
―
改
正
条
例
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
か
。

山
本　

第
一
は
、
今
回
は
可
能
な
限
り
規
制
を
強
化

し
厳
し
く
屋
外
広
告
物
を
監
視
す
る
姿
勢
を
と
っ
た

こ
と
。
こ
れ
ま
で
無
秩
序
な
看
板
に
対
す
る
批
判
が

あ
っ
た
が
、
野
放
し
に
な
っ
て
い
た
。
景
観
は
目
の

前
に
よ
け
い
な
も
の
が
な
い
こ
と
で
視
野
が
広
が

り
、
視
覚
を
刺
激
せ
ず
心
が
落
ち
着
き
、
精
神
的
な

高
ま
り
が
生
じ
る
空
間
に
な
る
。
県
民
の
理
解
の
下

に
広
告
物
、
看
板
の
乱
立
を
な
く
し
景
観
が
よ
く
な

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
第
二
に
、
地
域
性
に
配

慮
し
、
個
性
あ
る
景
観
を
形
成
で
き
る
よ
う
、
キ
メ

細
か
な
対
応
を
し
て
い
る
。
住
民
の
合
意
の
下
に
県

の
基
準
と
異
な
る
基
準
を
つ
く
り
適
用
で
き
る
「
屋

外
広
告
景
観
モ
デ
ル
地
区
」
指
定
制
度
を
導
入
し
て

い
る
。
最
初
の
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
、
高
畠
町
中
央

通
り
商
店
街
、
西
川
町
弓
張
平
、
鶴
岡
市
西
部
地
区
、

金
山
町
の
四
地
区
が
指
定
に
向
け
て
準
備
し
て
い

る
。
第
三
に
、
基
準
を
つ
く
っ
て
も
実
行
性
が
乏
し

い
の
で
は
意
味
が
な
い
の
で
、
実
際
に
実
施
で
き
る

よ
う
配
慮
し
た
。
建
設
事
務
所
ご
と
担
当
者
を
増
員

し
実
態
調
査
か
ら
始
め
て
い
る
が
、
特
に
問
題
が
あ

る
も
の
か
ら
撤
去
す
る
準
備
を
進
め
て
い
る
。

―
新
し
い
条
例
は
旧
条
例
と
ど
こ
が
、
ど
の
よ
う

に
違
う
の
か
。

山
本　

こ
れ
ま
で
の
条
例
は
民
間
が
設
置
し
た
屋
外

広
告
物
が
対
象
だ
っ
た
が
、
今
回
は
国
も
含
め
て
行

政
が
設
け
る
公
共
の
も
の
も
対
象
と
し
届
け
出
を
義

務
づ
け
、
官
民
を
問
わ
ず
規
制
し
て
い
る
。
行
政
が

模
範
的
に
実
行
し
て
も
ら
う
意
味
も
あ
り
、
公
共
機

関
が
設
置
し
た
も
の
で
撤
去
し
た
も
の
も
既
に
い
く

つ
か
あ
る
。
規
制
は
大
き
く
特
別
（
禁
止
）
地
域
と

普
通
（
許
可
）
地
域
と
に
分
か
れ
る
が
、
禁
止
地
域

は
可
能
な
限
り
拡
大
し
、
許
可
地
域
も
五
段
階
規
制

に
な
っ
て
い
る
新
条
例
の
最
も
緩
い
規
制
が
旧
条
例

の
規
制
基
準
に
相
当
す
る
厳
し
い
内
容
に
な
っ
て
い

る
。
都
市
計
画
の
用
途
地
域
で
も
、
こ
れ
ま
で
は
市

街
化
区
域
も
市
街
化
調
整
区
域
も
同
じ
基
準
で
規
制

し
た
が
、
今
回
は
住
居
専
用
地
域
と
商
業
地
域
と
の

基
準
を
異
な
る
も
の
に
す
る
な
ど
用
途
に
合
う
よ
う

に
基
準
を
明
確
に
し
、
指
導
し
や
す
い
よ
う
に
変
え

て
い
る
。
ま
た
、
都
市
計
画
用
途
地
域
外
で
、
国
道
、

県
道
、
広
域
農
道
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

 

以
内
を
許
可
地
域
と

し
て
い
る
が
、
県
道
や
農
道
を
含
め
て
行
う
の
は
本

県
独
自
の
取
り
組
み
で
あ
り
、
全
国
で
初
め
て
。
野

立
て
看
板
や
壁
面
看
板
の
規
制
は
旧
条
例
で
は
三
十

平
方
メ
ー
ト
ル

 

以
下
と
い
う
面
積
規
制
が
中
心
だ
っ
た
。
改

正
条
例
で
は
道
路
端
の
地
上
か
ら
二
メ
ー
ト
ル

 

の
高
さ
を
視

点
と
し
、
そ
こ
か
ら
仰
角
一
四
度
以
内
に
広
告
物
が

収
ま
る
よ
う
に
す
る
「
仰
角
規
制
」
を
全
国
で
初
め

て
導
入
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
建

●　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
制
新
政
意
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■
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
制
新
政
意　

山
本
善
行
県
土
木
部
長
に
聞
く

　
　

美
し
い
県
土
景
観
へ

　
　
　
　
　

屋
外
広
告
物
に
新
ル
ー
ル

　

県
屋
外
広
告
物
条
例
が
改
正
さ
れ
今
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
屋
外
広
告
物
の
在
り
方

は
本
県
の
景
観
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
景
観
は
、
本
県
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
大
き
な
位
置

を
占
め
る
だ
け
で
な
く
、
県
民
の
郷
土
観
、
生
活
文
化
、
観
光
産
業
な
ど
に
与
え
る
影
響
も
大

き
い
。
改
正
条
例
が
意
図
す
る
も
の
は
何
か
、
新
し
い
制
度
の
仕
組
み
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

山
本
善
行
県
土
木
部
長
に
聞
い
た
。
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築
家
メ
ル
テ
ン
ス
が
考
案
し
た
理
論
で
、
経
験
則
か

ら
仰
角
一
四
度
以
内
の
視
野
に
対
象
物
が
収
ま
れ
ば

周
囲
の
風
景
の
一
部
と
し
て
溶
け
込
む
と
い
う
も

の
。
条
例
は
今
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
が
、
旧
条

例
で
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
も
順
次
改
善
し
て
も

ら
う
こ
と
に
な
る
。五
年
間
の
猶
予
期
間
が
あ
る
が
、

な
る
べ
く
早
く
直
し
て
も
ら
い
た
い
。
色
は
規
制
の

対
象
に
な
っ
て
い
な
い
が
、指
導
は
し
て
い
き
た
い
。

―
高
速
道
か
ら
眺
め
る
本
県
の
景
観
は
実
に
美
し

い
。
と
こ
ろ
が
、
高
速
道
を
降
り
る
と
一
変
し
て
屋

外
広
告
物
が
氾
ら
ん
し
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
な
景
観
に
な

る
。
旧
条
例
は
な
ぜ
景
観
形
成
に
貢
献
で
き
な
か
っ

た
の
か
、
改
正
条
例
は
機
能
す
る
の
か
。

山
本　

旧
条
例
の
基
準
は
大
ざ
っ
ぱ
で
有
効
に
機
能

し
な
か
っ
た
。
条
例
改
正
へ
至
っ
た
最
大
の
理
由
は

時
代
の
要
請
で
あ
ろ
う
。
美
し
い
県
土
を
つ
く
る
に

は
景
観
づ
く
り
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
出
て
き

た
。
県
民
全
体
の
認
識
が
低
い
と
行
政
と
し
て
も
表

面
的
な
指
導
に
な
り
が
ち
だ
。
県
と
し
て
も
組
織
と

し
て
景
観
向
上
に
力
を
投
入
し
に
く
か
っ
た
。だ
が
、

条
例
改
正
に
よ
っ
て
県
と
し
て
の
取
り
組
む
べ
き
姿

勢
が
明
確
に
な
り
、
組
織
的
な
対
応
が
可
能
に
な
っ

て
き
た
。
ま
た
、
以
前
は
私
権
を
制
限
す
る
こ
と
に

慎
重
な
風
潮
が
あ
り
、こ
の
た
め
規
制
が
緩
く
な
り
、

目
に
見
え
る
形
で
景
観
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
は
公
共
空
間
に
対
す
る
世

の
中
の
認
識
が
高
ま
り
、
規
制
も
や
り
や
す
く
な
っ

た
。
以
前
は
公
共
的
な
看
板
は
「
公
的
な
活
動
だ
か

ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た

が
、
今
は
撤
去
を
要
請
す
る
と
「
分
か
り
ま
し
た
」

と
自
ら
協
力
し
よ
う
と
い
う
風
潮
へ
と
変

わ
っ
て
い
る
。
高
速
道
路
の
寒
河
江
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
そ
ば
に
あ
る
道
路
公
団
の

完
成
予
想
看
板
も
、
月
山
が
見
え
に
く
い

こ
と
を
申
し
上
げ
て
撤
去
に
協
力
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
本
県
は
自
然
が
素
晴
ら
し

く
、
自
然
は
重
要
な
社
会
資
本
で
あ
る
と

思
う
。
自
然
を
大
切
に
す
れ
ば
観
光
資
源

と
し
て
の
県
土
の
価
値
も
高
ま
り
、「
山
形

へ
行
っ
て
み
た
い
」
と
思
う
人
が
多
く
な

り
観
光
産
業
が
成
長
で
き
る
。
こ
の
自
然

景
観
を
効
果
が
上
が
る
形
で
生
か
す
の
が

屋
外
広
告
物
設
置
の
ル
ー
ル
。
そ
し
て
、

質
の
高
い
ル
ー
ル
は
県
民
の
心
を
も
豊
か

に
し
、
創
造
的
な
県
民
の
心
を
は
ぐ
く
ん

で
い
く
。
人
間
は
環
境
の
動
物
で
あ
り
、

景
観
と
い
う
環
境
の
影
響
を
受
け
て
創
造

的
な
人
が
出
て
く
る
。
看
板
類
は
人
間
を

刺
激
は
す
る
が
、
人
間
性
の
本
質
的
な
と

こ
ろ
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
は
思
え
な

い
。
理
想
は
高
く
、
現
実
は
一
歩
一
歩
地

道
に
や
り
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
理
解

し
て
も
ら
え
る
仲
間
を
着
実
に
増
や
し
て

い
き
た
い
。

●　

美
し
い
県
土
景
観
へ  
屋
外
広
告
物
に
新
ル
ー
ル
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屋外広告物条例改正に関する県民、関係者の意見と対応

対　　　　　　応主な意見・要望

・規制を強化することを条例改正の基本
方針とする

・屋外広告物が安全上、景観上、不快で
ある＝68%

一　
　

般　
　

県　
　

民

・法令指定の地域ごとの５段階規制を行
う

・屋外広告物を地域の特性に応じて規制
すべき＝81%

・公共広告物も原則として規制の対象と
し、例外扱いはしない

・公共広告物もある程度規制すべき
　＝52%
・公共広告物も民間広告物と同様に規制
すべき＝10%

・広域農道も国道、県道に準じてその沿
線を規制地域とする

・広域農道沿道を規制すべき

・県境、空港、高速道路周辺の規制を強
化する

・県の玄関口は本県のイメージをよくす
るため規制を強化すべき＝41%

・広告景観モデル地区制度を導入し、地
域に合った警景観形成を可能にする

・自然公園内の規制が厳しく経済活動を
阻害

屋
外
広
告
物
業
者

・自然景観の保全は重要であり緩和しな
い

・郊外沿道規制が厳しく緩和すべき

・準工業地域に限り規制を緩和する・工業地域等の規制を緩和すべき

・数値による面積制限でなく、壁面に対
する割合を規制の基準とする

・屋上利用広告の規制を緩和すべき

・景観に対する影響が比較的軽微で、施
設案内広告が多いことから一部緩和す
る

・電柱利用広告の規制を緩和すべき

・自然公園法で規制されている特別地域
は屋外広告物条例の適用外とする

・自然公園等他法令で規制している地域
の二重規制を避けるべき

行　
　

政　
　

機　
　

関

・国、地方公共団体、公共法人等に限り
届け出を必要とする（届け出制導入）

・公共団体からの手数料徴収を免除すべ
き

・景観を阻害しない必要最小限の広告物
は公共団体のものに限り適用除外

・公共団体で表示している集落、住居表
示は適用除外とすべき

・適用除外とする・通行者の安全を図る工事用看板は適用
除外とすべき

・既存広告物を新基準に適合させる猶予
期間（経過措置）を５年設ける

・既に設置している広告物については新
規制をかけるべきでない

・公益性があっても景観に与える影響は
民間広告物と同じであり規制する必要
がある

・公共看板は公益性があるので適用除外
すべき

・景観、環境行政は県民の求めるところ
であり、経済の規制緩和とは性質を異
に擂る。ただし、許可期間は１年から
３年に延長

・規制強化は昨今の規制緩和や行財政改
革の方針に逆行する
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