人
で

ぁ

る
｡

第
四

に
､

公

安
委
貞
合
規
程
又

は

告
示
の

制
定
は

､

こ

れ
を

訓

令
を

覆
す
る

■こ

と

と

解
す
る

な

ら

ば

授
権
代

理

が

許
さ

れ
る

が
､

規
程

を

法

規
命
令
と

解
す
る

た

ら

軒

公

安

委
貞
禽
の

形
式
的
権
限
に

属
し

､

委
任
の

み
た

ら

ず
授
権
代
理

も

許
さ
れ

な
い

か

ら
､

公

安
委
月
食

の

承

認
は

､

こ

れ

を

決

定
に

改

め

な

け

れ

ば
な

ら

ぬ
｡

･

億
後
に

神

戸

市
警
察
基

本
規
程
に

ょ

れ

ば
､

公

安
委
貞
禽
が

管
理
の

方
針
を

確
立

す
る

の

み

な

ら

す
､

警
視

廉
基

本
規
程
に

お

い

て

公

安
委
月
食
の

承

静
を

要
す
る

事
項

及

び
そ

の

他
特
に

重

要

な

事
項
に

つ

い

て

は
､

公

安
委
月
食
の

決

定
を

要
す

る

も
の

と

定
め

る
(

如
)

｡

こ

れ

は

公

安
委
月
食
が

行
政

廉
た

る

こ

と

を

認
め

た

の

み

懲

ら

ず
､

特
に

宣

誓
事

慧
り

や
否
の

琴
定

植

ゲ
公
安

委

貞
魯
に

あ

る

か

ら
､

警
察
法
の

規
定
に

最
も

近
い

｡

け

れ

ど

も

公

安
委
月
食
が

特
に

重

蟄
と

認
め

な
い

限
り

､

風
俗
督

業
の

許
可

或
は

自

動
車
の

蓮

韓
免

許
打

法

律
を

以
て

公

安
委

月
食
の

権
限
と

定
め

た

事
項
ま
で

常
然
に

警
察
長
が

行
う
こ

と

が

で

き
る

と

解
す
る

と
き

性
､

そ

の

限
度

警
視
鹿
及

び

奮
祓
應
の

基

本
規
程
と

同
様
な

疑
義
が

生

す
る

｡

＼

普
茶
の

行

政

管
理

と

蓮

螢

管
理

≠卓上

一



8
亡
J

テ
叫

ヽ

一

橋

静

叢

第
二

十
四

番

欝
四

親

王

以

上
の

よ

う

に
､

困
警
本
部
と

管
区

本
部
が

道

営
管
理
に

つ

い

て
一

般

的
指
揮
監
督
権
あ

る

こ

と
､

及
び

公

安
委

月
食
の

権
限
が

原
則

的
に

警
察
長
に

ょ

つ

て

代

行
さ

れ

る

こ

と
は

､

い

ず
れ

も

警
察
法
の

規
定
に

反

す
る

よ

う
で

あ

る

が
､

前
者
は

堅
家

行
政

組

練
法
に

ょ

る

理

由
づ

け

が

で

き
､

後
者

は

連
合
国
の

管
理

敦

策
に

お

け

る

警
察
法
の

有

権
的
解

繹
を

含
む

も
の

と

み

る

こ

と
が

で

き

る
1

そ

し
て

こ

れ

ち
の

問
題
が

生

ず
る

原

因
は

公

安
委

貞
合
(

胃
b
】

i

｡

∽

巳
e

t

y

0

0

m

邑
邑
○

ゴ
∽

)

の

制
度
に

求
め

ら

れ

る
｡

(

1
)

公

安
委

月
食
の

委

員
は

､

警
察
職
員
又

は

官
公

應
に

お

け

る

職
業
的
公

務

員
の

前
歴
が

た

い

着
で

な

け
れ

ば

な

ら

ず
､

且
つ

都

'

道
府

願
及
び

市
町

村
の

公

安
委

良
禽

に

あ
つ

て

は
､

雷
該
地

方

議
合
の

議
員
の

被
選
拳
権
あ

る

こ

と
を

要
す
る
(

諾
監
轡
-)
C

警
察
権
が

膏
憲
法
の

†
に

お

け
る

特
別
な

知

識
と

訓

練
を

経
た

着
か

ら
､

こ

の

よ

う

に

経
験
な

き

者
に

移
さ

れ

た

こ

と

は
､

前
世
紀
後
年
に

な

つ

て

治

安
判
事
の

職
務
が

ど
邑

哲
P

鼓
｡
f

H

邑
声

昌

賢
司
P

y

A

ま
F
｡
→

E
e
∽

等
の

専
門
的
な

地

方
應
把

移
譲
さ

れ
､

通

常
裁
列
所

に
■

き
匂

監

督
が

次

第
に

専
門

的
た

行
教

委

良
禽
の

準
司
法

胡
監

督
に

お

き
か

え

ら

れ

て

き
た
､
イ

ギ

リ

ス

の

傾

向
と

は

逆
で

あ
る

｡

従
つ

て

公

安

委
月

食
を

設

け
た

理

由
は

､

民

衆
と

接
解
し

､

民

衆
を

し

て

警
察
の

道

営
を

理

解
し

協
力
せ

し

め

る

た

め

公

聴
禽
を

催
お

す

等
の

ほ

か

は
､

主

と
し

て

警
察
権
の

蟄
動
に

あ

た
つ

て

人
権
を

擁
護
し

､

警
察
権
の

濫

用
を

防
ぐ
こ

と
に

あ

る
｡

こ

の

意

味
で

銃
砲
所

持
等
の

許

可

及
び

そ

の

取

滑
そ

の

他
の

行
政

虞
分
が

公

安
委

貞
合
の

議
決
に

ょ

ら

ず
､

警
察
長
又

は

瞥
寮
費
長
に

委

任
さ

れ
る

こ

と
は

､

警
察
法
に

反
す
る

｡

最
近
の

法

令
は

虚
分
の

要

件

を

詳

細
に

定
め
て

警
察
裁
量
の

範
囲
を

極

満
て

制
限

す
る

の

が

常
で

あ
り

､

又

違
法
た

庭

分
に

勤

し

て

ほ

司

法

的
審
査

に

ょ

つ

て

人
種
の

保

障
を

徹
底
せ

し

め
て

い

る

が
､

違
法

虚
分
に

射
し

て

も

洗
骨

宰
設

を

凍

起

し

て

取

泊
の

裁
判
が

三日β

し

●



′

ぁ

る
串

毒
は

関
係
者
が

拘
束
さ

れ

る
の

で

菅
ソ

､

又

許
可
の

申
請
に

封
し

て

許
可

若
し

く

埠
不

許
可
の

虎

分
が

行
わ

れ

る

ま

で

は
､

許
可

を

求
め

る

訴
も

不

許
可
の

取

滑
の

訴

も
で

き

準
い

の

■
で

あ

る

か

ら
､

こ

の

限

度
で

人
属
に

優
越
す
る

行
政
の

特
権
(

七

三
｡

誉
才
｡

計

-

藍
邑
2 ･

昔
t

ぎ
)

が

驚
ノ

､

警
察
庭
分
を

公
安

委

貞
合
の

権
限
と

す

る

か
､

警
察
長
又

は

警
察
署
長
の

権
限
と

す
る

か

は
､

重

要
た

差

異
を

生

ず
る

｡

こ

れ

に

反
し

て
､

警
察
官

等
職
務

執

行
法

官
よ

る

警
察
強

制
及
び

刑

事

悪
法
に

ょ
.

る

犯

罪
の

捜
査
に

つ

い

て
､

ど

の

程
度
に

公

安

委

員
合
が

指
揮
監
督
で

き

る

か

は

問
題
で

あ

る
｡

竺
に

､

警

悪
制
は

急

を

要
す
′

る

場
合
が

多

し
､

避

難
等
の

措
置
に

つ

い

て

明
文
の

規
定
あ

る

票
は

(

鯛
鯛
幽
行

)

､

公

安
委

卓
曾

竺

般
的
に

警
察
長
を

監
督
す
る

に

止

ま
り

､

具

饅
的
た

職
務
の

執

行
は

警
察
長

及
び

警
察
署

長
が

こ

れ

を

監

督
す
べ

き

も
の

と

解
す

る
｡

こ

れ

ら
の

作
用
に

つ

い

て

警
察
官
等
が

警
察
署

長
の

指

揮
を

待
つ

暇

も
な

い

場
合
に

は
､

特
別
の

授
権
た

く

し

て

雷
然

に

行

政

魔
の

代

理
が

認
め

ら

れ
､

妄
の

範
囲
で

慶
分
を

行
う
こ

と
も

で

き

る
｡

琴
曾

･

集
圃

行
進

･

集
図
示

威
連

動
に

関
す
る

来

車
都

條
例
に

ょ

れ

ば
､

集

合
等
が

公

安
委

貞
合
の

許
可
を

受
け

た

か

つ

牢
と

き
､

許
可

申
請
書
の

記

載
事
項

･

公

安
委

貞
合
に

ょ

る

許
可

保
件
に

違
反
t

て

府
わ

れ

た

と

き

又

は

許
可
の

取

滑
に

拘
わ

ら

ず
行
わ

れ

た

と
き

は
､

警
察
署
長
が

そ

の

参
加

者
に

勤
し

て
､

警
告
を

聾
し

そ

の

行
為
を

制
止

し

そ

の

他

違
反

行
為
を

是
正

す
る

に

つ

き

必

慧
眼
慶
に

お

い

て

所

要
の

措
置
を

と

る

こ

と
が

で

き

る

と

定
め

る

が
(

竿
｡

心

ら
の

場
合
は

す

べ

て

毒
以

下
の

懲
■

繁
禁
錮
又

は

五

萬
囲
以

下
の

罰

金
に

廃
せ

ら

る

べ

き

犯

罪
で

あ

る

か

ら
(

軍
警
察
官
等
が
ナ

左
を

制
止
で

き
る

こ

と

筐
然
で

雪
て

(

鯛

撃
-

條
例
の

規
定

竺
の

誓
の

指
揮
監
督
が

警

管
長
の

権
限
に

属
し

､

豊
委

員
合
に

た

い

こ

と

を

示

す

胡

品

も
の

で

あ

る
｡

4

督

寮
の

行
政

管
理

と

蓮

曹

管
理

J

.れ

ほ

･ム

,
こ

.



一

橋

論

叢

弟
二

十
四

春

草
四

沸

第
二

に
､

犯

罪
の

捜
査

は

槍

奉
官
の

指
示

又

は

指
揮
に

従
う

こ

と

を

要
し

､

逮
捕

･

差

押
そ
の

他
の

張

制
磨
分
に

は

萎
列

官
の

令

警

苧
る
(

珊

諾

麺
轡

｡

従
つ

て

妄
委

暑
望

ハ

贋
事

件
の

捜
査
に

つ

き

槍

讐
に

協
力

す
る

義
務
あ

倉
止

ま
り
(

調
･

軍
司
法

警

慧
貰
を

指
揮
監
督
す
る

飴

漂
極

め
て

少

く
､

人

種
の

擁

護
は

莞
官
た

よ

る

令
状
蟄
付
で

足

る

も
の

と

考
え

る
｡

璃
立
に

捜
査

す
る

こ

と
が

司

法
巡

査
の

能
力
で

は

不

充
分
と
さ

れ

る

こ

と
､

及
び

司
法

警
察
貞
が

被
凝

着
を

四

十

八

時
間
以

内
に

検
察
官
に

迭

致
す

る

か

香

か

を

決

定
す
べ

き

｡

と
(

瑚
出

宗
條

)

は
､

壷
門

的
た

知

識
な

き

公

安
委

鼻
骨

の

指

揮
監

督
が

著
し

く

町

営

至
と

を

示

す
も
の

で

あ

り
､

勾

留

驚
く

し

て

被
告

人

を

警
察
署
に

冨
し

､

又

は

逮
捕

驚
く

し
て

被

琴
者
に

任

意

同

行
を

求
め

た

と

き

も
､

事
後
の

.
手

鏡
を

首
然
に

＼

は

蓬

髪
ら

し
め

な
い

と

す
る

列
例

(

冠
雪

嘩
譜
瑚

撃
は

､

人

権
擁
護
の

責
任

を

司

法

権
に

負
わ

し

め

る

も
の

で

あ

る
ぺ

警
察
臥
の

規

定
の

上
で

は
､

犯

罪
捜
査

に

関
す

る

公

安
委

暑
の

指

彗
皿

督
権
を

否

定
で

き
な

い

よ

う
で

挙
る

が
､

上

述
の

よ

う

に

公
安

葺
合
の

存

在

理

由
が

民
警
の

協
力
と

人
権
の

撃
護

に

あ
る

と

す
れ

ば
､

積
極
的
に

捜
査

を

指
揮
す
る

こ

と

は

有

害

宝
と
い

ふ
な

け

れ
ば

雷
ぬ

｡

殊
に

小

差
白

蓮
警
察
で

は
､

少

数
の

地

方
議
合
議
貞
に

よ

つ

て

警
察
の

葦
が

左

右
さ

れ
､

市
町

村
長
が

地

方

普
の

同

署
警

泰

貢
車
任

免

す
る

結

尭
､

公

安
委

卑
曾
の

雪
月

を

通

し

て

外

部
の

勢
力
が

捜
査

に

干

渉
す
る

庚
.
が

著
し
い

の

で

あ

る
｡

革
お

犯

罪
の

捜
査

に

は

刑

事
犯

←
行

政

犯
の

筐

別
が

な
い

か

ら
､

落
路

交
通
の

取

締
や

軽
犯

罪
法
の

事

件

等
を

含
む
の

で

あ
つ

て
､

こ

れ

ら

に

閲
し

て

公

安

委

卑
官

の

権
限
に

嘩
界
を

認
め

る

こ

と

は

重

大

な

意

味
を

も
つ

｡

例
え

ば
､

薪
だ

り

に

他
人
の

家
屋

等
に

は

り

札
を

し

た

者
を

､

軽
犯

罪

塁
禦

→

)

に

ょ

つ

て

検

掌
る

こ

と

は
､

共

童
の

若
活

動

者
掌
る

た

め

に

若
さ

れ

る

夢
は

い

わ

け
で

濯
い

が
､

こ

の

よ

ぅ
た

警
察
権
の

濫
用
は

刑
事

訴

訟

に

㌣
て

司

法

権
が

監
督
す
る

の

で

あ
る
(

鶴
掘

彗
醐

箪
｡

(

2
)

国
家

冬
安

委

卓
曾

の

泰

貢
が

有

給
の

専
務

職
な

の

に

反
し
て

､

運
営

管
理

を

行
う

都
道
府
願
又

は

市
町

村
の

争
安

委

員
倉

委

員

4 J 壬
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U

ほ

地

方
自
治

u

墨
壷
に

い

わ

ゆ
る

報
酬
を

支

給
さ

れ

る

名

草
職
で

あ

る
(

諾
鵬

碍
一

)

｡

私

企
業
か

ら
の

隔
離
及

び

他
の

事

業
又

は

事
務
に

開
興
す
る

こ

と
の

制
限
を

定
め
る

国
家
債

務

農
法
の

規

墨
∞
匹

轡
は

､

名
著
職
の

委
員
に

類
■
推
さ

れ

た

い
(

頚
髄
)

｡

け
れ

ど

も

第
一

に
､

知

事
又

は

市
町

村
長
が

委

員
の

勤
務
に

支

障
が

あ

る

と

認
め

た

と

き

は
､

都
道
府
願
文

は

市
町

村
の

規

則
に

ょ

つ

て

委

貞
.の

乗

職
を

制
限

す
る

こ

と
が

で

き
る
｡

例
え

ば
､

委
員
の

服
務
に

関
す
る

静
岡

願
規
則
に

ょ

れ

ぼ
､

･

変
局
及
び

要

点
と

親
子

又

は

■

夫

婦
の

関
係
に

あ
一

る

者

は
､

法

律
･

命
令

･

.
條
例
濁
し

く

は

規

則
に

基

ず
き

､

公

安
委
月
食

(

議
場
長

)

の

許
認
可
オ

蒜
公

安
委
月
食
に

届

出
を

要

す
る

事
業
凰
懐
の

役
員

･

顧
問
若
し

く

は

評
腰
貞
の

職
を

粂
ね

又

僧

自
ら

そ

の

事

菜
を

螢
ん
で

は

た

ら

た

い
(

驚

こ

の

規
定
は

嘗
然
で

あ
る

が
､

公

安
委
貞
禽
の

権
限
が

蹟
大
さ

れ

る

紅

伴
つ

て
､

要
点
を

事
務

職
た

ら

し

め

る

必

要
が

生

ず
る

で

あ

ろ

う
｡

第
二

に
､

要
点
が

名
著
戟
で

あ

る

結

果
､

公

安
委
貞
合
は

一

般
に

毎

週

〓
同

文

は

毎
月

三

岡

定

例
合
を

開
く
に

止
ま

り
､

こ

の

ほ

か

臨

一

時
合
の

召

集
は

で

き

る

が
､

要
点
が

遠

隔
の

地

に

居
住
す
る

都
道
府
願
公

安
委
月
食
に

あ
つ

て

は

通
知
の

日

に

召

集
す
る

こ

と

は

不

可

能

で

か

る
｡

従
つ

て

個
え

ぽ
､

静
岡
市
公

安
委
貞
舎
は

↓

述
の

吾
革
基

本
規

警
定
め

る

以

前
か

ら
､

訓

令
に

告
て

風
俗
螢

嚢
取

締
法

及

び

道
路
交
通

取

締
法
の

定
め

る

公

安
委
月
食
の

権
限
を

警
察
長
に

委

任
し

て
■

い

た

が
､

こ

れ

は

公

安
委
貞
禽
が

事
務
に

通

じ
て

い

な

い
･

こ

と
の

ほ

か

に
､

常
時
開
か

れ
て

い

な
い

こ

と

に

も

選

由
が

あ
る

と

考
え

る
■｡

千

葉
願
公

安
委

貞
合
は

毎

週
水

曜
日

に

定

例
合
を

召

集
す

る

か

ら
､

例
え

ば

木
曜
日

に

風
俗
営
業
の

許
可
を

申
請
す
る

と

き

は
､

少

く

と

も
一

週
間
後
で

た

け

れ

ぼ

許
可
さ

れ
た

い

こ

と
に

た

る
｡

け
れ

ど

も

集
愈

･

集
圃
行
進
等
の

許
可
の

よ

う

に

急
を

要
す
る

も
の

は
､

支

障
が

生

ず
る

｡

こ

の

鮎
で

い

わ

ゆ

る

公

凄
條
例
を

検

討
し

て

み

ょ

う
｡

欝
願
保
例

蓋
粁
)

は
■
い

わ

ゆ

る

統
制
條
例

(

謡
郎

串
で

あ
つ

て
､

自
治

雷
管
も
つ

市

苫
に

票
て

吉
さ

れ

∵
不

威
道

警

幽

賢
察
の

行
政

管

撃
と

道

管

管
理
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一

橋
論

叢

第
二

十

四

番

第
四

験

し

ょ

ぅ

と

す
畠

者
は

七
十

二

時
間
前
ま
で

に
､

所

轄
の

市
町

村
公

安
委
月
食
の

許
可

を

申
請
す
べ

セ
も
の

と

定
め

る
｡

従
つ

て

願
公

安
委

月
食
に

比

較
し

て

召

集
は

容

易
で

あ
る

が
､

こ

の

許
可
を

輿
え

み

か

香
か

は

速
か

に

決

定
す
る

必

要
が

あ

る

か

ら
､

臨
時
合
を

要
す
る

場

合
が

多
い

で

あ
ろ

う
｡

.

も

し

上

述
の

よ

う

垂
警

療
基

本
規
程
に

去
て

､

警
察
長
が

公

安
委

貞
合
に

代
つ

て

誓
を

決

定
し

､

公

安
委

場

合
に

事
後
報
告
す

る

こ

と
で

足
り

る

と

す
れ

ぼ
､

明

か

に

傑
例
に

違
反

し
､

又

示

威
連

動
が

行
わ

れ

た

後
に

公

安
委

貞
合
の

事

後
承

諾
を

求
め
る

こ

と
は

無
意

味
で

あ
る
｡

･

千

葉
願
條
例
(

詣
桝
)

は
､

国
家
地

方

警
察
の

管
轄
霞

城
た

る

と

自
浄

髄
警
察
の

管
轄
区

域
た

る

と

を

問
わ

ず
資
施
さ

れ

る

も
の

で
､

集

圏
行
進
等
を

し

よ

う

と

す
る

者

は

七

十
二

時
間
前
ま

で

に
､

そ

の

霞

城
を

管
轄
す
る

公

安
委

月
食
に

届

出

ず
べ

き

も
の

と

定
め

る
｡

又

公

安
委
月
食
他

行
進

等
の

場
所
の

附
近
の

他
人
に

不
安
を

輿
え

又

は

そ

の

日
由

を

妨
害
す
る

虞
あ
り

と
し
て

､

行
進
等
に

保
件

を
つ

け
る

こ

と
が

で

き

る

も
の

主
疋

め

る

か

ら
､

傑
件
を

つ

け
る

必

要
が

あ

る

か

香

か

に

つ

き
､

公

安
委
貞
舎
の

臨

時
合
を

開
く
こ

と

を

要
す
る

｡

け

れ

ど

も

條
件

を

つ

け

る
べ

く
し

て

つ

け

な

か

つ

た

と

き

も
､

連
投
で

は

あ

る

が

洗
骨

季

訟
の

要
件

と
し

て

の

権
利
侵
害
を

伴
わ

た

い

か

ら
､

関
係
者
が

そ

の

違
法

豊
丁

う
こ

と
が

で

差
ゾ

の

み
.

な

ら

ず
､

賓
際
に

は

届
出
を

虚
理

し

た

警
察
署

長
が

右
の

傑
件
を

ふ

す
る

必

要

曽
ソ

と

認
め

た

と

き
､

公

安
委

月
食
の

召

集
を

請
求

す
れ

ば

足
り

る
｡

な

お

右
の

届
出

時
間
の

起

算
鮎
は

､

届

出

書
を

所

轄
警
察
署
で

受
理

し

た

時
と

定
め

る

か

ら
(

鯛

諾
噸

撃
こ

の

意

味
で

も

事

前
に

公

賓
委

卓
曾

を

開
く

必

要

は

た

い
｡

た
だ

こ

の

條
例
の

う
に

､

都
道
府
願
掛

例
が

国
家
地

方
警
察
の

管
轄
区

域
に

つ

い

て

警
察

去
取

締
を

規
定
す
る

こ

と
に

つ

い

て

は

疑

義
が

あ

る
｡

蓋
し

地

方
自
治

法
(

針

J

望
日

通
地

方

公

共

国

雄
の

事
務
に

つ

い

て

條
例
の

制
定
を

認
め
て

い

る

の

で

あ
つ

て
､

自

治

饅
警
察
は

首
該
市

町

村
の

行
政

垂
務
で

あ
る

か

ら

市
町

村
條
例
文

は

都
道
府
願
の

腰

制
條
例
を

制
定
で

き
る

の

に

反
し

､

国
家

地

方

警
察
は

都
道
府
願
の

事

務
で

た

い

か

ら

で

あ
る

｡

彩

は

凄4 β
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6

む
し

ろ

警
察
権
の

性
質
上

､

瑞
立

命
今
の

必

要
が

あ
り

､

新
憲
法
の

下
で

は

行
政

魔
の

命
令
に

代
え

て

僕
例
が

認
め

ら

れ

る

の

で

空
ノ

て

風
俗
営
業
取

締
法

(

警
委

任

に

ょ

る

條
例
と

同
じ

く
､

通
常
の

條
例
と

は

根
接
を

異
に

す
る

も

の

と

解
す
る
(

議
場
閑
論

)

｡

上

に

述
べ

た

東

嘉
保
例

(

喜
一

)

.
は

､

困

霊
方

l
藁

の

管
轄

蔑
た

る

と

自
治

饅
警
察
の

管

慧
域

雷
と

を

問
わ

ず
､

集
卦
等

の

主

催
者

は

七

十
二

跨
間
前
ま
で

に
､

公

安
委

貞
禽
の

許
可
を

申
請
す
べ

号

も
の

と

定
め
る

｡

冬
公

凄
委
員
合
が

許
可
し

た

と

き

は
､

特

別
の

事
由
の

な

い

限
り

集
合
等
を

行
う
日

時
の

二

十

四

時
間
前
ま
で

に

主

催
者

叉
偲

連
絡
責
任

者
に

通
知

し

た

け

れ

ぼ

な

ら

た

い

か

ら

(

駐

コ
一

十

四

時
間
前
ま
で

に

許
可
さ

れ

禁
と

き

は
､

主

催
者

は

不

許
可

慶

分
が

空
音
の

と

看

撤
し
て

奪
う
と

と
が

で

き

る
?

冬
公

安
委

貞
合
は

公

共
の

安
寧
を

保

持

す
る

た
め

緊
急
の

必

要
が

あ

る

と

明

か

に

認
め
ら

れ

る

に

至
つ

た

と
き

は
､

そ

の

許
可

を

取

滑
し

又

は

僚
件

を

欒
吏

す
る

こ

と
が

で

き

る

か

ら
(

竿
こ

の

た
め

集
合
専
が

終
る

ま

で

公

安
委
月
食
は

報
告

を

徹
し

て
､

何
時
で

も

開
合
で

き
る

用

意
が

た

け

れ

ば

た

ら

ぬ
｡

け

れ

ど

も

都
道
府
願
公

安
委

貞
合
が

集
合
等
の

許
可

申
請
を

受

理

し

て

か

ら
二

日
間
に

臨

時
禽
を

召

集
し

て

許

可

す
べ

き
か

香
か

を

決

定
す

争
こ

と

は

靡
め

て

困

難
で

あ
る

｡

都

道
府

願
譲

合
の

招

集
が

､

開
合
の

目

前

富
ま
で

に

こ

れ

を

骨

示

す
る

の

を

原
則
と

し
､

急

施
を

要
す
る

場
合
の

例
外

は

あ

る

が

定
足

数
が

議
員
定
数
の

過

年
数
で

聖
ノ

て

相

首
の

紋
席
が
.あ

つ

て

も

開
合
で

き

る

の

に

反
し
(

諾
認
試

写
､

公

安
委
員
禽
の

要
員
は

三

人
で

畢
る

か

ら
､

二

人
快

席
の

と

き
は

合
議
を

開
く

｡

と

が

で

き

ず
､

又
■

一

人
妖

席
の

と

き

も

可

否

同

数
の

と
き

は

議
快
で

き

た

い

こ

と
を

考
え

れ

ば

明

か

で

あ
る

｡

市
町

村
公

安
委
月
食
に

つ

い

て

は

臨

時

今
の

召

集
は

容

易
で

あ

る

が
､

許
可
を

要
す
る

範
囲

が

境
大
さ

れ
､

公

共
の

場
所
に

漉

け

る

集
合
及
び

公

共
の

場
所
以

外

に

お

け
る

集
圃

示

威
運

動
に

､

つ

い

て

も

許
可
を

受
け

な

け

れ

ぼ
た

ら

た

い

精

兵
､

公

安

委
見
合
は

殆

ん
ど

常
に

開
合
申
で

あ

る

モ
妄
要
す
る

に

至

る

で

あ

ろ

う

し
､

こ

れ
は

市
町

村
公

安
委
貞
禽
で

斗

委
員
を

事
務

職
と

し

な

け

れ

ば

不

可

能
で

あ

る
｡

け

れ

ど

も

事
務

職
の

委
員
と

す
る

立

法

論
は

､

公

瞥

寮
の

行

政

管
理

と

蓮
替
管
盤

4 ゴア

臣ご

_
琶.-
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橋

論

叢

啓
二

十

西

巻

弟
四

凍

安

委

鼻
骨

が

滑

極

的
な

人
権
の

擁
護
を

超
え

て
､

積
極

的
に

指
揮
監

督
を

行
う
こ

と
に

菅
､

賛
成
し
が

た

い
｡

こ

こ

で

再

び

公

安

委
貞

舶

合
の

権
限
を

警

慧
に

委
任

し
､

釜
書
峯
岸
可

及
び

そ
の

取

滑

若
し

く

は

羊
れ

に

ふ

す
る

保
件
に

つ

い

て

表
的

墓
準
を

定
め

4

る

こ

と
を

任
務
と

す
る

､

自
治

鰻

督
察
基

本
規
程
の

方
式
が

考
慮
さ

れ

た

け

れ

ば

な
ら

ぬ
｡

公

安
委
月
食
の

壊
能
は

漸
く

限
界

に

近
づ

い

た

の

で

あ

つ

て
､

警
察
組

織
の

再
検
討
が

必

要
で

あ
る

｡

′

一

(

3
)

国
家
公

安
委

月
食

･

都
道
府
願
公

安
委

月
食
及
び

市
町

村
公

安

委
貞
倉
は

､

そ

れ

ぞ
れ

内

閣
総
理

大

臣
･

都

道
府

解
知

事
又

灯

.

市
刊

村
長
の

所

僧
の

下
に

(

邑
e

ニ
F
e

首
監
萱
｡

ロ
)

儲

か

れ

る

磯
踊
で

あ
る
(

諾
鵬

琴
)

｡

い

わ

ゆ

る

所

轄
の

関
係
は

､

内

閣
と

人
事
院

､

内

閣
総
理

大

臣
と

重

囲
選
拳
管
理

委
員
倉

･

公

正

取

引

変

貞
合
等
の

関
係
で

も

認
め

ら

れ
､

い

づ

れ

も

音

質
的
に

は

上

級

盛
の

所

掌
事

務
の

蒜
に

つ

き

権
限
を

も
つ

に

拘
わ

ら

ず
､

教

養
政

治
か

ら

礪
立

し
て

中

立

性

を

維
持
す
る

必

要
か

ら
､

権
限
の

行

使
に

つ

い

て

竜

按
の

濫
督
を

受
け

な
い

と

と

を

特
色
と

す
る

｡

囲
の

行
政

権
は

内

閣
の

統
轄
す
る

歯
義
行
教

組

絨
に

よ

つ

て

行
わ

れ

る

か

ら
､

.
国
家
公

安
委

貞
合
が

内

閣
穂
理

大

臣
の

所

轄
の

下
に

お

1

1】一

か

れ

る

の

は

い

う

ま
で

も
な
い

｡

た

だ

府
･

省
が

そ

の

外

局
に

封

す
る

監
督

関
係
は

訓

令
樺
に

つ

い

て

規
定
が

雪
ほ

か

は
(

嗣

禦
蛸

竿

必

ず
し

も

明
か

で

な
い

が
､

要
点
合
は

應
と

苧
り

合
議
機
関
で

あ

る

か

ら
､

権
限
の

猫
立
が

認
め

ら

れ

る
｡

市
町

村
公

安
委
月
食
の

要
点

は
､

教
育
委

貞
合
委

員
の

よ

う

に

公

選
に

は

ら

ず
､

文

選
拳
管
理

委

員
の

よ

う

に

地

方
譲
合
が

選
挙
す
る

も
の

で

も
た

い

か

ら
､

市
町

村

長
の

所

轄
の

下

に

お

か

れ

る
｡

こ

れ
に

反
し

て

都
道
府
願
公
安
委

月
食
が

知

事
の

所

轄
の

下
に

お

か

れ

る
ナ

言
は

､

恰
か

ゃ
都

道
府

麻
に

自
治

饅
警
察
を

認
め

予
よ

う

な

誤
解
を

生
ぜ

し

む
る

も
の

で
､

た

だ

酒

極

的
に

都
道
府
願
公

安
委

貞
倉
を

府
･

省
又

は

そ

の

外

局
の

所

轄

の

下

咋
お

か

な
い

意

味
を

も
つ

に

過

ぎ

準
い

｡

田
中

教
授
推

､

都
道
府
願
公

安
委

月
食
を

都
道
府
顆
の

後
閑
と
し

､

囲
の

委

任
た

よ

つ

て

ト



5
′

h
)

弊
衣

地

方

警
察
の

蓬

貸

管
理

を

行
う

も
の

と

解
さ

れ
る

が
(

師
純
絹

議
宝

)

､

国
家
地

方

警
察
の

控
費

監
凶

の

負
婚
で

あ
る

か

ら
(

蜘

頚
髄
)

､

都

道
府

願
の

囲

軽
費

任

事

務

は

な

く
､

委

員
は

地

方

公
務

員
で

あ

る

が

委

員
脊
は

国
の

機
関
と

解
す
る

｡

所

轄
の

下
に

あ
る

公

安
委

貞
魯
は

､

雪
月
の

人
事
及

び

隷
算
に

つ

い

て

上

級
魔
の

監
督
を

受
け
る

｡

こ

の

ほ

か

自
治

健
警
察
に

お

い

て

は
､

職
員
の

葺
誓

･

教

育
訓

裸
･

硬

式
及

び

服
制
に

つ

き

市

町

村
規
則
が

定
め

ら

れ
､

そ
の

限

度
で

市
町

村
長
が

公

安
委

良
禽
の

行

数

管

理
に

封

し
て

監

督
権
を

も

つ

が
､

国
家
地

方

警
察
に

お

い

て

は
､

こ

れ

ら

は

国
家

公

安
委

貞
舎
規

禦
羞
め

る

の

で

あ
つ

て
(

鰭
頭
脳

嘩
ハ

)

､

こ

の

差

異
は

市
町

村
公

安
委

貞
合
の

準
立

法

的
権
限
が

明

瞭
で

な

い

こ

と
に

よ

る

と

思

う
｡

委

員
の

服
務
に

つ

き
､

国
家
公

安
委

月
食
の

場

合
は

国
家

公

務

員
法
が

準
用

さ

れ

る

の

に

反

し

て
､

そ

の

他
切

場
合
は

地

方
職
員
で

あ

る

か

ら
､

都
道
府
願
文

は

市
町

村
の

規
則
で

定

め

か

の

は
､

地

方
公

務

員
法
が

型
疋

さ

れ
る

ま

で

の

経
線

的
措
置

で

あ

る
｡

委

員
の

任

命
に

つ

い

て

は
､

議
合
の

同
意
む

要

す
る

と

共
に

､

二

人
(

鯛

譜
謡
娼
員

)

以

上
が

同
一

教

護
に

屈
す
べ

か

ら

ぎ

る

制
限
が

あ
る

か

ら
､

知
事

等
の

ほ

か

地

方

議
合
の

敦

真
の

支

配
か

ら

猥
立

が

保

障
さ

れ
､

殊
に

法

定
の

場
合
の

ほ

か

そ

の

意

に

反
し

て

罷
免
さ
･
れ

な

い

特
権
が

あ

る
(

鱗
順
髄
駈
)

｡

け
れ

ど

も

公

安
委

貞

争
が

消

極

的
な

使

命
を

も
つ

と

す
れ

ぼ
､

警
察
長
も

ま

た

所

尾
の

公

安
委
貞
合
に

封
し
て

地

位
の

保

障
が

輿
え

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
｡

都

道
府

願
で

ほ

公

安
凄
月
食
が

行
政

管
理

を

行
わ

な

い

が
､

市
町

村
警
察
長
は

､

條
例
に

従
つ

て

公

安
委

良
禽
が

任

免

し
､

市
町

村
警
察
職

員
は

､

警
察
長
が

公

安
委

良
禽
の

承

認
を

得
て

任

免

す
る

の

で

あ
つ

て
､

任

免
⑪

基

準

は

簡
素
公

務

員
法
の

精
神
に

則
り

市
町

村
條
例
で

定
め

ら

れ

る
(

鯛

㌍
)

｡

賓
際
収

は

任

用
･

懲
戒
及
び

身
分
保

障
を

基

本
際
例
で

定
め

､

そ

の

細
目
を

基

本
規
程
で

定
め

る
｡

こ

れ
ら

の

ヰ
で

､

警
察
権
の

褐
立

に

つ

巷

間
題
と

な

る

こ

と
は

､

職
務
上
の

義
務

違
反

そ

の

他

警
察

轡
員

た
る

に

適
し

な
い

非
行
が

あ

る

と

き
｢

警
察
長
の

琴

芸
職
を

行
い
(

鰍
柑
絹

遷
御
)

､

委
昏
に

つ

い

て

同

様

届
合
に

市
町

村
長

が

委

細

誓

寮
の

行

政

哲
理

と

蓮

螢

管
理

ト

∈
｢

､

〔

巨
ト

■
巨
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貞
を

莞
す
る
(

讃
轡
こ

と
で

雪
｡

私
は

､

率
昔

･

減
給

･

停
職
の

主
な

矯

姦
或
(

打
｡

邑
t

才
e

｡

≡
邑
年

長

昔
)

は

壕

畑

或
樺
者
の

自
由

裁
量
で

あ
つ

て

事
象

を

操

起

す
る

こ

と
が

で

き

な
い

切

に

反

し

て
､

罷
免
又

は

排
除
懲

戒
(

e

写
り

邑
詔
○

払
･

邑
2 .

叫

昌
紆

H

労

音
ぎ
)

偲

個
人
の

参
政

権
を

侵
害
す
る

こ

と

を

理

由
と
し

て

取

滑
の

訴
が

許
さ

れ
る

も
の

と

解
す
る
(

蒜
認
諾
蛸

訝
酬
集
)

｡

改
質
に

つ

い

て

公

安
委
貞
舎
の

猥
立

が

た

く
､

従
つ

て

小
さ

た

自
治

髄
警
察
で

は

間
接
に

政

真
の

支
配
を

受
け
る

こ

と
に

な

る
●｡

職
員

の

給
輿
の

享
フ

に

市
町

村
の

義
務
に

属
す

る

経
費
に

つ

い

て

尽

市
町

村
長
の

原

案
執
行
が

で

き

る

が
(

讃
胡
鮨
鴇

)

､

平

衡
交
付
金
の

算
定

の

基

礎
と

な

る

基

準
財
政

需
要

叡

を

算
定

す
る

た

め
の

測

定
単
位
の

一

と

し

て
､

警
察
費
に

つ

き

警
察
吏
員
数
が

挙
げ
ら

れ

る

に

拘
わ

ら

ず
(

朋

詣
諾
鯛
安

)

､

こ

の

交
付
金
は

費
途
を

指
定
せ

ず
一

括
し

て

交
付
さ

れ
る

か

ら
､

.
こ

れ

を

ど

の

超

度
に

警
察
費
に

充
て

る

か

は

公

安
委

良
禽
の

政

治

力
に

よ

つ

て
一

環
で

な

く
､

囲
の

干

渉
か

ら

地

方
の

自
主

性
を

保

障
し

た

こ

と
は

警
察
に

射

し
て

敢

真
の

干

渉
を

許
容

す
る

結

果
と

な

つ

た
｡

な
お

改
質
の

執
行
に

つ

い

て

鴻
､

市
町

村
長
に

収

支
の

命
令
権
が

あ
り

､

出

柄
は

収

入

役
の

権
限
で

あ
る

か

ら
､

こ

の

.
不

便
を

免

れ

る

た

め

に

は
､

市
町

村
長
が

警
寮
長
を

事

務
吏

員
に

併
せ

て

任

命
し

､

こ

れ

に

敏

文

命

令
樟
む

委
任

し
､

又

警
察
吏
員
を

事

務

重
点
に

併
せ

て

任

命
し

､

こ

れ

を

更
に

出

納
員
に

命
じ
て

牧

入

彼
の

事

務
の

一

部
を

委
任
さ

せ

る

ほ

か

は

な
い
(

調
紛

議
㌔

五
)

｡

`

(

4
)

蓮
螢
管
理
に

首
る

公

安
委

貞
合
が

互

に

猫
立

な

結
果
と
し

て
､

警
察
官
又

は

警
察

吏
員
の

戟
務

執
行
も

原
則
と

し

て

そ

の

屈
す

る

公

安
委

貞
脅
の

管
轄
届

域
内

に

限
ら

れ

る
｡

こ

の

例
外

を

二

の

場
合
に

分
け

る

こ

と

が

で

き

る
｡

第
一

は
､

警

察
官
等
が

本
来
の

公

安

委
貞
合
及

び

警
察
長
の

指
揮
の

下
に

､

管
轄
直

哉
外

で

藤
務

を

執
行
で

き

る

場
合
で

あ
つ

て
､

境
界
外

五

首

米
以

内
の

地

境
に

お

け
る

犯

罪
､

及

び
管
轄
霞

城
外
で

維
持
す
る

施
設

､

例
え

ば

市
の

区

域
に

お

け

る

願
本
部

･

地

区

署
の

廃
合
に

つ

い

て

職
務

執
行
が

で

き
る

の

み

た

ら

ず
､

管
轄
区

域
内
で

陰
謀

･

玲
備

･

共
犯
の

一

部
が

行
わ

れ

又

は

被
疑

者
･

被
害
者

･

兇

器
一

臓
物

等
が

存
在

す
る

犯

罪
に

つ

い

て

.

†

.

七
V
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も

同

様
で

あ

る
(

讃
鵠

)

｡

第
二

は
､

警

察
官
専
が

本
束
の

公

安
委

貞
禽
の

指
揮
を

離
れ

て

顧
務

を

執
行
す
る

場
合
で

あ
つ

て
､

自

治

鰻

警
察
か

ら

援
助
の

要
求
が

あ
つ

た

と

き
､

国
家
地

方

警
察
の

警
察
官
が

雷
該
市
町

村
の

公

安
委
貞
合
の

運

営

管
理

に

服

す
る

場
合
と

､

国

家
非
常
事

態
の

布
告
が

あ
つ

た

と
.

き
､

布
告
の

霞

城
内
の

警
察
官
及

び

警
察
吏
員
が

公

安
委

貞
舎
の

道

営
管
理

を

離
れ
て

国
警
本
部
及
び

管
区

本
部
の

指

備
に

服
し

､

布
告
の

霞

城
外
の

警
察
官

等
に

封

し

て

為

内

周
絶
理

大

臣
が

嘩
援
を

命
ず
る

こ

と

に

よ

り

本
爽
の

公

安
委
貞

合
の

蓬

督
管
理

を

離
れ

る

場
合
が

あ

そ
確

認
等

條
)

｡

従
つ

て

ま

ず
､

自

治

鰻
警
察
が

相
互

に

警
察
吏
員
を

涙
道

し
､

或
媒

自
拾

饅
警
察
が

国
家
地

方

警
察
に

対
し

て

應
援
の

た

め

警
察
吏
月

を

派
遣

す
る

連

合
に

は
､

涙
道
さ

れ
た

警
察
吏
員
は

職
務
を

執
行
す
る

こ

と
が

で

き

ず
､

私

人
の

資
格
で

蕃

賓
上

援
助
す
る

に

過

ぎ

ず
､

こ

れ

を

妨
害
し

て

も

公

務

執
行
妨
害
罪
を

構
成
し

た

い
｡

そ

れ

は

恰
か

も

非

常
災
害
に

際
し

て
､

滑
防
が

警
察
を

應
援

す
る

場

合
に

､

滑

防
職
員
が

警
察
権
を

行
使
で

き

な

い

の

と
同

線
で

あ

る
(

淵

諾
轡

｡

都
道
府
願
公

安
委

貞
合
が

相

互
に

援
助
す
る

こ

と

が

で

き

る

か

は
､

直
接
規
定
が

な

い

が
､

自
治

餞
警
察
が

相
互

に

主

健
を

異
に

す
る

の

に

反
し

て
､

こ

の

場
合
は

同
じ

国
家
の

警
察
に

閲
す
る

か

ら
､

鎮
極

的
に

解
さ

れ

る
｡

も

し

滑
麺

的
に

解
す
る

な

ら

ば
､

上

述
の

園
警
本

部
及

び

管
区

本
部
に

直
魔
の

警
察
官
は

､

国
家

非

常
事

態
の

ほ

か

は

職
務
の

執
行
が

で

き

ず
､

三

溝
人
の

香
貝
の

中

で

こ

の

よ

う

た

警
察
官
を

お

く

規
定
は

理

解
で

き

た

い

こ

と
に

た

る
｡

な

お

琴
森

地

方

警

察
か

ら

自
治

餞

警
察
を

應
援
で

き

る

に

拘
わ

ら

ず
､

そ

の

道
が

認
め

ら

れ

た

い

の

は
､

国
家
地

方

警
察
か

ら

自
治

饅
警
察
に

移
行
す
る

ち

と
が

警
察
法
の

精
神
で

あ
つ

て
､

反
封
に

全

国
的
な

組

絞
を

も
つ

国
家
地

方
.
警
察
が

自

治

鐙
警
察
を

吸

収

し

て

内

務

省
の

下
に

お

け

る

よ

ぅ

な

警
察
ぶ

再

現

す
る

こ

と
を

避
け
た

け
れ

ぽ
た

ら

ぬ

か

ら

で

あ

る
｡

一

丁

自
治
髄

警
察
が

相

互

に

應
援
で

き
な

い

こ

と

は
､

小

自
治

饅
の

贋
察
を

無
力
た

ら

し

め

る

虞
が

あ
る
｡

警
察
法

施
行
令
が

定
め

る

瞥
察

如

瞥

察
の

行
政

管

理

と

遅

替

管
理



】

痛

論

運

算
二

十

田

巻

賃
四

甥

鴎

吏
員
の

定

員
の

基

準
に

よ
れ

ば
､

人
口

五

千
の

町

村
で

は

六

人
､

一

高
五

千
の

町

村
で

は
一

八

人
､

五

萬
の

市
で

は

七
+

ハ

人
､

五

萬
の

町

＼

村
で

竺
(

二

人
を

限

度
と

す
る
｡

.
こ

の

ほ

か

小

自
治

鰻
で

は
､

財
政

上

警
察
を

維
持

す
る

こ

と
が

困

難
で

あ

り
､

更
に

人
事
の

交
流
が

困

.

難
た

現

状
で

､

警
察
職

員
の

昇
進
の

横
合
が

少

く

素
質
が

低

下

す
る

廉
が

あ

る
｡

警
察
吏
員
の

教
育
訓

練
は

､

特
別
区
の

連
合
す
る

区

域

及

び

大
阪

市
の

警
察
を

除
け

ぼ
､

す
べ

て

国
家
地

方

警
察
の

教

養
施
設
に

よ

つ

て

い

る

か

ら
､

警
察
官
と

警
察
委
員
の

人
事
交
流
ほ

容

易

と

思

わ

れ

る

が
､

囲
警
基

本
規
程
に

ょ

れ

ば
､

警
察
官
は

温

査

か

ら

昇
進
す
る

て

と
を

要
し
(

財
八

)

､

巡
査

部
長
以

上
の

警
察
吏
員
で

あ
つ

て

も

巡
査

に

任

命
す
る

ほ

か

は

な
い

｡

た

だ

警
察
法

施
行
の

際
､

現

に

警
察
部
内
の

官
吏
で

あ
つ

て
､

引

結
き

自

治

饅
警
察
の

警
察

吏
員

と

し
て

勤
務

中
の

者
は

.

､

特
に

必

要
あ

る

場

合
､

昭

和
二

八

年
三

月

六

日

ま

で

に

殴
り

､

競
季
試
験
に

ょ

ら

な

い

で
､

国
家
地

方

警
察
の

同

等
又

は

そ

れ

以

下
跡

階
級
に

任

命
す
る

こ

と

が

で

き
､

こ

の

場
合
に

巡
査

部
長
以

上
の

階
級
の

任

命
収

っ

い

て

は

簸
じ

め

本
部
長
官
の

承

認
を

要
す

る

も
の

と

定
め
(

作

瑠
)

､

経
過

的
に

人
事
の

交
流
を

認
め

た
｡

蓋
し

自
治

健
か

ら

国
家
地

方

警
察
に

人
材

を

故
擢
す
る

こ

と

は
､

警
察
法
の

精
神
に

反

す
る

た

め

で

あ

ろ

う
｡

従
つ

て

警
察
官
む

相

雷
の

階
級
の

警
察
吏
員
に

任

用

す
る
ナ
し

と

は
､

自
治

膿
の

基

本
條

例
文

は

基

本
親
柱
で

特
に

規
定
す
れ
ば

可

能
で

あ

る

と

解

す
る

｡

こ

の

よ

う

卑
小

自
治

餞
の

響
零
の

妖

警
解
決

す
る

に

は
､

人

望
寓

(

箭
)

未
瀞
の

自
治

饅
の

▼
警
察
を

廃
止
し

て
､

国
家
地

方
瞥
殊
に

入
れ

る

か

又

は

都
道
府
展
の

自
治

健
警
察
を

認
む
べ

き

も
の

と

す
る

立

法

論
が

あ
る
(

詣
碧

)

｡

又

現

行

法
の

下
で

は
+

警
察
に

関
す
る

一

部
専
務

級

合
を

設

け
る

方

法
が

あ

ゑ
謂
舶
鵬
法

)

｡

こ

の

場
合
に

組

合
各
町

村
は

区

域
が

互

に

接
績
す
る

こ

と
を

要

し
､

又
､

各
町

村
が

澄

∫

費
を

分
揺
す
る

方

法
､

公

安
委

貞
含
要

点
の

選
出
方
法

等
を

協
議
し

た

け
れ

ぽ
な

ら

ぬ
｡

賓
際
に

は

各
町

村
が

人
口

に

此

例
し

て

組

合
雇

費
を

分
嬉
し

､

一

人
又

は

二

人
の

委
員
を

各

別
に

任

命
す
る

場
合
が

多
い

｡
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