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答申第１８６号

答 申

第１ 審査会の結論

実施機関は、審査請求の対象となった情報のうち、次に掲げる部分を除き開示すべ

きである。

１ 誤記等により改めて切符を作成し違反者に交付された場合における当該切符の

切符番号（以下「交付された切符番号」という。）

２ 個人の年齢、身体的状況等に係る記述

３ 違反を告知するに至らなかった理由に係る記述

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書の開示請求

審査請求人は、平成２４年１２月２８日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈

良県条例第３８号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県警

察本部長（以下「実施機関」という。）に対し、「毀損・汚損等により使用できなく

なった交通違反の告知に関する書類及び当該処理経過が分かるもの。（平成２３年、

平成２４年分）」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。

平成２５年１月７日、実施機関は、文書の特定に不備があるとして、審査請求人に

対し補正を求める通知を行った。

平成２５年１月１５日、審査請求人は、請求する文書の名称等を「○対象年月 平

成２３年、平成２４年分 ○所属名 高田警察署 ○行政文書 交通（反則）切符返

納書」とする補正を行った。

２ 実施機関の決定

平成２５年３月１日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書として、次の

（１）開示する行政文書（以下「本件行政文書」という。）のとおり特定した上で、

（２）開示しない部分を除いて開示する旨の行政文書の一部開示決定（以下「本件決

定」という。）を行い、（３）開示しない理由を付して、審査請求人に通知した。

（１）開示する行政文書

交通（反則）切符返納書（平成２３年・平成２４年 高田警察署）

（２）開示しない部分

ア 決裁枠の印影の一部

イ 交通反則切符番号欄の一部、被疑者氏名欄の一部及び返納理由欄の一部

（３）開示しない理由

ア （２）のア

条例第７条第２号に該当
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特定の個人を識別することができるものであり、警部補以下の階級にある警察

官及びそれに相当する職員の印影は、慣行として公にされ、又は公にすることが

予定されていないため。

イ （２）のイ

条例第７条第２号に該当

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため又は特定

の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益

を害するおそれがあるため。

条例第７条第４号に該当

道路交通法違反取締りに関する情報であり、開示することにより、交通違反の

助長又は誘発につながるおそれがあるほか、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の

維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるた

め。

条例第７条第６号に該当

道路交通法違反取締りに関する情報であり、開示することにより、将来交通指

導取締りの目的が達成できなくなり、又は公正若しくは円滑な執行に支障が生ず

るなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

３ 審査請求

審査請求人は、平成２５年４月５日、本件決定を不服として、行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第５条の規定に基づき、実施機関の上級行政庁である奈良

県公安委員会（以下「諮問実施機関」という。）に対し、本件決定を取り消し、不開

示とした部分のうち返納理由欄（以下「本件不開示情報」という。）の開示を求める

審査請求を行った。

なお、その他の不開示部分は、審査請求の対象となっていない。

４ 諮 問

平成２５年４月１８日、諮問実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情

報公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求に係る諮問を行

った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

原処分を取り消し、不開示とした部分のうち、返納理由欄を開示するとの裁決を求

める。

２ 審査請求の理由

奈良県警察本部長は、処分の理由として奈良県情報公開条例第７条第２号、第４号

及び第６号に該当するとして返納理由欄を不開示としている。しかし、返納理由欄を

開示したとしても、その情報だけでは特定の個人を識別することができるとはいえな
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いため、第２号を適用したのは誤りである。また、返納理由欄の一部については開示

されていることから第４号及び第６号を適用する理由はない。

よって、奈良県警察本部長は、当該情報を開示すべきである。

第４ 諮問実施機関の説明要旨

諮問実施機関が、理由説明書及び口頭理由説明において説明している本件決定の理

由は、おおむね次のとおりである。

１ 理由説明書

（１）本件対象文書について

交通（反則）切符返納書（以下「切符返納書」という。）は、交通反則通告制度

の実施について（昭和４３年６月例規第１７号）及び道路交通法違反事件迅速処理

のための共用書式（交通切符）の実施について（昭和４３年６月例規第１６号）に

基づき、所属長が交通取締りを行った警察官等から誤記、汚損等の理由により返納

を受けた交通（反則）切符１か月分を取りまとめ、交通指導課に返納する際に作成

する行政文書で、返納切符１件ごとに交通反則切符番号、被疑者氏名及び返納理由

を記載している。

（２）交通反則切符番号欄及び被疑者氏名欄の開示しない理由の訂正について

平成２５年３月１日付け交指第１４０号で審査請求人に発出した行政文書一部開

示決定通知書の別紙「開示しない部分とその理由」において、交通反則切符番号欄

の一部、被疑者氏名欄の一部及び返納理由欄の一部が条例第７条第２号、第４号及

び第６号に該当するとしているが、交通反則切符番号欄の一部及び被疑者氏名欄の

一部については条例第７条第２号にのみ該当し、条例第７条第４号及び第６号には

該当しないので、本書面において訂正する。

（３）返納理由欄の条例第７条第２号該当性について

条例第７条第２号には、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守る立場から、個人

のプライバシーを最大限に保護するため、個人に関する情報は、不開示とすること

を定めている。

条例第７条第２号にいう個人に関する情報とは、個人の内心の秘密に関する情報、

個人の経歴又は社会的活動に関する情報、個人の財産に関する情報、個人の心身の

状況に関する情報、個人の私生活に関する情報その他個人との関連性を有する全て

の情報を意味し、具体的には、思想、信条、学歴、収入、病歴、家族関係その他一

切の個人情報をいう。

第２号条文中にある「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により

特定の個人を識別することができるもの」の「その他の記述等」とは、公安委員会

・県警察における情報公開条例審査基準（以下「審査基準」という。）において、

住所、電話番号、役職名、個人別に付された記号、番号（振込口座番号、試験の受

験番号、保険証の記号番号）等が挙げられており、また、当該情報に含まれる氏名

以外の記述等が組み合わされることにより、特定の個人を識別することができるこ
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ととなる場合も含まれるとされている。

切符返納書の返納理由欄には返納理由のほか、改めて作成し違反者に交付した切

符番号が記載されている。

この違反者に交付した切符の番号は上記に掲げる個人別に付された記号、番号そ

のものであり、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが、なお違反者個人の権利利益を害するおそれがあることから条例

第７条第２号に該当するとして不開示としたものである。

また、返納理由欄に新たな切符番号が記載されていない返納切符及び被疑者氏名

欄が空白である返納切符の返納理由欄については、対象者の面前で交通（反則）切

符を作成しかけたが取調べを進めた結果、交通反則通告制度適用外の違反であった

り、切符処理には至らないと判断されたことなどにより返納された切符の返納理由

が記載されている。返納理由欄を公にすることにより事情を承知している本人が自

己の情報が記載されていることに気づくなど、特定の個人を識別することはできな

いが、なお個人の権利利益を害するおそれがあることから条例第７条第２号に該当

するとして不開示としたものである。

（４）条例第７条第４号、第６号該当性について

条例第７条第４号は公共の安全と秩序の維持に係る情報について、公にすること

により、これに支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理

由がある情報の不開示情報としての要件を定めるものである。

ここでいう「公共の安全と秩序の維持」とは審査基準において、犯罪の予防、鎮

圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたもの

を意味するものであるが、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）違反事件等の

行政法規違反の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがある情報や、これらの犯罪を容易

にするおそれがある情報も対象となるとされている。

条例第７条第６号は県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、当該

事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあ

る情報を不開示とすることを定めたものである。

切符返納書の返納理由欄には違反を告知するに至らなかった理由等が記載されて

おり、これらを開示すると指導警告にとどまる範囲内での違法な行為を助長するお

それがあるほか、違反者が取締りを不当に免れるため、自己に都合が良いように違

反事実をわい曲することなどが予想される。これらの結果、検挙の対象とならない

交通違反が増加し、道路交通における公共の安全と秩序の維持に影響を及ぼし、ま

た、交通取締りにおける適正かつ公正な判断の前提となる事実確認が困難になるな

ど、適正な交通取締り業務に大きな支障を及ぼすおそれがあることから条例第７条

第４号及び第６号に該当するとして不開示としたものである。

（５）結語

以上のことから、実施機関が行った本件決定は妥当なものであり、審査庁である

公安委員会としては、本件決定について原処分維持が適当と考える。

２ 口頭理由説明
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（１）返納理由欄には切符番号が記載されることがあるが、違反者に交付した後は、そ

れぞれの違反ごとの固有番号となり、例えば、違反者に送付する反則金の納付書、

通知はがき又は出頭通知書等に記載する等、処分に係る手続においても使用するも

のであり、違反者個人を特定できる情報である。また、同乗者の情報についても、

返納書に記載されている日付や警察署、違反の内容等と合わせることで、当事者が

自己の情報が開示されていることに気づくなど、特定の個人を識別することはでき

ないが、なお個人の権利利益を害するおそれがあると考えられる。

（２）返納理由には、一旦停止を求めながら違反を告知するに至らなかったようなもの

が含まれており、これを開示すると、このようにすれば言い逃れができるというよ

うな誤解を広め、捜査や交通取締り行政上支障を招くおそれがある。これらの情報

を積み重ねることで違反逃れを助長する部分もあり、部分ごとの開示不開示の判断

にはなじまないと考える。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の

県政への参加を促進し、もって県民の知る権利への理解を深めつつ、県の有するその

諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた県民

本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運用

に当たっては、県民の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければなら

ない。

しかし、この行政文書開示請求権も絶対的で無制限な権利ではなく、個人、法人等

の権利利益や、公共の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示しな

いことに合理的な理由がある情報を不開示情報として、条例第７条に規定している。

これらの条例上不開示とされている情報については、条文の趣旨に沿って客観的に判

断する必要がある。

したがって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件行政文書が、不開示情報

を規定する条例第７条各号に該当するかどうかを、その文理及び趣旨に従って判断す

るとともに、本件事案の内容に即し、個別、具体的に判断することとする。

２ 本件行政文書について

本件行政文書は、警察官が、交通取締りを行う際に交通切符等について、誤記、汚

損等の理由により所属長に返納したものを、当該所属長が、１か月分を取りまとめ、

奈良県警察本部長（交通部交通指導課）に返納する際に作成する行政文書で、返納元

の所属長名、返納された交通切符等に係る切符番号、被疑者氏名及び返納理由等が記

載されている。

３ 本件決定の妥当性について
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実施機関は、本件不開示情報について、条例第７条第２号、第４号又は第６号に該

当すると主張しているので、以下検討する。

（１）条例第７条第２号、第４号及び第６号について

条例第７条第２号本文は、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」（前

段）、「又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお

個人の権利利益を害するおそれがあるもの」（後段）を原則として不開示情報とす

る旨規定している。

同号ただし書は、同号本文に該当する情報であっても、「ア法令等の規定により

又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「イ人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる

情報」、「ウ当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行

に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の

内容に係る部分」のいずれかに該当する情報については、同号の不開示情報から除

外することとしている。

同条第４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関

が認めることにつき相当の理由がある情報」については、不開示とすることを定め

ている。

同条第６号は、「県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは

地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって」（前段）、「公にする

ことにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」（後段）を不開示情報とする旨

規定している。

（２）不開示情報該当性について

ア 条例第７条第２号該当性について

諮問実施機関は、本件不開示情報については、条例第７条第２号に該当すると

主張している。

不開示とされた返納理由欄には、交通切符等の返納理由が記載されており、ま

た、誤記等により改めて切符を作成し違反者に交付された場合は、交付された切

符番号が併せて記載されている。

返納理由については、誤記、汚損その他の返納に至った理由が記載されている

が、この一部に、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）に定める除外

規定に該当する旨が返納理由として記載されているものがあり、その要件を満た

すことを示す個人の年齢、身体的状況等に係る記述が認められる。

当該記述は、これのみでは直ちに違反者等を識別できるものではないが、本件

決定により既に開示されている返納元の所属名及び返納年月と照らし合わせると、

当該違反者等の知人等、一定の範囲の者には、当該違反者等を特定できるおそれ

があることは否定できない。このことから、当該記述は、個人に関する情報であ



- 7 -

って、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第７条第２号本文前

段に掲げる情報に該当する。また、当該記述は、公にする法令等の規定及び慣行

もなく、公にすることが予定されている情報でもないので同号ただし書アに該当

せず、また、同号ただし書イ及びウのいずれにも該当しない情報であることは明

らかである。

したがって、当該記述は、条例第７条第２号の不開示情報に該当する。

返納理由のうち、上記の記述以外の記述について、諮問実施機関は、当該記述

を公にすることにより事情を承知している本人が自己の情報が記載されているこ

とに気づくなど、特定の個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益

を害するおそれがあることから条例第７条第２号本文後段に掲げる情報に該当す

ると主張しているが、違反者等が自己の情報が記載されていることに気づくこと

があったとしても、これをもって当該違反者等の権利利益を害するおそれがある

とは認められない。

したがって、返納理由のうち、個人の年齢、身体的状況等に係る記述以外の記

述は、条例第７条第２号に該当しない。

次に、交付された切符番号については、交通切符等ごとにあらかじめ付された

通し番号が切符返納書に転記されたものであるが、諮問実施機関の説明によると、

違反者に交付した後は、それぞれの違反者ごとの固有番号となり、例えば、違反

者に送付される反則金に係る納付書、通知はがき又は出頭通知書に記載される等、

処分に係る手続において使用されるとのことである。

そうすると、交付された切符番号は、単なる通し番号ではなく、処分に係る手

続において、違反者本人であることの真正性を担保する機能を持つ情報であると

いうことができる。

したがって、交付された切符番号は、個人に関する情報であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

る情報であると認められ、条例第７条第２号本文前段に掲げる情報に該当する。

また、交付された切符番号は、公にする法令等の規定及び慣行もなく、公にする

ことが予定されている情報でもないので同号ただし書アに該当せず、また、同号

ただし書イ及びウのいずれにも該当しない情報であることは明らかである。

したがって、交付された切符番号は、条例第７条第２号の不開示情報に該当す

る。

イ 条例第７条第４号及び第６号該当性について

諮問実施機関は、本件不開示情報のうち、違反を告知するに至らなかった理由

に係る記述については、公にすることにより、指導警告にとどまる範囲内での違

法な行為を助長する等により、検挙の対象とならない交通違反が増加し、道路交

通における公共の安全と秩序の維持に影響を及ぼす等のおそれがあることから条

例第７条第４号及び第６号に該当すると主張している。

交通取締りの現場においては、相手方が様々な手段を用いて取締りを逃れよう

とする状況が想定されるところであり、当該記述が公にされることにより、これ

らの者に有意な情報を提供することになるおそれは否定できず、道路交通におけ

る公共の安全と秩序の維持に影響を及ぼす等のおそれがあると認められる。
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したがって、当該記述は、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報で

あると認められ、条例第７条第４号の不開示情報に該当する。

しかし、本件不開示情報のうち、例えば、罰条の誤記、汚損を返納理由として

記載したもの等、違反を告知するに至らなかった理由に係る記述以外の記述につ

いては、これを公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報であるとは認め

られないことから、条例第７条第４号に該当しない。また、当該事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第７条

第６号にも該当しない。

ウ まとめ

以上のことから、本件不開示情報のうち、交付された切符番号、個人の年齢、

身体的状況等に係る記述及び違反を告知するに至らなかった理由に係る記述を除

くその余の部分については、条例第７条第２号、第４号及び第６号のいずれにも

該当せず、開示すべきである。

４ 結 論

以上の事実及び理由により、当審査会は、「第１ 審査会の結論」のとおり判断す

る。
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（別 紙）

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成２５年 ４月１８日 ・ 諮問実施機関から諮問を受けた。

平成２５年 ５月３０日 ・ 諮問実施機関から理由説明書の提出を受けた。

平成２８年 ３月１１日 ・ 事案の審議を行った。

（第１９３回審査会） ・ 事案の併合を行った。

平成２８年 ４月２８日 ・ 諮問実施機関から不開示理由等を聴取した。

（第１９４回審査会） ・ 事案の審議を行った。

平成２８年 ５月２６日 ・ 事案の審議を行った。

（第１９５回審査会）

平成２８年 ６月２３日 ・ 事案の審議を行った。

（第１９６回審査会）

平成２８年 ７月２８日 ・ 事案の審議を行った。

（第１９７回審査会）

平成２８年 ８月３１日 ・ 答申案のとりまとめを行った。

（第１９８回審査会）

平成２８年 ９月２６日 ・ 諮問実施機関に対して答申を行った。
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（参 考）

本 件 答 申 に 関 与 し た 委 員

（五十音順・敬称略）

氏 名 役 職 名 備 考

以呂免義雄 弁護士 会 長 代 理
い ろ め よ し お

奈良女子大学研究院生活環境科学系
久保 博子
く ぼ ひ ろ こ

教授（住生活・住環境学）

関西学院大学法学部法律学科教授
野田 崇
の だ たかし

（行政法）

細見三英子 元産経新聞社記者
ほ そ み み え こ

大阪学院大学法学部・法学研究科教授
南川 諦弘 会 長
みなみがわ あきひろ

（行政法）、弁護士


