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一 

 



 

一 

屋
外
広
告
物
法
は
都
市
の
美
観
、
風
致
や
居
住
地
の
環
境
、
あ
る
い
は
文
化
財
な
ど
が
広
告
物
に
よ
つ
て
害

さ
れ
な
い
よ
う
に
、
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
で
あ
る
が
、
こ
の
保
護
の
名
前
に
重
点
が
か
か
り
過

ぎ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
広
告
の
取
締
り
に
行
き
す
ぎ
が
生
じ
、
広
告
の
価
値
が
軽
視
さ
れ
る
お
そ
れ
が
多
分
に

あ
る
。 

二 

次
に
広
告
の
な
か
に
は
風
致
や
美
観
の
上
で
、
逆
に
役
だ
つ
て
い
る
も
の
が
多
々
あ
る
。
こ
と
に
市
街
地
に

お
い
て
は
、
プ
ラ
ス
す
る
面
が
非
常
に
多
い
。
た
と
え
ば
東
京
都
で
は
、
現
に
オ
リ
ン
ピ
ツ
ク
誘
致
の
た
め
東

京
の
夜
景
を
宣
伝
し
て
、
大
い
に
役
立
て
て
い
る
。
ま
た
外
人
の
間
で
は
ネ
オ
ン
な
ど
に
よ
る
日
本
の
夜
景
の

評
判
が
非
常
に
い
い
。
こ
の
た
め
特
に
夜
景
を
讃
美
し
た
詩
を
寄
せ
た
イ
タ
リ
ア
人
や
、
こ
れ
を
絶
讃
し
た
外 

そ
こ
で
産
業
や
経
済
の
発
達
の
面
で
の
広
告
の
役
割
、
つ
ま
り
広
告
の
経
済
的
価
値
を
こ
こ
で
再
認
識
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

屋
外
広
告
物
の
規
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

行
政
も
地
方
の
末
端
と
な
る
と
、
と
か
く
中
央
の
意
向
が
徹
底
し
な
い
場
合
が
起
り
得
る
。
趣
旨
が
ゆ
が
め 

三 

現
在
の
屋
外
広
告
物
法
は
終
戦
間
も
な
い
昭
和
二
十
四
年
六
月
に
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
産
業
や
経
済
は

急
速
に
復
興
し
、
国
民
の
生
活
様
式
も
一
変
し
た
。
ま
た
広
告
そ
の
も
の
の
質
も
技
術
も
非
常
に
進
歩
し
、
種

類
も
複
雑
に
な
つ
て
き
て
、
一
律
に
取
締
る
の
は
困
難
に
な
つ
て
き
た
が
、
当
局
の
考
え
は
ど
う
か
。 

な
お
最
近
新
聞
な
ど
で
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
ま
で
が
違
反
広
告
で
あ
る
、
な
ど
と
い
わ
れ
る
の
も
、
さ

き
ほ
ど
述
べ
た
取
締
り
の
行
き
す
ぎ
や
、
こ
う
し
た
法
の
制
定
当
時
と
今
日
の
発
展
変
化
と
に
よ
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
か
ら
屋
外
広
告
物
法
を
再
検
討
さ
れ
て
は
ど
う
か
。
保
護
育
成
を
要
す
る
面
に
つ
い

て
は
、
今
後
積
極
的
に
努
力
し
て
欲
し
い
と
思
う
が
政
府
の
考
え
は
ど
う
か
。 

わ
が
国
は
、
輸
出
産
業
や
観
光
事
業
を
今
後
ま
す
ま
す
伸
ば
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
が
、
こ
の

見
地
か
ら
広
告
取
締
り
の
行
き
す
ぎ
の
な
い
よ
う
に
、
特
に
お
願
い
し
た
い
が
当
局
の
考
え
は
ど
う
か
。 

人
旅
行
記
な
ど
も
あ
り
、
観
光
客
の
目
を
大
い
に
楽
し
ま
せ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。 四 

 



 

五 

さ
る
一
月
四
日
付
で
出
さ
れ
た
建
設
次
官
並
び
に
計
画
局
長
の
、
広
告
物
規
制
強
化
に
つ
い
て
の
通
達
は
、
こ

れ
ま
で
法
律
や
条
例
で
規
制
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
し
た
も
の
が
多
く
、
規
定
通
り
実

施
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
を
是
正
し
、
こ
れ
ま
で
の
規
制
通
り
に
実
施
す
る
に
あ
る
と
見
て
差
し
つ
か
え

な
い
か
ど
う
か
。 

ら
れ
た
り
、
誤
ま
ら
れ
た
り
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
こ
と
に
末
端
の
窓
口
で
は
、
ど
う
か
す
る
と
個
人
的

趣
味
や
思
い
つ
き
、
あ
る
い
は
感
情
と
も
思
わ
れ
る
も
の
で
左
右
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。 

こ
と
に
通
達
が
あ
ら
た
め
て
出
さ
れ
た
り
す
る
と
、
末
端
の
理
事
者
は
と
か
く
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
、
錯
覚

を
起
こ
し
や
す
い
の
で
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
が
、
こ
の
配
慮
に
つ
い
て
当
局
の
考
え
は
ど

う
か
。 

つ
ま
り
未
制
定
、
未
規
制
の
県
は
別
と
し
て
、
す
で
に
規
制
し
て
い
る
都
道
府
県
に
関
す
る
限
り
、
現
行
の

条
例
の
範
囲
で
当
局
は
満
足
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
は
、
既
存
の
地
方
自
治
体
の
条
例
程
度
で
、
将 

五 

 



 

六 

通
達
の
な
か
に
あ
る
『
記
の
第
二
項
の
第
一
号
』
は
、
屋
外
広
告
物
法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
運
用
で
あ
ろ

う
が
、
こ
こ
に
あ
る
『
通
過
』
と
か
『
望
見
』
と
い
う
言
葉
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
適
用
地
域
を
い
く
ら
で
も
広
げ

ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
解
釈
を
、
例
を
あ
げ
て
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

七 

つ
ぎ
に
同
じ
く
通
達
の
『
記
の
第
二
項
の
第
二
号
』
の
意
味
は
ど
う
な
の
か
。
つ
ま
り
『
記
の
前
号
』
以
外
の
地

域
で
も
、
美
観
や
風
致
の
必
要
を
認
め
た
地
域
は
制
限
地
域
と
し
て
、
広
告
物
を
許
可
制
に
し
得
る
と
い
う
意 

来
と
も
に
よ
い
か
ど
う
か
を
伺
い
た
い
。
と
い
う
の
は
通
達
の
題
名
が
『
広
告
物
の
規
制
の
強
化
に
つ
い
て
』
と

あ
る
の
で
、
今
度
あ
ら
た
め
て
規
定
を
強
化
し
、
事
実
上
規
制
を
強
く
す
る
意
味
が
あ
る
よ
う
に
受
け
と
れ
る

の
で
、
特
に
こ
の
点
念
を
押
し
て
お
き
き
し
た
い
。 

こ
れ
は
市
街
地
、
あ
る
い
は
商
業
地
域
、
工
業
地
域
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
。
景
色
の
い
い
山
岳
や

湖
水
、
海
浜
を
背
景
と
す
る
市
街
地
や
商
工
業
地
域
は
、
全
国
至
る
と
こ
ろ
に
ま
ま
あ
る
。
富
士
山
を
背
に
し

た
静
岡
県
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ど
の
程
度
に
扱
わ
れ
る
の
か
。
対
照
に
な
る
か
ど
う
か
。 

六 

 



 

九 

通
達
『
記
の
第
二
項
の
第
二
号
』
は
、
屋
外
広
告
物
法
第
四
条
第
一
項
の
第
七
号
の
適
用
だ
と
思
う
が
、
こ
れ
と 

八 

右
の
意
味
だ
と
す
る
と
、
さ
き
ほ
ど
の
市
街
地
や
商
工
業
地
帯
が
ふ
た
た
び
心
配
に
な
つ
て
く
る
。
こ
れ
が

対
照
に
な
る
と
す
れ
ば
、
広
告
主
や
広
告
業
者
へ
の
影
響
は
非
常
に
大
き
い
。
ひ
い
て
は
観
光
や
輸
出
産
業
の

振
興
を
も
阻
害
す
る
も
の
と
思
う
。 

特
に
後
段
に
あ
る
『
表
示
面
積
三
十
メ
ー
ト
ル
平
方
以
下
と
か
、
当
該
道
路
な
ど
か
ら
の
隔
た
り
や
広
告
物

相
互
間
の
隔
た
り
百
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
』
規
程
は
、
市
街
地
の
広
告
も
野
立
な
み
と
な
り
、
事
実
上
広
告

を
全
面
的
に
禁
止
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
し
た
が
つ
て
今
日
の
経
済
の
現
状
や
、
市
街
地
の
実
体
に
そ
わ
な
い

も
の
で
あ
る
が
、
現
に
東
京
都
で
は
、
今
後
は
ネ
オ
ン
を
規
制
す
る
と
の
う
わ
さ
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
ネ
オ

ン
の
観
光
的
効
用
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
規
制
に
つ
い
て
は
市
街
地
を
除
外
す
る
こ
と
を
で

き
る
だ
け
早
く
明
文
化
さ
れ
た
い
と
思
う
が
ど
う
か
。 

味
な
の
か
ど
う
か
。 

七 

 



 

 

八 

同
様
の
懸
念
の
あ
る
の
は
、
同
じ
く
法
第
四
条
第
二
項
の
第
四
号
の
、
指
定
す
る
物
件
に
つ
い
て
の
運
用
に
問

題
が
残
る
。
こ
の
物
件
は
市
街
地
の
ビ
ル
な
ど
の
屋
上
を
利
用
す
る
建
設
物
の
場
合
や
、
広
告
塔
な
ど
を
含
む

の
か
ど
う
か
で
あ
る
。 

そ
こ
で
屋
外
広
告
物
法
第
四
条
第
一
項
の
第
七
号
と
、
第
二
項
の
第
四
号
の
精
神
と
内
容
を
再
確
認
し
た
い
。 

一
〇 

な
お
ネ
オ
ン
広
告
の
場
合
な
ど
、
屋
外
広
告
物
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
掲
示
で
き
る
広
告
塔

な
ど
が
、
た
ま
た
ま
末
端
理
事
者
の
主
観
的
考
え
で
、
大
き
さ
、
形
態
あ
る
い
は
色
彩
を
制
限
す
る
場
合
が

往
々
あ
る
。
こ
れ
ら
は
技
術
的
知
識
を
持
た
な
い
理
事
者
の
独
善
的
行
政
執
行
で
あ
り
、
さ
き
の
通
達
の
精
神

か
ら
い
つ
て
も
反
す
る
も
の
と
思
う
が
ど
う
か
、
政
府
の
所
信
を
質
し
た
い
。 

な
お
、
こ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
審
議
会
に
技
術
的
に
わ
か
る
業
界
代
表
や
学
識
専
門
家
を
加
え
る
必
要

が
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
の
点
も
あ
わ
せ
て
お
伺
い
し
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


