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書

評

渡
邉
智
明
著
﹃
有
害
廃
棄
物
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ

ナ
ン
ス
の
研
究
│
│
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
か
ら
見
た
バ
ー
ゼ
ル

条
約
と
そ
の
制
度
的
連
関
│
│
﹄

︵
国
際
書
院
︑
二
〇
二
二
年
︑
三
五
八
頁
︶李

鍾

成

は
じ
め
に

評
者
は
︑
現
在
︑
国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
︵
SD
G
s︶
を
主
な

テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
研
究
機
関
に
所
属
し
研
究
し
て
い
る
︒
実
は
︑

SD
G
s
の
十
七
目
標
に
は
︑
環
境
︑
経
済
成
長
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
︑
ジ
ェ
ン

ダ
ー
︑
食
料
と
飢
餓
な
ど
︑
ま
さ
に
地
球
と
人
類
の
持
続
可
能
な
生
活

の
た
め
の
テ
ー
マ
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
日
本
だ
け
で
な
く

多
く
の
国
々
で
は
︑
SD
G
s
イ
コ
ー
ル
環
境
問
題
の
解
決
と
い
う
認
識

が
強
く
︑
SD
G
s
が
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
点
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な

ど
で
耳
に
す
る
こ
と
が
多
い
︒
こ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
二
〇
一
五
年
九
月

国
連
で
SD
G
s
の
一
七
目
標
が
採
択
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
︑
そ
の
出
発

点
と
な
っ
た
の
が
一
九
五
〇
年
代
の
ロ
ン
ド
ン
の
ス
モ
ッ
グ
事
件
や
イ

タ
イ
イ
タ
イ
病
︑
一
九
七
〇
年
代
の
生
態
系
の
破
壊
問
題
な
ど
︑
環
境

に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

環
境
問
題
に
関
し
て
は
︑
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
一

九
八
〇
年
を
前
後
に
し
て
は
︑
セ
ベ
ソ
事
件
と
コ
コ
事
件
な
ど
︑
産
業

化
で
必
然
的
に
発
生
す
る
有
害
廃
棄
物
が
先
進
国
か
ら
途
上
国
へ
移
動

す
る
﹁
越
境
移
動
﹂
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
国
連
な
ど
で
は
激
し
い
議
論

が
な
さ
れ
て
い
た
︒
と
り
わ
け
有
害
廃
棄
物
の
越
境
移
動
は
︑
国
家
間

だ
け
で
な
く
国
内
の
政
治
・
経
済
・
社
会
に
も
関
わ
っ
て
く
る
か
な
り

複
雑
な
問
題
で
あ
る
た
め
︑
関
係
国
間
で
妥
協
点
を
見
い
だ
し
に
く

か
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
九
八
九
年
に
は
﹁
バ
ー
ゼ
ル
条
約
﹂

と
い
う
︑
先
進
国
と
途
上
国
の
間
で
︑
環
境
と
経
済
の
領
域
が
あ
る
程

度
両
立
で
き
る
合
意
点
に
至
る
よ
う
に
な
る
︒

本
書
は
︑
有
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
﹁
バ
ー
ゼ
ル
条
約
﹂
が
成

立
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
形
成
を
考
察
す
る
も
の
で

あ
る
︒
そ
の
際
に
︑
幾
つ
か
の
先
行
研
究
で
は
欠
け
て
い
る
環
境
制
度

と
経
済
制
度
間
の
関
係
︑
国
家
の
対
外
行
動
と
国
内
政
治
過
程
︑
理
論

の
検
討
と
補
完
と
い
う
広
範
囲
の
分
析
対
象
が
︑
多
く
の
資
料
に
基
づ

い
て
分
析
さ
れ
て
お
り
︑
本
書
は
と
て
も
野
心
的
で
あ
る
︒

｢バ
ー
ゼ
ル
条
約
﹂
の
形
成
と
い
う
実
態
分
析
と
国
際
政
治
理
論
を

ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
て
い
る
か
︑
以
下
で
は
ま
ず
本
書
の
内
容
に
つ

い
て
要
約
し
︑
次
い
で
本
書
の
意
義
と
疑
問
点
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
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い
︒一

各
章
の
要
約

本
書
は
序
章
と
終
章
︑
お
よ
び
本
論
全
六
章
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
本

書
は
︑
京
都
議
定
書
な
ど
の
環
境
レ
ジ
ー
ム
に
比
べ
て
︑
比
較
的
に
注

目
度
の
低
い
﹁
バ
ー
ゼ
ル
条
約
﹂
に
つ
い
て
︑
同
条
約
の
形
成
過
程
と

そ
の
後
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
︑
有
害
廃
棄
物
に
関

す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
︑
国

際
政
治
学
に
お
け
る
同
条
約
の
意
義
を
析
出
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
る
︒
そ
の
た
め
に
以
下
の
よ
う
な
内
容
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
序
章
で
は
︑
問
題
提
起
︑
先
行
研
究
の
検
討
︑
お
よ
び
本
書
の

構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
本
書
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
有
害

廃
棄
物
﹂
に
は
︑
人
の
健
康
や
環
境
に
影
響
を
与
え
る
﹁
負
の
価
値
﹂

を
持
つ
環
境
問
題
の
側
面
が
あ
る
一
方
︑
そ
の
中
に
は
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ

な
ど
経
済
的
価
値
を
持
つ
も
の
も
あ
り
︑
国
境
を
越
え
て
取
引
︵
貿
易
︶

の
対
象
に
な
る
﹁
正
の
価
値
﹂
の
側
面
も
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
有
害
廃
棄
物
﹂

は
先
進
国
か
ら
途
上
国
へ
移
動
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
越
境
移
動
﹂
問
題

が
著
し
い
︒
越
境
移
動
の
問
題
に
際
し
て
︑
有
害
廃
棄
物
の
負
の
影
響

を
低
減
さ
せ
る
た
め
に
︑
国
家
︑
国
際
機
構
︑
企
業
︑
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の

主
体
が
共
通
の
地
球
規
模
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
の
方
法
︑
ま
た
主

体
の
行
動
を
調
整
す
る
規
則
や
仕
組
み
が
必
要
と
な
る
︒
著
者
は
︑
こ

れ
が
い
わ
ゆ
る
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
﹂
で
あ
る
と
言
う
︒

こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
環
境
と
貿
易
︵
経
済
︶
と
い
う
︑
一
見
両
立
し

に
く
い
問
題
を
同
時
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
︒
バ
ー

ゼ
ル
条
約
は
こ
う
し
た
問
題
が
収
ま
っ
て
い
く
形
で
成
立
し
た
︒
条
約

成
立
ま
で
は
﹁
事
前
通
告
・
同
意
﹂︵
以
下
︑
Ｐ
Ｉ
Ｃ
︶︑
成
立
後
は
﹁
拡

大
生
産
者
責
任
﹂︵
以
下
︑
Ｅ
Ｐ
Ｒ
︶
を
め
ぐ
っ
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ

ヴ
ァ
ナ
ン
ス
が
本
書
の
重
要
な
考
察
対
象
に
な
っ
て
い
る
︒
先
行
研
究

と
し
て
は
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約
が
成
立
す
る
ま
で
︑
国
際
機
構
︑
国
家
︑

国
内
の
産
業
界
︑
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
主
体
と
し
て
か
か
わ
る
が
︑
こ
れ
ら

の
主
体
主
体
間
に
お
け
る
政
治
過
程
に
関
す
る
研
究
が
わ
ず
か
で
あ
る

点
︑
ま
た
環
境
制
度
と
貿
易
︵
経
済
︶
制
度
の
関
係
性
や
国
家
の
行
動

を
分
析
す
る
研
究
が
足
り
な
い
点
か
ら
し
て
︑著
者
オ
リ
ジ
ナ
ル
の﹁
政

策
ア
イ
デ
ィ
ア
﹂
と
し
て
の
Ｐ
Ｉ
Ｃ
と
Ｅ
Ｐ
Ｒ
を
取
り
入
れ
︑
主
体
間

の
政
治
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
︒

第
一
章
で
は
理
論
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
国
際
政
治
学
の

代
表
理
論
で
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
論
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
は
︑
バ
ー
ゼ
ル

条
約
の
形
成
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
︒
ま
た
︑
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
つ
い
て
︑
バ
ー
ゼ
ル
条

約
に
有
害
廃
棄
物
の
輸
出
禁
止
を
盛
り
込
む
条
文
修
正︵
以
下
︑﹁
禁
止
﹂

修
正
︶
を
批
准
し
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ
や
日
本
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
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ど
の
国
が
国
際
法
規
範
を
内
面
化
し
て
い
な
い
点
は
︑
こ
の
理
論
で
は

説
明
で
き
な
い
と
言
う
︒
こ
こ
で
著
者
は
︑
こ
う
し
た
各
国
ご
と
に
規

範
の
受
容
の
ス
タ
イ
ル
が
異
な
る
点
に
着
目
し
︑
制
度
そ
の
も
の
を
考

察
す
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
そ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
レ
ジ
ー
ム
論
と
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
関
係
で
あ
る
︒
国
家
中
心

的
な
制
度
化
の
程
度
の
強
い
レ
ジ
ー
ム
に
対
し
て
︑
そ
う
で
は
な
い
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
い
う
理
解
の
下
で
︑
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
は

レ
ジ
ー
ム
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
と
︑
著
者
は
分
析
し
て
い
る
︒
こ
れ

は
︑ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
で
は
非
国
家
主
体
の
役
割
範
囲
が
広
く
な
る
ほ
か
︑

非
国
家
主
体
が
制
度
間
関
係
を
調
整
す
る
余
地
が
あ
る
た
め
︑
バ
ー
ゼ

ル
条
約
の
形
成
に
対
す
る
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
的
視
角
か
ら
の
分
析
が
重
要

で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
近
年
の
研
究
で
あ
る
﹁
制
度

間
相
互
作
用
﹂
に
つ
い
て
︑
環
境
と
貿
易
の
よ
う
な
︑
二
つ
の
異
な
る

規
範
が
実
際
に
は
︑
ど
の
程
度
︑
ど
の
よ
う
な
規
範
の
政
治
的
対
立
を

惹
起
す
る
か
が
政
治
学
的
問
題
関
心
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
著
者
は
︑
異

な
る
規
範
を
有
す
る
制
度
間
関
係
を
解
く
鍵
が
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ

る
と
い
う
︒
有
害
廃
棄
物
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア

は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
と
Ｅ
Ｐ
Ｒ
の
こ
と
で
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
形
成
を
前
後
す
る

局
面
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
︒

第
二
章
で
は
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
成
立
に
お
け
る
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア

と
し
て
の
Ｐ
Ｉ
Ｃ
に
つ
い
て
︑
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
バ
ー

ゼ
ル
条
約
の
根
幹
と
な
る
の
は
︑
輸
出
国
側
が
輸
入
国
側
に
対
し
て
事

前
に
情
報
を
提
供
し
︑
輸
入
国
側
か
ら
同
意
を
得
る
Ｐ
Ｉ
Ｃ
と
い
う
政

策
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
有
害
廃
棄
物
を
輸
出
す
る
側
と
輸

入
す
る
側
に
お
け
る
﹁
情
報
の
非
対
称
性
﹂
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置

で
あ
る
︒
Ｐ
Ｉ
Ｃ
は
︑
一
九
七
〇
年
代
の
駆
除
剤
の
越
境
移
動
を
め
ぐ

る
議
論
が
国
連
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
行
わ
れ
る
中
で
︑
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
の

政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
︒
や
が
て
一
九
八
七
年
と
一
九

八
九
年
に
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
と
Ｆ
Ａ
Ｏ
︵
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
︶
で
事
前

通
告
・
同
意
に
関
す
る
決
定
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
著
者
は
︑
こ

れ
に
対
し
主
体
間
の
期
待
が
収
斂
し
た
結
果
で
あ
る
と
︑
レ
ジ
ー
ム
論

的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
こ
う
し
た
Ｐ
Ｉ
Ｃ
は
︑
一
九
八

九
年
の
バ
ー
ゼ
ル
条
約
に
も
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
バ
ー
ゼ
ル

条
約
は
︑
通
知
と
再
輸
入
を
除
け
ば
︑
国
家
の
行
動
を
制
限
す
る
も
の

で
は
な
い
た
め
︑主
権
国
家
が
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
と
言
う
︒
ま
た
︑

貿
易
制
度
で
あ
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
例
外
規
定
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
︑
国
際
貿
易
制
度
と
衝
突
す
る
部
分
も
限
定
的

で
︑
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
な
ど
リ
サ
イ
ク
ル
に
か
か
わ
る
産
業
界
も
バ
ー
ゼ

ル
条
約
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
は
︑
途
上
国
は
有
害

廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
の
経
済
力
や
行
政
能
力
を
欠
く
こ
と
が
多

か
っ
た
た
め
︑
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
途
上
国
や
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
︑
有
害
廃

棄
物
の
全
面
禁
止
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
︒
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こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑
第
三
章
で
は
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
成
立
後

か
ら
発
効
す
る
一
九
九
二
年
五
月
ま
で
の
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
︒
一

九
九
一
年
に
ア
フ
リ
カ
で
締
結
さ
れ
た
﹁
バ
マ
コ
条
約
﹂
と
一
九
九
〇

年
と
一
九
九
二
年
の
国
連
環
境
開
発
会
議
な
ど
で
は
︑
先
進
国
と
途
上

国
に
お
け
る
経
済
力
や
行
政
力
の
非
対
称
性
か
ら
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
実

効
性
が
問
わ
れ
︑
輸
入
国
で
は
な
く
︑
輸
出
国
の
責
任
を
強
調
す
る
議

論
が
広
ま
っ
て
い
た
︒
一
九
九
一
年
に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
規
制
対
象
を
リ

ス
ト
化
し
て
Ｐ
Ｉ
Ｃ
を
機
能
さ
せ
る
方
向
に
動
き
︑
一
九
九
二
年
に
Ｅ

Ｃ
で
は
Ｅ
Ｃ
域
外
へ
の
処
分
目
的
の
廃
棄
物
輸
出
を
禁
止
す
る
こ
と
に

合
意
す
る
︒
た
だ
し
︑
ド
イ
ツ
で
は
与
党
が
持
続
的
に
Ｐ
Ｉ
Ｃ
を
堅
持

し
︑
移
動
禁
止
へ
の
反
対
を
示
し
た
︒
ア
メ
リ
カ
で
は
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
︵
資

源
保
護
回
復
法
︶
の
再
授
権
問
題
が
進
ま
な
い
中
で
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約

へ
の
対
応
が
議
会
で
進
ま
ず
︑
放
置
さ
れ
た
︒
一
方
︑
一
九
九
二
年
一

一
月
の
第
一
回
締
約
国
会
議
で
は
︑
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
環
境
派
を
中
心

に
提
起
さ
れ
た
︑Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
か
ら
非
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
へ
の
輸
出﹁
全

面
禁
止
﹂
に
関
す
る
議
論
と
︑
リ
サ
イ
ク
ル
を
目
的
と
す
る
場
合
に
限

り
域
内
で
の
輸
入
を
許
可
す
る
と
い
う
議
論
と
が
衝
突
し
て
い
た
︒
そ

の
結
果
︑最
終
処
分
目
的
の
非
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
向
け
の
有
害
廃
棄
物﹁
輸

出
禁
止
﹂
が
採
択
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
途
上
国
や
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
は
偽

装
リ
サ
イ
ク
ル
を
理
由
に
最
終
処
分
目
的
で
あ
っ
て
も
輸
出
を
全
面
禁

止
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
︒
最
終
的
に
は
︑
第
二
回
締
約
国
会

議
に
お
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
い
う
形
で
﹁
禁
止
﹂
が
反
映
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
禁
止
﹂
決
定
︶︒
た
だ
︑
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ

は
︑
第
二
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
バ
ー
ゼ
ル
条
約
へ
の
批
准
が
で
き

ず
︑
締
約
国
会
議
で
の
影
響
力
を
失
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

第
四
章
で
は
︑﹁
禁
止
﹂
決
定
を
条
文
化
す
る
﹁
禁
止
﹂
修
正
の
成
立

と
そ
の
後
の
事
情
が
考
察
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
九
五
年
の
第
三
回
締
約

国
会
議
で
は
︑﹁
禁
止
﹂修
正
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
い
う
形
で
採
択
さ
れ
︑

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
と
非
加
盟
国
を
そ
れ
ぞ
れ
輸
出
国
と
輸
入
国
と
規
定

し
︑
有
害
廃
棄
物
と
非
廃
棄
物
を
リ
ス
ト
化
す
る
と
い
う
方
向
に
進
む

よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
発
展
途
上
国
の
数
の
増
加
や
電
子
機
器
廃

棄
物
の
急
増
な
ど
国
際
環
境
の
変
化
も
あ
っ
て
︑﹁
禁
止
﹂
修
正
に
対
す

る
態
度
を
変
え
る
国
も
あ
る
中
︑
国
際
貿
易
制
度
と
の
調
整
の
問
題
も

浮
上
し
た
と
言
う
︒
と
く
に
電
子
廃
棄
物
は
︑
中
古
品
や
資
源
と
し
て

の
価
値
を
有
す
る
た
め
︑
途
上
国
に
輸
出
さ
れ
︑﹁
リ
サ
イ
ク
ル
﹂
が
行

わ
れ
る
が
︑
重
金
属
な
ど
健
康
上
・
環
境
上
の
リ
ス
ク
を
内
包
し
て
い

る
の
が
問
題
と
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
越
境
移
動
は
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約

の
﹁
禁
止
﹂
修
正
と
食
い
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
︑﹁
事
前
通
告
・
同

意
﹂
と
い
う
Ｐ
Ｉ
Ｃ
の
前
提
が
揺
ら
ぐ
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
時
に
出
て

き
た
の
が
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
﹁
Ｅ
Ｐ
Ｒ
﹂
で
あ
る
︒
Ｅ
Ｐ
Ｒ

と
は
︑
製
品
の
生
産
か
ら
最
終
処
分
ま
で
の
段
階
に
対
す
る
責
任
を
製

造
者
に
課
す
こ
と
に
よ
り
︑
製
品
に
よ
っ
て
生
じ
る
総
合
的
な
環
境
負
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荷
の
低
減
を
目
指
す
環
境
保
全
に
お
け
る
戦
略
で
あ
る
︵
二
一
九
頁
︶︒

一
九
九
九
年
の
第
五
回
締
約
国
会
議
以
降
︑
使
用
済
み
の
携
帯
電
話
や

パ
ソ
コ
ン
の
生
産
か
ら
処
分
ま
で
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
管
理
す
る
た

め
に
︑
製
造
者
と
の
連
携
を
図
る
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
の
動
き
を
踏
ま
え
︑
バ
ー

ゼ
ル
条
約
に
お
い
て
も
次
第
に
Ｅ
Ｐ
Ｒ
と
い
う
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
へ
の

直
接
的
な
言
及
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
は
︑

Ｅ
Ｐ
Ｒ
は
国
家
︑
産
業
界
︑
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
推
進

す
る
な
ど
︑
多
元
的
な
主
体
の
参
加
を
前
提
と
す
る
制
度
へ
と
変
容
し

つ
つ
あ
る
︒
特
徴
的
な
の
は
︑
国
家
が
資
金
を
提
供
し
︑
会
議
の
ホ
ス

ト
と
な
り
︑
有
害
廃
棄
物
か
ら
生
じ
る
環
境
リ
ス
ク
を
削
減
す
る
国
内

の
Ｅ
Ｐ
Ｒ
の
ス
キ
ー
ム
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
点
で
あ
る
︒

第
五
章
で
は
︑
Ｅ
Ｐ
Ｒ
の
議
論
を
拡
張
し
︑
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
有
害
廃

棄
物
越
境
移
動
規
制
と
Ｅ
Ｐ
Ｒ
の
関
係
が
考
察
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
九

〇
年
代
か
ら
経
済
合
理
性
よ
り
も
環
境
を
優
先
す
る
政
策
が
展
開
さ
れ

て
い
た
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
︑
Ｅ
Ｐ
Ｒ
に
関
連
す
る
政
策
は
一
九
九
三
年
の

Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
︵
電
気
電
子
廃
棄
物
指
令
︶
か
ら
始
ま
る
︒
そ
の
後
︑
二
〇

〇
二
年
一
二
月
に
採
択
さ
れ
た
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
は
︑
生
産
者
責
任
に
基
づ
い

て
お
り
︑
構
成
国
の
生
産
者
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
第
三
者
が
︑
個
別

お
よ
び
共
同
で
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
を
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
よ
う
に

し
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
二
〇
一
〇
年
の
改
訂
で
は
︑
生
産
者
の
責
任
に

加
え
︑
輸
出
者
も
電
子
機
器
が
作
動
し
再
使
用
さ
れ
る
も
の
か
の
証
明

の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
り
︑
Ｐ
Ｉ
Ｃ
に
基
づ
く
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
規

制
と
連
続
的
な
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
︒
さ
ら
に
︑
二
〇
一
二

年
六
月
の
改
訂
の
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
指
令
で
は
︑﹁
検
査
と
監
視
﹂も
規
定
さ
れ
︑

事
前
に
輸
入
側
に
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
生
産
者
に
責
任
を
負
わ

せ
る
と
い
う
点
で
︑
Ｅ
Ｐ
Ｒ
と
Ｐ
Ｉ
Ｃ
が
接
合
し
て
い
る
と
︑
著
者
は

分
析
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
指
令
で
は
︑
Ｗ
Ｔ
Ｏ
と
い
う
貿

易
制
度
に
対
し
て
も
製
品
規
格
に
か
か
わ
る
適
合
性
評
価
が
貿
易
障
壁

と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
お
り
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約

が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
と
の
接
点
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
克
服
し
て
い
る
と
言

う
︒第

六
章
で
は
︑
環
境
派
と
産
業
派
の
対
立
に
よ
っ
て
バ
ー
ゼ
ル
条
約

の
批
准
が
進
ま
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
︑
電
子
廃
棄
物
の
問
題

に
応
じ
て
︑
Ｅ
Ｐ
Ｒ
が
導
入
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
考
察
が
な

さ
れ
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
二
〇
〇
〇
年
代
を
前
後
に
し
て
︑
パ

ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
の
普
及
と
と
も
に
︑
電
子
廃
棄
物
が
大
き
な
課
題

と
し
て
浮
上
し
た
︒
当
時
ア
メ
リ
カ
に
存
在
し
て
い
た
有
害
廃
棄
物
を

規
制
す
る
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
が
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
使
用
済
み
の
パ
ソ
コ
ン

な
ど
に
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
包
括
的
な
リ
サ
イ
ク
ル
に
か
か

わ
る
法
律
の
成
立
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
︒
一
九
九
三
年
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
期
の
リ
サ
イ
ク
ル
関
連
政
策

を
経
て
︑
二
〇
〇
四
年
と
二
〇
〇
五
年
に
は
一
連
の
法
案
︵
二
八
九
頁
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の
表
七
︶
の
成
立
に
繋
が
る
︒
ア
メ
リ
カ
型
Ｅ
Ｐ
Ｒ
は
︑
生
産
者
だ
け

で
な
く
︑
製
品
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
か
か
わ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
︑
拡
大
製
品
責
任
と
言
え
る
︒
一
方
︑
著

者
は
︑
一
九
九
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
公
共
調
達
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
構
築

に
注
目
す
る
︒
そ
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
﹁
Ｅ
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｔ
﹂

は
指
標
︵
評
価
ツ
ー
ル
︶
で
は
あ
る
も
の
の
︑
使
用
︑
リ
サ
イ
ク
ル
︑

廃
棄
と
い
っ
た
製
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
般
ま
で
を
対
象
と
す
る
と

い
う
特
徴
が
あ
る
と
言
う
︒
こ
の
Ｅ
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｔ
は
オ
バ
マ
大
統
領
の
大

統
領
令
ま
で
引
き
継
が
れ
︑
や
が
て
有
害
廃
棄
物
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
の

接
点
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
Ｅ
Ｐ
Ｒ
と
い
う
政
策
ア

イ
デ
ィ
ア
を
取
り
入
れ
て
い
く
ア
メ
リ
カ
の
一
連
の
動
き
が
︑
結
果
的

に
ア
メ
リ
カ
と
有
害
廃
棄
物
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
の
接
点
を
作
る
契
機
と

な
っ
た
と
言
う
︒

終
章
で
は
︑
内
容
と
ま
と
め
と
︑
実
証
研
究
上
の
意
義
と
理
論
研
究

上
の
意
義
が
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

二

本
書
の
意
義

周
知
の
と
お
り
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
は
︑
グ
ロ
ー
バ

ル
な
課
題
に
対
処
し
︑
共
通
目
標
の
達
成
の
た
め
に
︑
各
国
政
府
︑
多

国
間
公
共
機
関
︑
市
民
社
会
が
一
つ
に
な
っ
て
︑
統
一
さ
れ
た
基
準
を

作
っ
て
い
く
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ

ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
研
究
は
︑多
く
の
主
体
が
参
加
し
て
い
る
た
め
︑

実
は
主
体
間
の
政
治
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
︒
ま
し

て
や
︑
そ
う
い
っ
た
主
体
ら
が
長
い
期
間
を
か
け
て
様
々
な
場
面
に
お

い
て
会
議
を
重
ね
て
い
く
た
め
︑
会
議
ご
と
の
論
点
の
整
理
や
主
体
の

立
場
な
ど
を
政
治
過
程
の
観
点
で
分
析
す
る
の
は
相
当
手
間
が
か
か
る

大
変
な
作
業
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
書
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
研
究
は
国
際
法

な
ど
の
分
野
が
多
く
︑政
治
過
程
論
的
な
研
究
が
多
い
と
は
言
い
難
い
︒

こ
う
し
た
難
解
な
作
業
に
対
し
て
︑
本
書
は
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約
締
約
国

会
議
資
料
や
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
資
料
の
よ
う
な
一
次
文
献
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
︑
こ
れ
ま
で
日
本
と
海
外
で
刊
行
さ
れ
て
き
た
多
く
の
二
次
文
献
を

参
考
し
つ
つ
緻
密
な
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
条
約
の
形
成
過
程
と
そ

の
後
の
状
況
を
再
構
築
し
て
い
る
︒
こ
う
す
る
こ
と
で
︑
国
際
政
治
学

に
お
け
る
同
条
約
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
的
な
意
義
を
析
出

す
る
と
い
う
本
書
の
目
的
が
十
分
に
達
成
で
き
て
い
る
と
言
え
る
︒
こ

れ
が
本
書
の
最
も
大
き
い
意
義
で
あ
ろ
う
︒

次
に
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
形
成
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
既
存
の

環
境
レ
ジ
ー
ム
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
し
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
な
っ

て
お
り
︑
制
度
と
し
て
の
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
形
成
が
よ
り
立
体
的
に
理

解
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
一
九
七
〇
年
代
の
駆
除
剤
の
越
境
移
動
を
め
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ぐ
っ
て
国
連
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
議
論
行
わ
れ
る
中
で
︑
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら

の
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
Ｐ
Ｉ
Ｃ
と
い
う
概
念
が
︑

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た
か
の
分
析
が
あ

る
︒
ま
た
︑Ｅ
Ｕ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
︑概
念
で
し
か
存
在
し
な
か
っ

た
Ｅ
Ｐ
Ｒ
が
正
式
の
政
策
と
し
て
形
を
整
え
て
い
く
過
程
に
関
す
る
分

析
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
点
か
ら
し
て
︑
本
書
は
該
当
分
野
を
研
究
す
る

学
者
だ
け
で
な
く
︑
政
策
立
案
者
に
も
十
分
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
本
書
の
全
体
を
貫
く
﹁
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
﹂
は
︑
本
書
の

終
章
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
理
論
研
究
の
面
で
も
示
唆

す
る
点
が
大
き
い
︒
本
書
は
︑国
際
政
治
学
の
理
論
検
討
を
行
う
中
で
︑

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
﹁
禁
止
﹂
修
正
に
対
し
て
見
ら
れ
る
各
国
の
異
な
る

反
応
を
説
明
す
る
た
め
に
制
度
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
議
論
が
必
要
で

あ
る
と
主
張
す
る
︒
そ
し
て
︑
国
際
規
範
と
国
内
規
範
︑
ひ
い
て
は
異

な
る
二
つ
の
国
際
規
範
が
調
和
し
て
い
く
場
面
が
説
明
で
き
る
鍵
と
し

て
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
確
か
に
バ
ー
ゼ
ル
条
約
が

成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
環
境
と
貿
易
と
い
う
異
な
る
国
際
規
範
が
Ｐ

Ｉ
Ｃ
と
い
う
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
妥
協
し
て
い
く
よ
う
に
見
ら

れ
る
た
め
︑
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
役
割
は
大
き
い
︒
ま
た
︑
政
策
と
い

う
実
態
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
︑
や
や
抽
象
的
な
レ
ジ
ー
ム
論
や
コ
ン

ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
部
分
を
補
っ
て
い
る

た
め
︑
こ
の
概
念
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
の
は
著
者
の
賢
い
選
択
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
︒

三

本
書
に
対
す
る
疑
問
点

以
上
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
本
書
で
あ
る
が
︑
本
書
を
読
む
中
で

感
じ
た
四
つ
の
疑
問
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
理
論
に
対
す
る
説
明
が
一
番
先
に
出
て
い
る
点
で
あ
る
︒
一
般

的
に
国
際
政
治
学
の
論
文
に
は
理
論
的
枠
組
み
を
先
に
提
示
す
る
場
合

が
多
い
︒
そ
れ
は
︑
本
論
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
分
析
の
視
角
を

先
に
提
示
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
本
書
の
場
合
︑
本
文
の
壮

大
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
理
解
す
る
前
に
︑
国
際
政
治
学
の
諸
理
論
で
そ
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
評
価
し
て
い
る
た
め
︑
最
初
に
読
む
と
き
に
︑
導
入
と

し
て
は
違
和
感
を
覚
え
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
鍵
﹂
と
し
て
の
政
策
ア
イ

デ
ィ
ア
の
役
割
と
そ
の
重
要
性
を
析
出
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
と
思

う
が
︑
む
し
ろ
先
に
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
概
念
と
役
割
を
提
示
し
て
か

ら
︑
終
章
に
お
い
て
︑
理
論
か
ら
見
た
分
析
を
す
る
の
は
い
か
が
か
と

思
っ
た
次
第
で
あ
る
︒

次
に
︑
そ
の
た
め
︑
本
書
は
既
存
の
理
論
を
修
正
す
る
こ
と
が
目
的

な
の
か
︑
そ
れ
と
も
実
証
研
究
を
示
す
こ
と
が
目
的
な
の
か
や
や
不
明

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
終
章
で
は
︑
実
証
研
究
と
理
論
研
究
と
し
て
の

意
義
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
︒
た
だ
︑
本
書
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が﹁
有
害
廃
棄
物
の
越
境
的
環
境
リ
ス
ク
の
管
理
が
試
み
ら
れ
て
き
た
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
制
度
的
展
開
の
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
﹂︵
一
一
頁
︶
以
上
︑
実
証
研
究
と
理
論

研
究
の
二
つ
を
射
程
に
入
れ
る
の
は
読
者
に
と
っ
て
本
書
の
目
指
す
と

こ
ろ
が
分
か
り
に
く
く
な
る
点
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
第
六
章
の
ア
メ
リ
カ
の
場
合
︑
本
書
の
全
体
の
流
れ
か
ら

す
る
と
︑
少
し
浮
い
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
︒
バ
ー
ゼ
ル
条
約

の
形
成
と
そ
の
後
の
展
開
に
関
す
る
分
析
は
︑
基
本
的
に
制
度
を
め

ぐ
っ
て
起
き
る
国
家
間
の
対
外
政
策
の
相
互
作
用
と
︑
そ
れ
に
関
連
し

た
国
内
政
治
過
程
に
フ
ォ
ー
カ
ス
が
当
て
ら
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が

で
き
た
︒
し
か
し
︑
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
批
准
を
し
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ

の
場
合
︑
米
国
内
の
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
限
界
が
あ
っ
た
が
︑
欧
州
型
の
Ｅ
Ｐ

Ｒ
を
導
入
し
に
く
い
状
況
が
続
く
中
で
︑
一
九
八
〇
年
代
の
汚
染
防
止

の
た
め
の
Ｅ
Ｐ
Ｒ
が
徐
々
に
電
子
廃
棄
物
の
Ｅ
Ｐ
Ｒ
に
発
展
し
て
い
く

場
面
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
結
果
的
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ

ナ
ン
ス
に
つ
な
が
っ
た
と
は
い
え
︑
全
体
の
流
れ
は
ア
メ
リ
カ
国
内
の

政
治
過
程
で
あ
っ
て
︑
他
国
と
の
相
互
作
用
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
た

め
︑
ま
る
で
別
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︒

最
後
に
︑
本
書
全
体
的
に
表
記
ミ
ス
や
誤
字
脱
字
が
軽
視
で
き
な
い

程
目
立
つ
︒
例
え
ば
︑
三
二
頁
の
﹁
パ
ラ
タ
イ
ム
﹂
や
五
二
頁
の
カ
ッ

コ
の
ミ
ス
な
ど
が
あ
る
︒
本
書
が
︑
多
様
な
主
体
に
よ
る
膨
大
な
ス

ト
ー
リ
ー
を
多
く
の
参
考
文
献
に
基
づ
い
て
描
い
て
い
る
か
ら
だ
と
思

わ
れ
る
が
︑
第
二
刷
で
の
修
正
を
お
願
い
し
た
い
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
本
書
の
概
要
及
び
意
義
と
疑
問
点
に
つ
い
て
︑
評
者
な
り
の

考
え
を
述
べ
て
き
た
︒
評
者
の
専
門
は
安
全
保
障
と
同
盟
政
治
で
あ

り
︑
本
書
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
制
度
に
関
す
る

議
論
に
対
し
て
は
︑
的
外
れ
な
指
摘
も
多
々
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
著
者
に
御
容
恕
を
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
本
書
は
︑
有
害
廃
棄
物
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ

ヴ
ァ
ナ
ン
ス
を
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
形
成
と
そ
の
後
の
展
開
に
照
ら
し
て

解
明
し
た
も
の
と
し
て
︑
読
者
に
有
意
義
な
論
点
と
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提

供
し
て
い
る
︒
国
際
政
治
学
の
研
究
者
だ
け
で
な
く
︑
政
策
決
定
者
に

も
幅
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒

― 186―


