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福
島
地
裁
会
津
若
松
支
部
平
成
一
六
年
二
月
二
日
判
決
（
一
部
無
罪
・
確
定
）

判
例
時
報
一
八
六
〇
号
一
五
七
頁

＜

事
実
の
概
要＞

被
告
人
有
限
会
社
Ａ
は
、
福
島
県
南
会
津
郡
尾
瀬
沼
畔
で
旅
館
業
等
を
営
む
も
の
、
被
告
人
Ｘ
は
Ａ
の
従
業
員
で
あ
り
、
尾
瀬
沼

総
主
任
と
し
て
建
造
物
の
営
繕
維
持
管
理
等
を
総
括
す
る
も
の
、
被
告
人
Ｙ
は
Ａ
の
従
業
員
で
あ
り
、
廃
棄
物
処
理
全
般
を
統
括
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
と
Ｙ
は
、
共
謀
の
上
、
①
平
成
一
一
年
九
月
下
旬
こ
ろ
、
尾
瀬
沼
畔
所
在
の
国
有
地
に
お
い
て
、
Ａ

営
業
施
設
旧
別
館
の
解
体
・
建
て
替
え
に
際
し
て
生
じ
た
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
木
片
等
約
六
九
〇
〇
㎏
を
地
中
に
投
棄
し
、
②
平
成

一
二
年
九
月
下
旬
こ
ろ
、
尾
瀬
沼
畔
所
在
の
国
有
地
に
お
い
て
、
新
別
館
正
面
玄
関
前
に
手
作
り
で
レ
ン
ガ
敷
き
テ
ラ
ス
を
施
工
す
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る
際
に
、
い
わ
ゆ
る
凍
み
上
が
り
現
象
を
予
防
す
る
た
め
、
施
工
部
分
（
約
九
・
三
一
㎡
）
の
地
中
に
Ａ
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
排

出
さ
れ
た
空
き
缶
を
プ
レ
ス
し
て
固
め
た
も
の
（
約
二
二
二
㎏
）
を
埋
め
、
ま
た
同
じ
く
Ａ
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
排
出
さ
れ
た
空

き
瓶
を
粉
砕
し
ガ
ラ
ス
片
に
し
た
も
の
（
約
三
七
九
㎏
）
を
煉
瓦
の
下
に
敷
き
詰
め
た
。
検
察
官
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
上
記
①
②
の
行
為

は
い
ず
れ
も
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
本
件
で
は
平
成
一
二
年
改
正
前)

」(

以
下
、
廃
掃
法
と
い
う
。）
の
一

六
条
に
い
う
「
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
」
る
行
為
に
当
た
る
と
し
て
、
Ｘ
と
Ｙ
を
Ａ
と
と
も
に
同
法
違
反
（
二
六
条
五
号
、
三
〇

条
二
号
）
で
起
訴
し
た
。
弁
護
人
は
、
①
に
つ
き
、
地
元
自
治
体
が
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
を
実
施
し
て
い
な
い
こ

と
や
、
自
然
公
園
法
違
反
行
為
（
不
処
罰
）
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
根
拠
に
、
被
告
人
ら
の
行
為
は
「
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
」
る

行
為
に
当
た
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
②
に
つ
い
て
も
、
上
記
行
為
が
「
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
」
る
行
為
に
当
た
ら
な
い
こ
と
、
上

記
物
が
廃
棄
物
な
い
し
産
業
廃
棄
物
に
当
た
ら
な
い
こ
と
、
故
意
が
な
い
こ
と
等
を
主
張
し
た
。

＜

判
旨＞

裁
判
所
は
、
上
記
①
の
行
為
に
つ
き
、
廃
掃
法
一
六
条
の
改
正
趣
旨
や
自
然
公
園
法
の
趣
旨
を
検
討
し
て
弁
護
人
の
主
張
を
退
け

て
、
被
告
人
ら
の
行
為
は
「
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
」
る
行
為
に
当
た
る
と
し
て
廃
掃
法
違
反
を
認
め
た
（
Ａ
に
罰
金
一
二
〇
万

円
、
Ｘ
と
Ｙ
に
そ
れ
ぞ
れ
懲
役
五
月
（
執
行
猶
予
二
年
）
を
言
渡
し
た
）
が
、
他
方
、
②
に
つ
き
、
被
告
人
ら
の
行
為
は
「
み
だ
り

に
廃
棄
物
を
捨
て
」
る
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
無
罪
と
し
た
。
無
罪
と
し
た
理
由
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

「
廃
掃
法
一
六
条
に
い
う
『
捨
て
』(

る)

と
は
、
廃
棄
物
を
最
終
的
に
占
有
者
の
手
か
ら
離
し
て
自
然
に
還
元
す
る
こ
と
を
い
い
、

ま
た
、
同
条
に
い
う
『
み
だ
り
に
』
と
は
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
の
見
地
か
ら
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
行
為
の
態
様
、
当
該
物
の
性
質
、
量
、
管
理
の
状
況
、
周
囲
の
環
境
、
行
為
者
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の
内
心
の
意
図
等
の
行
為
の
客
観
、
主
観
面
を
総
合
し
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
と
い
う
廃
掃
法
の
趣
旨
と
社
会

通
念
に
照
ら
し
て
、
個
別
具
体
的
に
決
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
件
に
お
い
て
は
、
上
記
の
と
お
り
、
プ
レ
ス
し
た
空
き
缶
や
ガ

ラ
ス
片
は
、
本
件
テ
ラ
ス
の
施
工
に
際
し
て
、
そ
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
廃
棄
物
の

不
法
投
棄
禁
止
の
趣
旨
の
没
却
や
潜
脱
を
招
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
当
該
物
を
有
効
利
用
す
る
と
い
う
主
観
的
意
図
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
『
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
』
る
行
為
に
該
当
し
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
、
廃
物
利
用

と
い
っ
て
も
そ
の
態
様
は
一
律
で
は
な
く
、
人
間
の
創
造
的
活
動
と
い
う
側
面
を
有
す
る
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
、
廃
棄
物
の
排
出

量
を
総
体
と
し
て
抑
制
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
、
法
が
そ
の
態
様
を
全
く
考
慮
す
る
こ
と
な
く
こ
う
し
た
利
用
を
絶
対
的
に

禁
止
す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
ず
（
廃
掃
法
三
条
二
項
参
照)

、
そ
の
よ
う
な
利
用
が
そ
の
時
点
で
一
般
に
普
及
し
て
い
な
い
と
し
て

も
、
直
ち
に
社
会
通
念
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
不
適
切
な
状
況
の
是
正
の
た
め
に
は
、
改
善
命

令
（
廃
掃
法
一
九
条
の
三
）
や
措
置
命
令
（
同
法
一
九
条
の
四
以
下
）
等
の
方
策
も
存
在
し
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
罰
則
も
あ
る

の
で
（
同
法
二
五
条
三
号
、
二
六
条
二
号)
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
直
ち
に
刑
罰
を
も
っ
て
挑
む
こ
と
も
適
切
と
は
い
え
な
い
。
結
局
、

こ
う
し
た
場
合
、
同
法
一
六
条
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
そ
の
方
法
と
し
て
の
有
効
性
、
物
の
管
理
の
状
況
、
環
境
へ

の
影
響
、
行
為
者
の
主
観
的
意
図
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
に
、
廃
棄
物
が
一
般

環
境
中
に
置
か
れ
た
場
合
、
廃
棄
物
そ
の
も
の
に
毒
性
が
あ
っ
た
り
、
廃
棄
物
が
変
質
、
拡
散
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
滲
出
し
た

物
質
が
周
囲
を
汚
染
す
る
よ
う
な
場
合
と
、
そ
う
し
た
汚
染
は
な
い
が
、
自
然
環
境
中
に
な
い
物
が
存
在
し
、
放
置
さ
れ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、
物
の
存
在
自
体
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
前
者
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
が
正
当
化
さ

れ
る
余
地
は
限
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
後
者
に
と
ど
ま
る
場
合
は
、
人
間
が
社
会
生
活
を
営
む
中
で
様
々
な
有
形
物
を
一
般
環
境
中
に

置
く
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
法
律
上
廃
棄
物
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
一
律
に
制
裁
の
対
象
と
す
る
こ
と
は

廃掃法一六条にいう「みだりに廃棄物を捨て」の意義

49



( 50 )

相
当
で
は
な
く
、
さ
ら
に
多
面
的
な
事
情
を
総
合
考
慮
し
、
相
当
性
が
あ
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
」
と
し

た
。
そ
し
て
、
本
件
ガ
ラ
ス
片
を
煉
瓦
の
下
に
敷
き
詰
め
た
行
為
に
つ
い
て
、「
ガ
ラ
ス
は
も
と
よ
り
性
状
が
安
定
し
た
物
質
で
あ

る
と
こ
ろ
、
本
件
の
ガ
ラ
ス
片
の
使
用
は
、
量
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
狭
い
範
囲
の
遮
蔽
さ
れ
た
状
況
に
置
か
れ
、
継
続
的

に
管
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
後
日
の
撤
去
も
容
易
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
、
物
を
占
有
か
ら
離
し
て
自
然

に
還
元
す
る
と
い
う
要
素
が
希
薄
で
あ
り
、
そ
の
管
理
の
態
様
、
程
度
は
、
法
の
趣
旨
か
ら
し
て
不
十
分
、
不
適
当
で
あ
っ
た
と
ま

で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
使
用
の
方
法
に
も
合
理
性
が
認
め
ら
れ
、
行
為
者
の
主
観
的
な
意
図
と
し
て
も
、
法
を
潜
脱

す
る
趣
旨
は
う
か
が
わ
れ
な
い
」
と
し
、
本
件
空
き
缶
を
プ
レ
ス
し
て
固
め
た
も
の
を
地
中
に
埋
め
た
行
為
に
つ
い
て
、「
範
囲
も

量
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
施
設
全
体
と
し
て
も
継
続
的
な
管
理
下
に
置
か
れ
、
後
日
の
撤
去
も
容
易
で
あ
る
も
の
で
、
そ
の
管
理
の

態
様
、
程
度
は
、
法
の
趣
旨
か
ら
し
て
不
十
分
、
不
適
当
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
使
用
の
方
法
に
も

合
理
性
が
認
め
ら
れ
、
行
為
者
の
主
観
的
な
意
図
と
し
て
も
、
法
を
潜
脱
す
る
趣
旨
は
う
か
が
わ
れ
な
い
し
、
空
き
缶
自
体
の
腐
食

や
、
付
着
物
の
滲
出
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
、
周
囲
の
一
般
環
境
に
見
る
べ
き
影
響
を
与
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と

し
て
、
い
ず
れ
の
行
為
に
つ
い
て
も
、「
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
と
い
う
廃
掃
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
社
会
通
念

に
照
ら
し
て
み
て
も
、
直
ち
に
犯
罪
と
し
て
刑
罰
を
も
っ
て
挑
む
べ
き
ほ
ど
に
ま
で
相
当
性
を
逸
脱
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
こ
れ

を
廃
棄
物
を
『
み
だ
り
に
』『

捨
て
』
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
結
論
づ
け
た
。

＜

研
究＞

一

わ
が
国
の
廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
法
制
度
は
、
一
九
〇
〇
年
（
明
治
四
〇
年
）
制
定
の
汚
物
掃
除
法
に
始
ま
る
。
同
法
は
、

当
時
の
伝
染
病
の
流
行
が
汚
物
の
非
衛
生
的
な
処
理
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
町
村
に
対
し
て
汚
物
の
処
分
義
務
を
課
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し
、
ま
た
土
地
の
所
有
者
等
に
清
潔
保
持
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
汚
物
の
衛
生
的
処
理
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

右
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
年
）
に
一
部
改
正
さ
れ
た
同
法
は
、
一

九
五
四
年
（
昭
和
二
九
年
）
に
全
面
改
正
さ
れ
、
新
た
に
清
掃
法
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
清
掃
法
は
、
清
掃
に
よ
る
公
衆
衛

生
の
向
上
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
環
境
自
体
の
保
全
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
年
）

か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
高
度
経
済
成
長
に
伴
っ
て
、
公
害
問
題
が
深
刻
化
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
年
）
の
六

四
回
臨
時
国
会
（
公
害
国
会
）
に
お
い
て
他
の
公
害
関
係
法
と
と
も
に
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
が
清
掃
法

の
全
面
改
正
と
い
う
形
で
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
廃
棄
物
排
出
量
は
急
増
し
、
ま
た
質
的
に
も
多
様
化
し
て
い
く
こ
と

に
と
も
な
い
、
処
理
場
の
不
足
や
悪
質
な
不
法
投
棄
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）
に
大
改
正
が

行
わ
れ
た
。
と
く
に
不
法
投
棄
禁
止
規
定
で
あ
る
同
法
一
六
条
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
規
定
で
は
、
廃
棄
物
を
一
般
廃
棄
物
と

産
業
廃
棄
物
に
分
け
、
さ
ら
に
投
棄
区
域
を
限
定
・
区
別
し
て
禁
止
し
、
罰
則
も
そ
れ
に
対
応
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、

(

�)

一
九
九

一
年
改
正
法
で
は
、
上
記
の
限
定
・
区
別
を
廃
止
し
、
同
一
六
条
は
「
何
人
も
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定

さ
れ
た
（
現
行
規
定
と
同
じ)
(

�)

。
し
か
し
そ
の
後
も
不
法
投
棄
の
深
刻
化
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
に
四
度

目
の
大
改
正
が
行
わ
れ
、
不
法
投
棄
罪
の
法
定
刑
の
個
人
の
罰
金
刑
の
多
額
が
一
〇
〇
〇
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、
い
わ
ゆ

る
罰
金
額
連
動
切
り
離
し
に
よ
り
、
法
人
の
罰
金
額
が
最
高
一
億
円
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

(

�)

さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二

年
）
に
は
不
法
焼
却
罪
の
新
設
と
と
も
に
、
罰
則
が
強
化
さ
れ
、
不
法
投
棄
罪
の
法
定
刑
の
懲
役
刑
が
三
年
以
下
か
ら
五
年
以
下
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
険
機
構
の
新
設
や
国
際
条
約
の
改
正
に
伴
い
、
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
改

正
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

二

こ
こ
で
、
不
法
投
棄
禁
止
規
定
で
あ
る
廃
掃
法
一
六
条
の
構
成
要
件
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
一
六
条
で
禁
止
さ
れ
る
行
為
主

廃掃法一六条にいう「みだりに廃棄物を捨て」の意義
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体
は
「
何
人
も
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
排
出
事
業
者
、
処
分
者
、
自
治
体
等
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
者
が
主
体
と
な
る
。
投
棄
が
禁
止

さ
れ
る
物
は
「
廃
棄
物
」
で
あ
る
。「
廃
棄
物
」
は
同
法
二
条
一
項
に
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ご
み
、
燃
え
殻
な
ど
を
例

示
し
、
汚
物
又
は
不
要
物
と
い
う
概
念
で
包
括
し
た
定
義
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
「
汚
物
」｢

不
要
物
」
の
定
義
規
定
は
同
法
に
は

な
い
。「
汚
物
」
は
軽
犯
罪
法
一
条
二
七
号
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
衛
生
学
的
に
不
潔
な
も
の
及
び
公
衆
の
感

情
上
不
潔
感
を
お
ぼ
え
る
も
の
、
つ
ま
り
社
会
生
活
上
一
般
に
「
汚
い
」
と
い
う
感
じ
で
も
っ
て
み
ら
れ
る
も
の
を
含
む
と
さ
れ
て

い
る
。

(

�)

こ
れ
は
公
衆
の
感
情
を
基
礎
と
す
る
無
限
定
な
も
の
で
あ
る
。「
不
要
物
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
が
不
明
確
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
不
要
物
」
と
は
客
観
的
に
要
ら
な
い
も
の
を
い
う
の
か

(

客
観
説)

、
あ
る
い
は
主
観
的
に
（
つ
ま
り
、
占
有
者

意
思
に
基
づ
き
）
要
ら
な
い
も
の
を
い
う
の
か

(

主
観
説)

が
、
解
釈
上
分
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省

環
境
衛
生
局
長

(

昭
和
四
六
年
当
時)
の
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
達
に
よ
れ
ば
、
不
要
物
と
は
、「
排
出
実
態
か
ら
見
て
客
観
的
に

不
要
物
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
と
さ
れ
、
客
観
説
に
よ
る
解
釈
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
後
に
示
さ
れ
た
、
厚
生

省
環
境
衛
生
局
環
境
整
備
課
長
（
当
時
）
の
都
道
府
県
廃
棄
物
問
題
担
当
部
局
長
宛
の
通
知
に
よ
れ
ば
、
不
要
物
と
は
、「
占
有
者

が
自
ら
利
用
し
、
又
は
他
人
に
有
償
で
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
不
要
と
な
っ
た
も
の
を
い
い
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
か

否
か
は
、
占
有
者
の
意
思
、
そ
の
性
状
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
排
出
さ
れ
た
時
点
で
の
客
観
的
に
廃
棄
物
と
し
て

観
念
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
主
観
説
も
考
慮
に
入
れ
た
、
い
わ
ば
総
合
説
に
立
脚
し
た
解
釈
に
変
更
さ
れ
た
。

(

�)

最
高
裁

も
、
い
わ
ゆ
る
「
お
か
ら
」
事
件
判
決
に
お
い
て
総
合
説
に
立
脚
し
た
判
断
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「『

不
要
物
』
と
は
、
自

ら
利
用
し
、
又
は
他
人
に
有
償
で
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
事
業
者
に
と
っ
て
不
要
に
な
っ
た
物
を
い
い
、
こ
れ
に
該
当

す
る
か
否
か
は
、
そ
の
物
の
性
状
、
排
出
の
状
況
、
通
常
の
取
扱
い
形
態
、
取
引
価
値
の
有
無
及
び
事
業
者
の
意
思
等
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
決
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
考
え
方
（
総
合
説
）
の
特
徴
は
、
排
出
者
や
占
有
者
の
意
思
を
、
確
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か
に
決
定
的
な
要
素
と
し
て
み
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
必
須
の
判
断
要
素(

構
成
要
件
の
主
観
的
要
素)

と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

し
か
し
本
来
、
投
棄
禁
止
対
象
物
で
あ
る
「
不
要
物｣

、
つ
ま
り
「
廃
棄
物
」
の
概
念
自
体
は
、
法
的
に
規
定
さ
れ
た
物
質
形
状
な

ど
客
観
的
外
部
的
事
情
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
排
出
者
や
占
有
者
の
意
思
を
取
り
込
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

や
は
り
客
観
説
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
排
出
者
や
占
有
者
の
意
思
は
不
法
投
棄
行
為
時
に
お
け
る
故
意
の
有
無
・
内
容
の
問
題
に
関

わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
廃
掃
法
は
、「
廃
棄
物
」
を
そ
の
処
理
体
系
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
一
般
廃
棄
物
、
特
別
管
理
廃
棄
物
、
産
業
廃
棄
物
、

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
四
種
類
に
分
け
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、「
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生

じ
た
廃
棄
物
の
う
ち
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
」

(

同
法
二
条
四
項
一
号
）
及
び
航
行
廃
棄
物
と
携
帯
廃
棄
物
を
除
く
輸
入
廃
棄
物
（
同
項
二
号
）
が
産
業
廃
棄
物
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
に
は
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
及
び
陶
磁
器
く
ず
等
が
指
定
さ
れ
て

い
る
（
同
法
施
行
令
二
条)

。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
、
木
片
、
空
き
缶
を
プ
レ
ス
し
て
固
め
た
も
の
、
及
び
ガ
ラ
ス
瓶
を
粉
砕
し
て
ガ
ラ

ス
片
に
し
た
も
の
が
、
そ
れ
自
体
、
物
質
上
、
上
記
「
廃
棄
物
」
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、「
不
要

物
」
の
概
念
に
つ
き
、
上
記
の
総
合
説
に
立
脚
す
る
場
合
、
本
件
被
告
人
ら
は
自
ら
テ
ラ
ス
を
作
る
た
め
に
、
つ
ま
り
自
ら
利
用
す

る
意
思
を
も
っ
て
空
き
缶
等
を
地
中
に
埋
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
「
不
要
物
」
に
該
当
し
な
い
、
つ
ま
り
「
廃
棄

物
」
に
当
た
ら
な
い
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
本
判
決
は
こ
の
点
に
つ
き
判
断
を
示
さ
な
か
っ
た
。

さ
て
、
同
法
一
六
条
で
禁
止
さ
れ
る
行
為
は
「
み
だ
り
に
捨
て
る
」
行
為
で
あ
る
。
法
令
の
一
般
的
用
法
に
従
え
ば
、「
み
だ
り

に
」
と
は
「
正
当
な
理
由
が
な
く
」
と
い
う
意
味
で
、
違
法
性
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
捨
て
る
」
と
は
占
有
権
・
管
理

廃掃法一六条にいう「みだりに廃棄物を捨て」の意義
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権
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
不
法
投
棄
」
と
い
う
語
を
文
字
通
り
解
釈
す
れ
ば
「
違

法
な
投
げ
捨
て
」
を
意
味
す
る
が
、
生
活
環
境
の
保
全
・
公
衆
衛
生
の
向
上
と
い
う
廃
掃
法
の
目
的
を
考
慮
す
れ
ば
、「
違
法
な
埋

め
立
て
」
や
「
違
法
な
放
置
」
も
「
み
だ
り
に
捨
て
る
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、「
違
法
な
投
げ
捨
て｣

、｢

違

法
な
埋
め
立
て｣

、｢

違
法
な
放
置
」
と
い
う
行
為
形
態
の
中
に
は
、
廃
掃
法
及
び
そ
の
他
の
法
令
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
処
理
基
準

・
管
理
基
準
に
違
反
す
る
行
為
も
含
ま
れ
る
た
め
、
そ
の
区
別
が
問
題
と
な
り
う
る
。
廃
掃
法
上
、
処
理
基
準
・
管
理
基
準
に
違
反

す
る
行
為
に
対
し
て
は
、
ま
ず
改
善
命
令
・
措
置
命
令
等
の
行
政
上
の
措
置
が
先
行
し
、
そ
れ
ら
の
違
反
に
対
し
て
初
め
て
刑
罰
が

科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
同
法
一
六
条
違
反
と
な
る
行
為
は
、
そ
れ
に
直
接
的
に
刑
罰
が
科
せ
ら
れ

る
以
上
、
形
式
的
な
違
法
（
単
な
る
基
準
違
反
）
で
は
な
く
、
実
質
的
な
違
法
（
可
罰
的
違
法
性
）
を
有
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
法

益
侵
害
結
果
を
惹
起
す
る
具
体
的
で
高
度
な
危
険
性
を
有
す
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、「
み
だ
り
に
」
と
は
、「
生
活
環
境
の
保
全
又
は
公
衆
衛
生
の
向
上
を
具
体
的
に
高
度
に
侵
害
・
阻
害
す
る
形
態
で
」
と
い
う

意
味
で
捉
え
る
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。

(

�)

し
か
し
、
同
法
一
六
条
違
反
と
な
る
行
為
か
否
か
の
判
断
は
、「
著
し
い
」
基
準
違
反
が
必

要
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
結
局
、
廃
掃
法
を
中
心
と
す
る
関
係
法
令
の
体
系
や
精
神
、
一
般
の
社
会
通
念
か
ら
み
て
許
容
さ
れ
る
も

の
か
否
か
で
決
す
る
し
か
な
い
と
す
る
考
え
方
も
少
な
く
な
い
。

(

�)

な
お
、
一
六
条
違
反
行
為
は
故
意
行
為
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
不
法
投
棄
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、「
廃
棄
物｣

、｢
み
だ
り
に｣

、｢

捨
て
る
」
の
認
識
が
必
要
と
な
る
。

三

本
判
決
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
�
前
述
の
よ
う
に
、
一
般
に
は
抽
象
的
に
し
か
捉
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
一
六
条
違
反
行
為
の
判
断
要
素
・
判
断
基
準
・
判
断
方
法
を
具
体
化
し
た
点
、
と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
廃
物
利
用

形
態
の
場
合
の
判
断
要
素
・
判
断
基
準
・
判
断
方
法
を
示
し
た
点
、
そ
し
て
�
廃
棄
物
が
一
般
環
境
中
に
置
か
れ
た
際
に
、
周
囲
へ

の
汚
染
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
に
分
け
て
、
後
者
の
場
合
に
つ
き
制
裁
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
相
当
性
の
判
断
方
法
（
多
面
的
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な
事
情
の
総
合
考
慮
）
を
示
し
た
点
で
あ
る
。

�
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
ま
ず
、「
捨
て
る
」
と
は
「
廃
棄
物
を
最
終
的
に
占
有
者
の
手
か
ら
離
し
て
自
然
に
還
元
す
る
こ
と
」

で
あ
り
、「
み
だ
り
に
」
と
は
「
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
の
見
地
か
ら
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
」
だ
と

し
、
そ
の
判
断
は
、「
行
為
の
態
様
、
当
該
物
の
性
質
、
量
、
管
理
の
状
況
、
周
囲
の
環
境
、
行
為
者
の
内
心
の
意
図
等
の
行
為
の

客
観
、
主
観
面
を
総
合
し
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
と
い
う
廃
掃
法
の
趣
旨
と
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、
個
別
具

体
的
に
決
せ
ら
れ
る
。」
と
し
た
上
で
、
と
く
に
廃
物
利
用
形
態
の
場
合
に
は
、「
そ
の
方
法
と
し
て
の
有
効
性
、
物
の
管
理
の
状
況
、

環
境
へ
の
影
響
、
行
為
者
の
主
観
的
意
図
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
し
て
判
断
さ
れ
る
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
行
為

者
の
内
心
の
意
図
な
い
し
行
為
者
の
主
観
的
意
図
を
、
決
定
的
要
素
で
は
な
い
に
せ
よ
、
判
断
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
点
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
と
く
に
廃
物
利
用
形
態
の
場
合
は
、
当
初
か
ら
行
為
者
に
は
当
該
物
を
有
効
利
用
す
る

と
い
う
主
観
的
意
図
（
動
機
・
目
的
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
行
為
が
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
る

行
為
に
該
当
し
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
判
決
で
も
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
廃
物
利
用
形
態
の
場
合
に
は
、
行
為
者
の
主
観
的
意
図
（
動
機
・
目
的
）
を
「
み
だ
り
に
捨
て
る
」

の
判
断
要
素
に
加
え
る
こ
と
は
適
切
と
は
い
え
な
い
。
本
来
、
廃
物
利
用
形
態
に
限
ら
ず
、
そ
の
行
為
が
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て

る
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
を
決
め
る
決
定
的
要
素
は
あ
く
ま
で
客
観
的
要
素
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
に
限
定
し
て
客
観
的
に
判
断

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
同
法
一
六
条
違
反
と
な
る
行
為
は
、
そ
れ
に
直
接
的
に
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
る
以
上
、

形
式
的
な
違
法
（
単
な
る
基
準
違
反
）
で
は
な
く
、
実
質
的
な
違
法
（
可
罰
的
違
法
性
）
を
有
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
法
益
侵
害
結

果
を
惹
起
す
る
具
体
的
で
高
度
な
危
険
性
を
有
す
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
危
険
性
は
客
観

的
な
危
険
性
で
あ
り
、
そ
の
判
断
に
は
行
為
者
の
主
観
的
意
図
（
動
機
・
目
的
）
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
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お
、
本
判
決
は
、
以
上
の
よ
う
な
一
六
条
違
反
行
為
の
判
断
要
素
・
判
断
基
準
・
判
断
方
法
を
具
体
化
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
本

件
事
実
①
に
あ
て
は
め
て
検
討
し
て
い
な
い
。
本
件
事
実
①
が
廃
物
利
用
形
態
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
に
せ
よ
、
具
体
化
し

た
一
六
条
違
反
行
為
の
判
断
要
素
・
判
断
基
準
・
判
断
方
法
に
あ
て
は
め
て
、
当
該
行
為
が
一
六
条
違
反
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
を

示
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

�
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
一
般
論
と
し
て
、
廃
棄
物
が
一
般
環
境
中
に
置
か
れ
た
場
合
を
二
つ
に
分
け
、「
廃
棄
物
そ
の
も
の

に
毒
性
が
あ
っ
た
り
、
廃
棄
物
が
変
質
、
拡
散
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
滲
出
し
た
物
質
が
周
囲
を
汚
染
す
る
よ
う
な
場
合
と
、
そ

う
し
た
汚
染
は
な
い
が
、
自
然
環
境
中
に
な
い
物
が
存
在
し
、
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
物
の
存
在
自
体
が
問
題
と
さ
れ

る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と
し
た
上
で
、
前
者
の
場
合
は
「
正
当
化
」
さ
れ
る
余
地
は
限
ら
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
さ
ら
に

制
裁
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
相
当
性
を
多
面
的
な
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
検
討
す
べ
き
だ
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
廃
棄
物
が
一
般
環

境
中
に
置
か
れ
た
場
合
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
、
か
つ
適
切
で
あ
る
の
か
ど
う
か
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
確
か
に
、

前
者
の
場
合
に
は
、
生
活
環
境
の
保
全
・
公
衆
衛
生
の
向
上
を
侵
害
・
阻
害
す
る
具
体
的
で
高
度
な
危
険
性
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

危
険
性
の
あ
る
行
為
を
「
正
当
化
」
す
る
余
地
（
違
法
性
阻
却
）
は
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
者
の
場
合
に
は
、
生
活
環
境

の
保
全
・
公
衆
衛
生
の
向
上
を
侵
害
・
阻
害
す
る
具
体
的
で
高
度
な
危
険
性
が
な
く
、
抽
象
的
な
高
度
で
な
い
危
険
性
に
止
ま
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
六
条
違
反
行
為
に
は
当
た
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
処
理
基
準
・
管
理
基
準
の
違
反
行
為
に
止
ま
り
う
る
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
は
、
後
者
の
場
合
に
は
さ
ら
に
多
面
的
な
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
制
裁
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
相
当
性

を
検
討
す
る
と
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
生
活
環
境
の
保
全
・
公
衆
衛
生
の
向
上
を
侵
害
・
阻
害
す
る
具
体
的
で
高
度
な
危
険
性
が

な
い
場
合
で
も
、
な
お
「
多
面
的
な
事
情
の
総
合
考
慮
」
に
よ
っ
て
制
裁
（
と
く
に
刑
罰
）
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
相
当
性
が
肯
定

さ
れ
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
判
決
の
い
う
「
多
面
的
な
事
情
の
総
合
考
慮
」
の
内
実
が
さ
ら
に
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明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
判
決
で
示
さ
れ
た
廃
掃
法
一
六
条
違
反
行
為
の
判
断
要
素
・
判
断
基
準
・
判
断
方
法
に
は
な
お
検
討
す
べ
き

問
題
点
が
あ
る
が
、
本
件
事
実
②
に
つ
き
、
Ｘ
と
Ｙ
を
無
罪
と
し
た
本
判
決
の
結
論
自
体
は
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
端

的
に
、
Ｘ
と
Ｙ
の
い
ず
れ
の
行
為
に
も
、
生
活
環
境
の
保
全
・
公
衆
衛
生
の
向
上
を
侵
害
・
阻
害
す
る
具
体
的
で
高
度
な
危
険
性
が

な
い
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
土
本
武
司
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
平
野
龍
一
他
編
『
注
解
特
別
刑
法
３
公
害
編
』

(

一
九
八
五
年
）
三
一
頁
以
下
、
古
田
佑
紀
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
伊
藤
栄
樹
他
編
『
注
釈
特
別
刑
法
第
七
巻
』

(

一
九
八
七
年
）
二
六
二
頁
以
下
参
照
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
法
改
正
の
経
緯
と
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
本
判
決
は
、
本
件
事
実
①
に
関
す
る
弁
護
人
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。

(

�)

著
者
は
、
か
つ
て
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
に
関
す
る
刑
事
規
制
（
一
九
九
七
年
改
正
法
）
に
つ
い
て
、
本
件
事
件
の
舞
台
と
な

っ
た
福
島
県
の
不
法
投
棄
の
現
状
と
そ
れ
に
対
す
る
行
政
の
取
組
み
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
紹
介
し
な
が
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙

稿
「
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
に
対
す
る
刑
事
規
制
に
つ
い
て
〜
福
島
県
の
取
組
み
と
廃
棄
物
処
理
法
に
よ
る
刑
事
規
制
の
問
題
点
〜
」

福
島
大
学
地
域
研
究
第
一
一
巻
四
号
一
七
頁
以
下
参
照
。

(

�)

と
く
に
罰
則
に
つ
い
て
は
、
神
山
敏
雄
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
中
山
研
一
他
編
『
環
境
刑
法
概
説
』(

二
〇

〇
三
年
）
二
〇
四
頁
以
下
参
照
。
そ
の
後
の
法
改
正
の
概
略
と
行
政
の
取
組
み
等
に
つ
き
、
嘉
屋
朋
信
「
産
業
廃
棄
物
行
政
の
最
近
の
動

向
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
〜
不
法
投
棄
対
策
を
中
心
と
し
て
〜
」
警
察
学
論
集
五
九
巻
二
号
二
四
頁
以
下
参
照
。

(

�)

伊
藤
栄
樹
『
軽
犯
罪
法
（
第
三
訂
版)

』
一
九
二
頁
、
稲
田
輝
明
・
木
谷
明
「
軽
犯
罪
法
」
平
野
龍
一
他
編
『
注
解
特
別
刑
法
７
公

害
編
』(

一
九
八
八
年
）
一
二
三
頁
参
照
。

(

�)

小
林
恒
夫
「
改
正
廃
棄
物
処
理
法
の
解
説

罰
則
を
中
心
に(

上)

」
警
察
学
論
集
四
五
巻
一
〇
号
七
七
頁
参
照
。
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(

�
）
最
二
小
決
平
一
一
年
三
月
一
〇
日
刑
集
五
三
巻
三
号
三
三
九
頁
。
本
決
定
の
評
釈
と
し
て
、
山
田
洋
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
八
号
八

九
頁
、
岩
橋
健
定
・
法
学
教
室
二
二
八
号
一
三
〇
頁
、
秋
吉
淳
一
郎
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
五
号
一
一
二
頁
、
伊
藤
研
祐
・
判
例
評
論
四

九
四
号
五
二
頁
（
判
例
時
報
一
七
〇
〇
号
二
三
〇
頁
参
照
。

(

�)
神
山
・
前
掲
注(

�)

二
三
九
頁
参
照
。

(

�)

廃
棄
物
法
制
研
究
会
編
著
『
廃
棄
物
処
理
法
の
解
説
』(

一
九
九
九
年
）
Ａ
六
〇
三
頁
、
土
本
・
前
掲
注(

�)

三
六
頁
以
下
、
古
田

・
前
掲
注(
�)
二
六
三
頁
以
下
参
照
。
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