
　
皆
さ
ん
、「
不
法
投
棄
」と
い
う
言
葉
を

知
っ
て
い
ま
す
か
？
決
め
ら
れ
た
ご
み

処
理
の
ル
ー
ル
に
従
わ
ず
、他
人
の
土
地

や
道
路
に
ゴ
ミ
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。 

　
熊
本
県
で
は
、年
間
に
数
十
万
ト
ン
も

の
ゴ
ミ
が
出
て
い
て
、そ
の
多
く
は
私
た

ち
の
生
活
か
ら
出
る
ゴ
ミ
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。 

　
ゴ
ミ
が
出
る
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と

で
す
が
、そ
の
処
理
の
仕
方
や
ル
ー
ル
を

守
ら
な
く
な
る
と
町
は
ど
う
な
っ
て
し

ま
う
で
し
ょ
う
か
？ 

　
今
、そ
の
ル
ー
ル
を
守
ら
ず
に
捨
て
ら

れ
る
ご
み
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。 

 

不
法
投
棄
・
不
法
焼
却
と
は
？ 

　
不
法
投
棄
と
聞
く
と
次
の
よ
う
な
風

景
を
思
い
浮
か
べ
ま
せ
ん
か
？ 

　
非
常
に
悪
質
な
不
法
投
棄
で
す
。し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
限
ら
ず
、
空

き
缶
や
タ
バ
コ
の
吸
殻
な
ど
小
さ
な
ゴ

ミ
の
ポ
イ
捨
て
も
立
派
な
不
法
投
棄
な

の
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
の
国
・
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
で
は
ポ
イ
捨
て
を
す
る
と
罰
せ
ら

れ
る
と
い
う
の
は
み
な
さ
ん
も
ご
存
知

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

　
ま
た
、穴
を
掘
っ
て
廃
棄
物
を
埋
め
る

の
も
不
法
投
棄
に
あ
た
り
ま
す
。他
人
の

土
地
は
も
ち
ろ
ん
自
分
の
土
地
で
あ
っ

て
も
同
様
に
不
法
投
棄
と
な
り
ま
す
。 

　
不
法
投
棄
と
同
じ
く
、勝
手
に
廃
棄
物

を
燃
や
す
「
不
法
焼
却
」
も
廃
棄
物
処
理

法
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、 

①
国
や
自
治
体
が
そ
の
施
設
の
管
理
を

行
な
う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却 

②「
ど
ん
ど
や
」な
ど
風
俗
慣
習
上
・
宗
教

上
の
行
事
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却 

③
農
業
、
林
業
、
漁
業
を
営
む
た
め
に
や

む
を
得
ず
行
な
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却 

④
た
き
火
な
ど
軽
微
な
も
の 

　
こ
れ
ら
の
場
合
は
焼
却
が
許
さ
れ
ま

す
が
、庭
の
ド
ラ
ム
缶
で
ゴ
ミ
を
燃
や
し

た
り
、掘
っ
た
穴
に
埋
め
て
燃
や
し
た
り

す
る
と「
不
法
焼
却
」に
あ
た
り
ま
す
。 

 

不
法
投
棄
・
不
法
焼
却
を
な
く
す
に
は
？ 

　
廃
棄
物
処
理
法
の
な
か
で
、不
法
投
棄

な
ど
を
防
ぐ
た
め
に
５
年
以
下
の
懲
役

ま
た
は
１
０
０
０
万
円
以
下（
法
人
の
場

合
は
１
億
円
以
下
）の
罰
金
と
い
う
厳
し

い
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
し
か
し
、罰
則
だ
け
で
は
十
分
な
効
果

が
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私

達
で
で
き
る
対
策
と
し
て
定
期
的
な
巡

回
や
草
刈
が
あ
り
ま
す
。人
通
り
が
少
な

い
場
所
や
ゴ
ミ
を
隠
し
や
す
い
草
む
ら

や
樹
木
の
間
な
ど
、不
法
投
棄
の
現
場
と

な
り
や
す
い
箇
所
を
極
力
減
ら
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。 

 

　
一
人
一
人
が
ご
み
処
理
の
ル
ー
ル
を

守
り
、不
法
投
棄
や
不
法
焼
却
を
し
な
い

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、さ
せ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
で
、清
潔
で
住
み
よ
い
和
水
町
を

守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

◆
不
法
投
棄
・
不
法
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却
を
発
見
し

た
時
の
連
絡
先
◆
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歴
史
調
査
の
楽
し
み
方 

熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館 

館
長 

大 

田 

幸 

博 

（
元
・
菊
水
町
史
編
纂
委
員
会
副
委
員
長
） 

月
は
、
日
平
城
の
維
持
管
理
に

つ
い
て
お
話
を
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
山
城
で
は
定
期
的
に
草

木
を
伐
採
す
る
だ
け
で
事
が
足
る
と
い
う

訳
に
は
行
か
な
い
の
で
す
。 

〔
山
城
の
構
造
〕
山
城
は
、
大
規
模
な
土

木
工
事
に
よ
っ
て
築
か
れ
ま
す
。
こ
の
事

は
以
前
か
ら
説
明
を
し
て
き
ま
し
た
。
山

頂
部
分
や
尾
根
の
高
ま
り
箇
所
は
、
造
成

さ
れ
て
平
場
が
確
保
さ
れ
ま
す
。
建
物
も

建
設
さ
れ
ま
す
。
尾
根
筋
が
括
れ
る
鞍
部

で
は
、
こ
れ
を
真
一
文
字
に
断
ち
切
っ
て
、

堀
切
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
敵
勢
の
行
動
を

分
断
す
る
た
め
で
す
。
そ
の
際
に
生
じ
た

排
土
は
、
肩
部
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
土
塁

と
な
り
ま
す
。
堀
切
の
端
部
は
、
そ
の
多

く
が
竪
堀
に
変
化
し
ま
す
。
山
腹
の
上
下

に
は
、
数
多
く
の
小
段
が
造
ら
れ
て
、
守

備
兵
の
足
場
と
な
り
ま
す
。
日
平
城
で
は
、

井
戸
も
掘
ら
れ
て
い
ま
す
。 

〔
日
本
の
気
象
〕
梅
雨
の
季
節
に
は
、
山

城
で
も
草
木
が
急
速
に
成
長
し
て
、
伐
採

に
困
難
を
極
め
た
だ
ろ
う
と
い
う
事
は
、

先
月
号
で
お
話
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
季
節
に
は
、
厄
介
な
集
中
豪
雨
が
発
生

し
ま
す
。
さ
ら
に
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て

上
陸
す
る
台
風
は
、
時
に
大
雨
を
も
た
ら

し
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
気
象
が
、
山
城
で

は
実
に
、
厄
介
で
す
。 

〔
山
城
の
様
子
〕
縄
張
り
の
範
囲
は
大
方
、

「
は
げ
山
」
の
状
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
の
事
も
、
先
月
、
お
話
し
ま
し
た
。

概
し
て
、
山
城
は
、
大
雨
に
弱
い
造
り
で

し
た
。
つ
ま
り
、
地
盤
を
安
定
さ
せ
る
樹

木
が
少
な
い
の
で
、
土
砂
崩
れ
が
発
生
し

や
す
い
状
況
下
に
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

に
山
の
地
形
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
改
ざ
ん

し
て
い
ま
す
の
で
、
法
面
が
多
く
の
箇
所

に
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
が
水
分
を
含
ん
で
、

大
雨
の
時
に
崩
壊
す
る
危
険
性
が
大
き
い

の
で
す
。 

　
ま
た
、
台
風
の
時
は
、
建
物
自
体
が
高

所
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
平
地
よ
り
も
被
害
が
、

よ
り
甚
大
と
な
り
ま
す
。
こ
の
様
な
場
合
、

城
主
は
、
ど
の
様
に
対
処
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。
復
旧
工
事
の
経
費
や
人
夫
（
作
業
員
）

の
確
保
に
頭
を
悩
ま
せ
た
事
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
草
木
の
伐
採
よ
り
も
何
倍
も
厄
介

な
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

〔
普
段
の
施
設
の
手
入
れ
〕
忘
れ
て
な
ら

な
い
事
は
、
施
設
の
普
段
の
管
理
で
す
。

先
月
は
草
刈
の
話
を
し
ま
し
た
。
今
月
は
、

災
害
対
策
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

堀
切
や
土
塁
な
ど
は
、
災
害
発
生
に
か
か

わ
ら
ず
、
普
段
の
管
理
も
必
要
で
す
。
堀

切
や
空
堀
は
、
底
さ
ら
い
も
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
雨
が
降
れ
ば
、
小
規
模
な

土
砂
崩
れ
の
修
復
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
山

城
は
、
生
き
て
い
る
の
で
す
。
城
主
は
一
旦
、

城
を
造
っ
た
ら
、
後
は
何
も
し
な
く
て
良

い
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
城

主
の
小
森
田
氏
の
苦
労
が
、
忍
ば
れ
ま
す
。 

〔
城
の
維
持
管
理
が
分
か
る
文
献
資
料
〕 

　
八
代
の
旧
竜
北
町
に
あ
る
高
塚
城
に
、

文
献
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。『
八
代
日
記
』

に
よ
れ
ば
、
天
文
十
六
年
（
１
５
４
７
）

の
頃
に
「（
相
良
）
晴
広
　
高
塚
に
御
光
儀
、

同
八
代
人
数
城
こ
し
ら
へ
」
と
あ
り
、
晴

広
公
が
高
塚
城
へ
出
向
き
、
八
代
か
ら
人

数
を
送
り
込
ん
で
、
城
の
定
期
補
修
が
な

さ
れ
た
事
が
分
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
弘
治
三
年
（
１
５
５
７
）
に
は
「
高

津
賀
（
高
塚
）
に
公
領
人
足
（
相
良
氏
直

轄
地
）
に
て
納
所
候
而
、
城
こ
し
ら
へ
は
、

御
酒
呑
ら
れ
候
、
夫
丸
（
百
姓
夫
役
）
は

一
千
百
余
人
」
と
あ
っ
て
、
具
体
的
な
人

夫
の
数
や
慰
労
の
酒
が
振
舞
わ
れ
た
事
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
事
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
高
塚
城
は
、
相
良
氏
直
轄
の

城
で
あ
っ
た
た
め
に
、
八
代
直
轄
領
の
百

姓
夫
役
と
し
て
徴
発
さ
れ
た
労
働
力
が
使

役
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
続
い
て
、
永
禄
五
年
（
１
５
６
２
）
に

も
「
高
津
賀
城
こ
し
ら
へ
、
麓
よ
り
各
上
候
」

と
あ
り
、
八
代
か
ら
老
者
（
年
寄
り
）
が

派
遣
さ
れ
て
、
本
城
改
修
の
指
揮
が
行
わ

れ
た
事
が
分
か
り
ま
す
。 

　
条
件
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
日
平
城
の

維
持
管
理
が
、
高
塚
城
の
様
に
な
さ
れ
た

と
は
言
い
が
た
い
面
も
あ
り
ま
す
が
、
参

考
資
料
と
し
て
お
読
み
下
さ
い
。
日
平
城

の
場
合
は
、
草
木
伐
採
と
同
様
に
、
近
く

の
村
人
が
作
業
に
従
事
し
た
事
も
考
え
ら

れ
ま
す
。 

〔
あ
と
が
き
〕
５
月
22
日
に
、
学
習
院
大

学
資
料
館
に
出
向
き
ま
し
た
。
そ
の
際
に

館
員
の
方
か
ら
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。
「
昨
年
末
に
、
大
田
さ
ん
か
ら
、

お
送
り
頂
き
ま
し
た
日
平
城
の
現
地
説
明

会
（
平
成
21
年
11
月
実
施
）
の
資
料
は
、

皇
太
子
殿
下
に
お
渡
し
で
き
ま
し
た
。
殿

下
は
、
お
手
に
取
り
、
熱
心
に
お
読
み
に

な
ら
れ
ま
し
た
」。
こ
の
話
を
伺
っ
て
、
と

て
も
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。 

ひ
　
　
　
　
　 

び
ら                  

じ
ょ
う              

あ
と 

ご 

こ
う  

ぎ 

ぶ  

ま
る 

ひ
ゃ
く
し
ょ
う
ぶ
え
き 

こ
う
り
ょ
う
に
ん
そ
く 

ち
ょ
う
は
つ 

え
き 

ろ
う
じ
ゃ 

し 

ば
っ
さ
い 

く
び 

あ
ん 

ぶ 

ほ
り
き
り 

た
て
ぼ
り 

こ 

だ
ん 

ど 

る
い 

先 
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