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３
０
０
円
（
’93
年
度
）
と
な
っ
て
お
り
、

年
々
増
加
し
て
い
る
。

自
治
体
は
ど
こ
も
ご
み
問
題
に
悩
ん

で
い
る
が
、「
ご
み
を
出
さ
な
い
よ
う

に
」
と
訴
え
て
も
、
な
か
な
か
成
果
が

上
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
有
料
化
案
が
浮

上
す
る
。
有
料
化
は
ご
み
処
理
コ
ス
ト

の
高
騰
と
い
う
背
景
も
あ
る
が
、
経
済

的
負
担
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
排
出
量

の
自
主
抑
制
を
促
す
ね
ら
い
が
大
き
い
。

粗
大
ご
み
以
外
の
家
庭
ご
み
の
処
理

を
有
料
化
し
て
い
る
市
町
村
は
全
体
の

35
％
で
、
現
実
に
減
量
効
果
も
出
て
い

る
。
’96
年
に
は
東
京
都
が
大
都
市
で
初

め
て
事
業
系
ご
み
の
処
理
を
全
面
有
料

化
し
、
６
・
８
％
の
減
量
に
つ
な
が
っ

た
。
東
京
都
清
掃
審
議
会
は
「
状
況
を

見
な
が
ら
家
庭
ご
み
の
処
理
も
有
料
化

す
べ
き
」
と
中
間
答
申
を
ま
と
め
て
い
る
。

ご
み
処
理
の
有
料

化
の
是
非
を
巡
っ

て
、
論
者
の
見
解

は
分
か
れ
る
。

有
料
化
賛
成
派

は
、
有
料
化
に
よ

っ
て
排
出
量
の
自

主
抑
制
を
促
す
と
い
う
理
由
の
ほ
か
、

「
ビ
ン
や
缶
、
紙
な
ど
資
源
と
し
て
使
え

る
も
の
を
ご
み
処
理
に
出
せ
ば
、
そ
の

分
お
金
を
多
く
取
ら
れ
る
か
ら
リ
サ
イ

ク
ル
に
回
す
よ
う
に
な
る
」
こ
と
を
理

由
に
挙
げ
て
い
る
。

一
方
、
有
料
化
反
対
派
の
主
な
論
拠

は
次
の
４
点
に
集
約
さ
れ
る
。

¿
有
料
化
直
後
は
効
果
が
出
る
が
、
し

ば
ら
く
す
る
と
再
び
増
え
て
し
ま
う
。

¡
有
料
化
に
よ
り
不
法
投
棄
が
増
え
る
。

¬
住
民
は
既
に
所
得
税
、
住
民
税
を
払

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
ご
み
の
処
理
を
有

料
化
す
る
の
は
税
金
の
２
重
取
り
で
あ

る
。
ま
た
、
ご
み
処
理
を
は
じ
め
警
察
、

消
防
な
ど
「
だ
れ
も
が
必
要
と
す
る
も

の
」
は
公
共
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

√
汚
染
者
負
担
の
原
則
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
）
の

観
点
か
ら
い
っ
て
、
生
産
者
の
企
業
が

ご
み
処
理
費
用
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
有
料
化
賛
成

派
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

¶
確
か
に
有
料
化
後
し
ば
ら
く
す
る
と

ご
み
は
再
び
増
え
る
傾
向
に
あ
る
が
、

以
前
の
レ
ベ
ル
に
戻
る
の
で
は
な
く
、

低
い
レ
ベ
ル
か
ら
の
増
加
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
十
分
減
量
効
果
は
あ
る
。

ß
不
法
投
棄
は
、
有
料
化
さ
れ
て
い
な

い
地
域
で
も
多
く
、
有
料
化
が
直
接
的

な
原
因
と
は
い
え
な
い
。
資
源
ご
み
の

回
収
な
ど
リ
サ
イ
ク
ル
の
ル
ー
ト
を
確

立
す
る
こ
と
の
方
が
先
決
で
あ
る
。

®
税
金
の
２
重
取
り
に
つ
い
て
は
、
ご

み
を
多
く
出
す
者
も
少
な
く
出
す
者
も
、

同
じ
よ
う
に
税
金
で
処
理
費
を
出
す
の

は
か
え
っ
て
不
公
平
で
あ
る
。
サ
ー
ビ

ス
の
受
益
の
量
に
応
じ
て
、
受
益
者
に

応
分
の
負
担
を
課
す
方
が
公
平
で
あ
る
。

©
企
業
負
担
に
つ
い
て
は
、
ご
み
を
安

易
に
出
し
た
り
、
捨
て
た
り
す
る
消
費

者
に
も
責
任
は
あ
る
。
企
業
に
負
担
を

求
め
る
一
方
で
、
消
費
者
も
応
分
の
負

担
を
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
論
拠
の
ほ
か
、
外
国
の
リ
サ

イ
ク
ル
先
進
国
で
は
有
料
制
が
一
般
的

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
声
も
あ
る
。

ご
み
対
策
は
日
本

で
は
リ
サ
イ
ク
ル

に
注
目
が
集
ま
り

が
ち
だ
が
、
あ
る

専
門
家
は
「
４
Ｒ
」

の
視
点
を
提
唱
す

る
。

「R
ecycle

（
再
生
利
用
）
よ
り
も
上

な
の
がR

euse

（
そ
の
ま
ま
の
再
使
用
）、

も
っ
と
い
い
の
がR

educe

（
減
量
）、
そ

の
上
がR

efuse

（
出
さ
な
い
）。
消
費
者

は
余
計
な
も
の
は
買
わ
な
い
、
生
産
者

は
作
ら
な
い
と
い
うR

efuse

こ
そ
が
一

番
大
切
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

賛
成
派
、
反
対
派
と
も
、
こ
う
し
た

考
え
方
な
く
し
て
地
球
の
将
来
は
な
い

と
認
識
し
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。

’94
年
度
の
全
国
の

家
庭
ご
み
（
一
般

ご
み
）
は
５
０
５

４
万
ト
ン
、
東
京

ド
ー
ム
１
３
６
杯

分
に
上
っ
た
。
こ

の
ま
ま
い
く
と
、

全
国
に
あ
る
一
般
の
廃
棄
物
処
分
場
は

平
均
８
年
余
り
で
満
杯
に
な
る
と
い
う
。

処
理
経
費
も
国
民
１
人
当
た
り
１
万
８

ごみ問題は
待ったなしの
状況

ごみを
出さない
システムを

ごみ処理費を
どのように
負担するか

ご
み
は

有
料
化
に
よ
っ
て

減
る
の
か

家
庭
ご
み
処
理
の
有
料
化
に
は
、
排
出

量
に
応
じ
て
料
金
が
増
え
る
「
従
量
制
」、

排
出
量
に
関
係
な
く
一
定
額
を
徴
収
す

る
「
定
額
制
」、
お
よ
び
「
多
量
の
場
合

の
み
」
を
有
料
と
す
る
、
の
三
つ
の
方

法
が
あ
る
。「
従
量
制
」
を
採
用
し
て
い

る
の
は
、
ご
み
有
料
制
を
導
入
し
て
い

る
１
１
３
４
市
町
村
の
う
ち
６
３
６
市

町
村
で
、
そ
の
93
％
は
町
村
で
占
め
ら

れ
、
人
口
10
万
人
以
上
の
市
で
は
実
施

さ
れ
て
い
な
い
。

ご
み
処
理
の
有
料
化

滋
賀
県
守
山
市
で
は
ご
み
の
量
が
有
料

化
前
の
３
分
の
１
に
減
少
。
北
海
道
伊

達
市
で
は
ピ
ー
ク
時
に
比
べ
４
割
弱
減

少
。
島
根
県
出
雲
市
で
も
有
料
化
前
の

前
年
度
同
時
期
と
比
較
し
て
４
割
近
く

減
少
し
た
。

有
料
化
に
よ
る
ご
み
減
量
の
一
例

ご
み
処
理
有
料
化
の
是
非

Topics

4

25

’70
年
代
初
頭
、
先
進
諸
国
が
直
面
し
て

い
た
各
種
の
汚
染
問
題
を
対
象
に
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
か
ら

示
さ
れ
た
原
則
。
そ
の
後
、
環
境
問
題

の
新
た
な
展
開
の
中
で
、
こ
の
原
則
だ

け
で
は
片
づ
か
な
い
多
様
な
タ
イ
プ
の

問
題
が
起
き
て
い
る
。

汚
染
者
負
担
の
原
則
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
）

2

1

3

123

ごみの増加はその収集と処理
のあり方も変えようとしてい
る／写真提供：共同通信社
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ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
で
ご
み
処
理
に
有

料
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
住
民
は
ご
み
容
器
を
借
り
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
料
金
が
処
理

費
と
な
る
。
こ
の
料
金
は
サ
イ
ズ
に
よ

っ
て
異
な
っ
て
い
て
、
私
が
訪
ね
た
’92

年
に
は
１
２
０
リ
ッ
ト
ル
入
り
で
年
３

万
３
千
円
と
か
な
り
の
高
額
だ
っ
た
。

こ
の
料
金
を
節
約
す
る
た
め
に
多
く

の
住
民
は
、
買
い
物
を
す
る
と
き
か
ら

ご
み
減
量
に
気
を
配
り
、
ま
た
排
出
の

段
階
で
も
Ｄ
Ｓ
Ｄ
社
の
回
収
に
協
力
し

て
、
ご
み
減
ら
し
を
図
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
し
、
ご
み
処
理
が
タ
ダ
な
ら
、

環
境
意
識
が
高
い
と
い
わ
れ
る
ド
イ
ツ

人
で
も
、
大
き
な
容
器
に
ご
み
を
大
量

に
捨
て
、
Ｄ
Ｓ
Ｄ
社
の
回
収
に
は
見
向

き
も
し
な
い
人
が
は
る
か
に
多
く
な
る

だ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
だ
け
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
多
く
の
国
で
ご
み
処
理
の
有
料

制
が
一
般
的
で
、
ア
メ
リ
カ
で
も
有
料

制
の
自
治
体
が
少
な
く
な
い
。
韓
国
も

３
年
ほ
ど
前
に
、
国
が
法
律
で
家
庭
ご

み
処
理
の
有
料
化
を
義
務
づ
け
た
。
こ

の
よ
う
に
ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル

に
熱
心
な
国
や
自
治
体
ほ
ど
、
有
料
制

は
当
然
視
さ
れ
て
い
て
、
あ
た
か
も
電

気
、
ガ
ス
、
水
道
と
同
じ
公
共
料
金
の

一
種
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

実
は
家
庭
ご
み
の

処
理
が
タ
ダ
で
助

か
っ
て
い
る
の
は
、

住
民
よ
り
企
業
で

あ
る
。
日
本
で
は

使
い
捨
て
の
容
器

と
か
包
装
と
か
、

家
庭
ご
み
に
な
る
も
の
の
処
理
は
自
治

体
の
責
任
で
、
企
業
に
責
任
は
な
い
と

い
う
し
く
み
だ
。
家
庭
ご
み
の
全
部
は

自
治
体
で
は
処
理
で
き
ま
せ
ん
、
企
業

で
回
収
し
な
さ
い
と
い
わ
れ
た
ら
ど
う

な
る
か
。
企
業
も
回
収
を
考
え
ざ
る
を

え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
比
べ
現
状
で
は
企
業
責
任
が
結

果
的
に
軽
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
消
費
者
も
タ
ダ
で
ご
み
が
出

せ
る
か
ら
、
使
い
捨
て
の
容
器
、
過
剰

包
装
に
対
し
て
も
苦
情
を
訴
え
な
い
。

そ
の
結
果
、
容
器
代
、
包
装
代
は
価
格

に
上
乗
せ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ご
み

処
理
が
有
料
に
な
れ
ば
、
消
費
者
も
使

い
捨
て
の
容
器
や
過
剰
包
装
は
困
る
と

い
う
意
識
を
持
ち
始
め
、
価
格
に
上
乗

せ
さ
れ
て
い
た
容
器
代
、
包
装
代
も
低

く
な
る
は
ず
だ
。

一
見
得
を
し
て
い
る
よ
う
で
実
は
損

を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
今
の
し
く
み

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
有
料
制
に
も
多

少
の
副
作
用
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

小
さ
な
副
作
用
を
問
題
に
す
る
あ
ま
り
、

大
き
な
し
く
み
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て

し
ま
う
の
は
賛
成
で
き
な
い
。

ご
み
処
理
有
料
化
の
是
非
に
つ
い
て
、

現
在
の
日
本
で
は
住
民
の
意
見
を
反
映

す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
住

民
の
環
境
意
識
は
前
向
き
に
変
化
し
て

い
る
が
、
政
治
は
そ
れ
を
く
み
取
れ
て

い
な
い
。
な
ら
ば
住
民
投
票
で
直
接
民

意
を
問
え
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ご
み
の
減
量
を
図

る
に
は
、
住
民
の

公
共
精
神
に
期
待

す
る
だ
け
で
は
限

界
が
あ
る
。
そ
れ

に
は
ご
み
処
理
有

料
化
と
い
う
経
済

的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
（
誘
因
）
を
導
入

す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
有

効
性
は
既
に
実
施
し
て
い
る
市
町
村
の

例
が
証
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
有
料
制

と
は
い
っ
て
も
、
日
本
で
は
実
際
に
か

か
る
処
理
費
の
ご
く
一
部
を
ま
か
な
う

だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

程
度
の
負
担
で
も
住
民
の
意
識
を
変
え
、

ご
み
の
減
量
に
向
か
わ
せ
る
力
に
な
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
つ
け
加
え
れ
ば
、

ご
み
処
理
は
現
在
税
金
で
行
わ
れ
て
お

り
、
今
で
も
決
し
て
タ
ダ
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ご
み
処
理
有
料
化
に
つ

い
て
、
タ
ダ
か
お
金
を
取
ら
れ
る
の
か

と
い
う
視
点
の
論
議
は
お
か
し
い
。
有

料
化
の
是
非
は
、
今
ま
で
ど
お
り
税
金

に
よ
る
負
担
で
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も

一
部
を
料
金
制
に
切
り
換
え
て
、
ご
み

を
た
く
さ
ん
出
す
人
と
そ
う
で
な
い
人

と
の
間
に
金
額
的
な
差
を
設
け
る
べ
き

か
と
い
う
比
較
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
料
化
は
負

担
の
し
く
み
を
変
え
る
も
の
と
位
置
づ

け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
た
ち
は
、
サ
ー
ビ
ス
や
負
担
に
つ

い
て
の
考
え
方
を
高
度
経
済
成
長
期
の

こ
ろ
と
は
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
球
の
資
源
を
大
切
に
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
環
境
問
題
に
対
処
す
る
に
は
お
金
が

か
か
る
。
決
し
て
タ
ダ
で
は
で
き
な
い
。

リ
サ
イ
ク
ル
で
あ
れ
、
環
境
保
全
で
あ

れ
、
ご
み
処
理
で
あ
れ
、
そ
れ
を
ど
う

や
っ
て
負
担
す
る
か
を
考
え
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
住
民
（
消
費
者
）
ば
か

り
で
な
く
、
企
業
（
生
産
者
）
も
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
企
業
負
担
に

つ
い
て
、
我
が
国
で
最
も
よ
く
紹
介
さ

れ
て
き
た
の
が
、
ド
イ
ツ
の
リ
サ
イ
ク

ル
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で

は
大
部
分
の
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、

関
連
の
民
間
事
業
者
が
共
同
出
資
で
設

立
し
た
回
収
事
業
体
（
Ｄ
Ｓ
Ｄ
社
）
が

事
業
者
の
負
担
で
回
収
し
、
リ
サ
イ
ク

ル
・
ル
ー
ト
に
乗
せ
て
い
る
。
こ
の
Ｄ

Ｓ
Ｄ
方
式
は
、
日
本
の
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
法
な
ど
に
比
べ
て
企
業
負
担
を

よ
り
徹
底
さ
せ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
そ
の
と
お
り
か
も
し
れ
な
い

が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の

リ
サ
イ
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
際
、

見
落
と
し
が
ち
な
の
は
、
ド
イ
ツ
で
は

リサイクルの
先進国では
有料制が普及

今の制度は
得に見えて
実は損

一
般
廃
棄
物
の
６
割
を
占
め
る
容
器
包

装
類
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
進
め
る
た
め
の

法
律
。
’95
年
成
立
。
こ
の
法
律
の
特
徴

は
、
住
民
に
分
別
排
出
、
市
町
村
に
分

別
収
集
、
企
業
に
再
商
品
化
を
義
務
づ

け
、
住
民
、
行
政
、
企
業
の
３
者
の
役

割
分
担
と
協
力
の
具
体
的
な
し
く
み
を

作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
ド
イ
ツ
の

Ｄ
Ｓ
Ｄ
方
式
は
分
別
収
集
も
企
業
に
義

務
づ
け
て
お
り
、
そ
の
点
で
こ
の
法
律

は
企
業
に
甘
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
。

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

ア
メ
リ
カ
で
は
ご
み
問
題
の
費
用
と
負

担
を
巡
る
住
民
投
票
は
ご
く
一
般
的
に

行
わ
れ
て
い
る
。
近
年
の
例
で
は
、
ワ

シ
ン
ト
ン
の
郊
外
プ
リ
ン
ス
・
ジ
ョ
ー

ジ
郡
で
年
間
１
世
帯
当
た
り
２
０
１
ド

ル
の
ご
み
処
理
料
の
ほ
か
に
50
ド
ル
の

リ
サ
イ
ク
ル
料
の
徴
収
を
始
め
る
こ
と

に
つ
い
て
住
民
投
票
が
行
わ
れ
、
賛
成

が
過
半
数
を
占
め
た
。

ご
み
問
題
を
巡
る
住
民
投
票

自
治
体
や
市
民
グ
ル
ー
プ
の
さ
ま
ざ
ま

な
試
み
を
紹
介
し
、
ご
み
の
減
量
と
リ

サ
イ
ク
ル
社
会
実
現
へ
の
戦
略
を
打
ち

出
す
。

ご
み
の
発
生
か
ら
最
終
処
分
ま
で
の
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
わ
か
り
や
す
く
解
説

し
、
産
業
廃
棄
物
対
策
を
考
え
る
。

推薦図書

識
者
は
こ
う
考
え
る�

ニュースを読み解く�

ごみ処理有料化の是非�

ご
み
と
リ
サ
イ
ク
ル
●

岩
波
書
店

廃
棄
物
学
入
門
●

中
央
法
規
出
版

早
稲
田
大
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
卒
。

同
大
助
教
授
を
経
て
、

’78
年
よ
り
教
授
。

専
門
は
行
政
学
（
地
方
自
治
）。
中
央
環
境
審
議
会
、

生
活
環
境
審
議
会
、
東
京
都
清
掃
審
議
会
な
ど
の
委
員
も
務
め
る
。

著
書
に
『
自
治
の
形
成
と
市
民
』（
東
京
大
学
出
版
会
）

『
政
策
の
形
成
と
市
民
』（
有
斐
閣
）
な
ど
。

早
稲
田
大
政
治
経
済
学
部
学
部
長

寄
本
勝
美

Y
orim

oto
K

atsum
i

有
料
化
は

住
民
の
意
識
を
変
え
、

リ
サ
イ
ク
ル
社
会
を

定
着
さ
せ
る
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