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沼
津
市
が
建
設
を
予
定

し
て
い
る
新
し
い
ゴ
ミ
焼

却
炉
を
中
心
と
し
た
新
中

間
処
理
施
設
の
建
設
計
画

順
延
が
、
今
年

一
月
の
市

輔鼓
確

‐ま病鴫鰭
験

は
じ
め
と
す
る
清
水
町
外

原
区
の
多
く
の
住
民
は
喜

一び
ま
し
た
が
、
順
延
理
由

を
聞
い
て
驚
き
ま
し
た
。

理
由
の

一
つ
に

「
外
原

区
の
住
民
と
焼
却
炉
建
設

に
関
す
る
合
意
が
得
ら
れ

て
い
な
い
」
一と
あ
つ
た
か

・ら
で
す
。
こ
れ
で
は
、
外

原
区
が
ワ
ガ
マ
マ
で
建
設

に
反
対
し
て
い
る
た
め
焼

却
炉
の
稼
動
開
始
が
遅
れ

る
、
と
い
う
印
象
を
沼
津

市
民

に
与
え
か
ね
ま
せ

ん
。
私
達
は
落
胆
す
る
と

と
も
に
、
な
ぜ
沼
津
市
は

先
人
が
残
し
て
く
れ
た

「営
書
弔
を
守
っ
て
く
れ
な

・建
設
に
反
対
し
て
い
ま
し

じ
場
所
に
焼
却
炉
を
建
設

い
の
か
、
と
悲
し
い
気
持
　
た
。
こ
れ
に
対
し
沼
津
市

し
な
い
と
市
長
が
約
束
し

ち
に
な
り
ま
し
た
。
　

　

は
、
ゴ
ミ
焼
却
炉
建
設
が

て
く
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、

■
Ｌ
覚
書
」
と
は
、
昭
和
　
急
務
だ

っ
た
こ
と
か
ら
覚

苦
渋
の
決
断
で
は
あ
る
が

四
十
九

（
一
九
七
四
）
年
　
書
の
上
記
内
容
を
外
原
区

焼
却
炉
建
設
を
受
け
入
れ

に
当
時
の
井
手
敏
彦
沼
津
　
に
提
案
し
ま

し
た
。
即

る
」
と
し
て
交
わ
し
た
契

市
長
と
外
原
区
長
が
交
わ
　
ち
、
三
度
と

一
ノ
洞
ヽ
二
　
約
書
が

「
覚
書
」
で
あ
る
、

し
た
契
約
書
で
す
。
そ
こ
　
ノ
洞
、
三
ノ
洞
に
は
焼
却

と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

に
は
Ｌ
将
来
、　
一
ノ
洞
、　
一
炉
を
建
設
し
な
い
の
で
今

　

｝」
の
よ
う
に
、
偉
大
な

ニ
ノ
洞
、
三
ノ
洞
に
焼
却
　
回
だ
け
は
建
設
を
認
め
て

先
人
達
の
努
力
の
末
に
締

新
中
間
処
理
施
設
の
建
設
計
画

〈上
Ｙ
・

諷
匈
饉
匈
肉
肉
財
鱚
猾
判
靱
飢
蟄
列
喘
木
隆
雄

夢
経
時
『
構
鐵
”
研
裡
鷺
・
〓
げ
槃
恥
”
℃
提
案
し
て

赫
養
Ｍ
け
競
鐸
¨
行
い
饒

て
も
覚
書
の
内
容
は
有
効
　
　
こ
れ
を
受
け
清
水
町
外

の
外
原
区
長
は
覚
書
を
大

と
す
る
」
と
記
載
さ
れ
て
　
原
区
の
先
人
達
は

「
沼
津

切
に
保
管
し
、
引
き
継
い

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
市
）の

苦
し
い
立
場
も
理
解

で
き
た
の
で
す
っ
ま
た
当

当
時
を
知
る
人
に

「
覚
●
で
き
る
。
し
か
し
、
子
ど

然
、
沼
津
市
は
覚
書
を
尊

書
」
を
締
結
し
た
経
緯
を
　
も
達
の
将
来
を
考
え
れ
ば
、

重
し
、
焼
却
炉
が
現
在
の

聴
く
と
、
健
康
被
害
や
悪
　
将
来
に
わ
た
り
同
じ
場
所

場
所
に
建
設
さ
れ
る
こ
と

臭
な
ど
の
懸
念
が
あ
る
た
　
に
焼
却
炉
が
あ
り
続
け
て

は
な
い
、
と
信
じ
て
き
ま

め
外
原
区
は
ゴ
ミ
焼
却
炉
　
は
な
ら
な
い
。
将
来
、
同

し
た
。

し
か
し

一
昨
年
、
Ｔ
Ｂ

Ｓ
テ
レ
ビ

「
噂
の
東
京
マ

ガ
ジ
ン
」
で
放
映
さ
れ
、

そ
の
中
で
栗
原
裕
康
市
長

は

「
現
市
長

（
私
）
が

（
覚
書
を
）
守
る
と
い
う

義
務

は
一な
い
」
と
発
言

．

し
、

「
覚
書
」

を
反
故
一

（
ほ
ご
）
に
し
よ
う
と
し

ま
し
た
。
私
は
非
常
に
驚

き
ヽ
外
原
区
長
と
い
う
立

場
で
沼
津
市
に
対
し
て
覚

書
の
有
効
性
を
訴
え
、
覚

・

書
の
内
容
を
履
行
す
る
よ

一

｝£
ど
求
め
ま
し
た
。
　

．

し
か
し
ヽ
沼
津
市
当
局

は
外
原
区
の
要
望
を

一
切

無
視
し
、
新
焼
却
炉
の
建

設
を
強
行
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
一
当
時
の
沼
津
市

長
が
決
断
し
市
長
印
を
押

し
て
交
わ
し
た
契
約
が
、

か
く
も
簡
単
に
破
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
に
、

私
は
憤
り
す
ら
感
じ
ま
・

す
。
．
　

　

■
ザ

　

‐

∵
皆
さ
ん
、　

―想
像
し
て
み

て
く
だ
さ
い
だ
沼
津
市
長

と
交
わ
し
た
契
約
が

一
方

ま‐‐を 的

・

民
は
何
を
信
じ
て
沼
澤
市

と
契
約
を
交
わ
せ
ば
よ
い

の
で

ヽ
し
ょ
う
か
？
　
信
頼

関
係
な
く
し
て
良
好
な
関

係
．な
ど^
築
け
ま
せ
ん
“

・
清
水

‥
町
外
原
区
は
当
時

，の
沼
津
市
長
と
の
約
束
を

信
じ
、
大
切
に
し
て
き
ま

し
た
。
沼
津
市
は
住
民
と

の
約
束
を
破
る
こ
と
な

く

電
琶

Ｒ

容
危

行
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。　
　
八
つ
づ
Ｓ

（清
水
町
外
原
区
削
区

長
）

16年 (平成28年)8月 4日 (本I電 日)

私
が
住
む
清
水
町
外
原

区
は
北
に
狩
野
川
が
流

れ
ず
そ
の
先
に
雄
大
な
富

士
山
が
見
え
、
と
て
も
景

色
の
良
い
所
で
す
。
本
来

・な
ら
富
士
山
を
眺
め
、
胸

い

っ
ぱ
い
新
鮮
な
空
気
を

吸

い
た
い
と

こ
ろ
で
す

が
、
ゴ
ミ
焼
却
炉
か
ら
の

悪
臭
で
窓
を
開
け
る
こ
と

，
さ
え
で
き
な
い
日
が
あ
り

・ま
一す

‐
‐
‐。
私

が
外

原

区
．長

だ
●

た

‐
時
ず

一区
民
か
ら

「
臭
い

一
と
苦
清
を
受
け
、

を
繰
り
返
し

て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
実
際
に
は

悪
臭

が
あ

り
、
多

く

の

区
民
は
苦
し
ん

で
い
ま

す
ｏ一で

は
、
「規
制
値
以

下

だ
か
ら
問
題
な
い
」
と
の

沼
津
市
説
明
は
本
当
な
の

で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
に
つ

い
て
、
い
く
つ
か
説
明
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

一

る

こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
単
年
度
だ
け

の
こ
と
で
は
な
く
、
五
年

以
上
０
そ
の
傾
向
が
続
い

て
い
て
、
明
ら
か
に
異
常

だ
と
思
い
ま
す
「

ま
た
、
ゴ
ミ
焼
却
炉
と

喘
息
被
患
率
の
関
係
に
つ

い
て
は
ヽ
環
境
ジ
ャ
ト
ナ

リ
ス

‐卜
の
青
木
泰
著

「
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
は
燃
や

し
て
よ
い
の
か
』
の
中
で

も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
横
浜
市
の

る
の
は
清
水
町
外
原
区
で

あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の

一
方
で
、
環
境

保
全
目
標
を
超
過
し
な
い

の
で
、
影
響
は

「
軽
墜

だ
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
小
さ
な
子
ど

も

へ
の
影
響

・
―ま
未
知
数

で
、
感
受
性
が
高
い
子
ど

も
達
が
被
害
者
に
な
る
こ

と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
゛
　

・

″纂
捨

」ヽで
農ヽ
却
炉

・周
辺
地
域
の
子
ど
も
達
の

は
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
　
ッ
キ
ン
グ
な
言
葉
を
聞
き

い
か
？
」
と
問
い
た
だ
し

私
は
地
域
の
子
ど
も
達
の

ま
し
た
０
　

　

　

　

　

　

健
康

は
大

丈
夫
だ
ろ
う

こ
れ
に
対
し
て
当
時
の

か
ｆ
と
心
配
に
な
り
ま
し

町
地
域
振
興
課
長
の

「焼

た
。

一　

一

却
炉
周
辺
住
民
の
健
康
被

　

以
前
か
ら
漠
然
と
で
は

害
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
」
と

あ
り
ま
す
が
、
「
周
辺
に
は

の
回
答
を
聞
き
、
私
は
行

喘
息

の
子
ど
も
が
多
い

政
に
失
望
し
、
怒
り
す
り

な
」
と
感
じ
て
い
た
こ
と

覚
え
ま
し
た
。
　
　

　
　

も
あ
り
、
清
水
町
立
三
小

こ
れ
ま
で
町
行
政
は
、
　

学
校
の
学
校
保
健
調
査
票

新
中
間
処
理
施
設
の
建
設
計
画
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t,=__i l療1 窮

る
、
と
い
う
印
象
を
沼
津

市
民
に

与
え
か

ね
ま
せ

ん
。
私
達
は
落
胆
す
る
と

と
も
に
ヽ
な
ぜ
沼
津
市
は

先
人
が
残
し
て
く
れ
た

当
時

‥‐
を
知
る
人
に

一
覚
一

書
」
を
締
結
し
た
経
緯
を
一

聴
く
と
ず
健
康
被
害
や
悪
一

臭
な
ど
の
懸
念
が
あ
る
た

め
外
原
区
は
ゴ
ミ
焼
却
炉

・で
き
る
ｃ
し
か
し
ギ
子
ど

一も
達
の
将
来
を
考
え
れ
ば
、

将
来
に
わ
た
り
同
じ
場
所

一に
焼
却
炉
が
あ
り
続
け
て

は
な
ら
な
い
。
将
来
、
同

然
、
沼
津
市
は
覚
書
を
尊

重
し
、
焼
却
炉
が
現
在
の

場
所
に
建
設
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
、
と
信
じ
て
き
ま

し
た
。

・い
ま
す
ｃ
当
時
の
沼
津
市

長
が
決
断
し
市
長
印
を
押

し
て
交
わ
し
た
契
約
が
、

か
く
も
簡
単
に
破
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
に
、

行
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
　
　
（
つ
づ
Ｓ

（清
水
町
外
原
区
前
区

長
）

2016年 |(平成28年)8月 4日 (本曜日)

は
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
　
ッ
キ
ン
グ
な
言
葉
を
聞
き

い
か
？
」
と
問
い
た
だ
し

私
は
地
域
の
子
ど
も
達
の

ま
し
た
「
　
　
　
　
　
　

健
康
は
大
丈
夫
・だ
ろ
う

こ
れ
に
対
し
て
当
時
の

か
？
と
心
配
に
な
り
ま
し

町
地
域
振
興
課
長
の

「
焼

た
ず

　
　

　

■

却
炉
周
辺
住
民
の
健
康
被
一　

以
前
か
ら
漠
然
と
で
は

害
は
ゼ
●
で
は
な
い
」
と

・あ
り
ま
す
が
、
一「
周
辺
に
は

の
回
答
を
聞
き
、
私
は
行

一喘
．息
．の
一子
ど
も
が
多
い

政
に
失
望
し
、
怒
り
す
り

一な
」
と
感
じ
て
い
た
こ
と

覚
え
ま
し
た
。
　
　

　
　

も
あ
り
、
清
水
町
立
三
小

こ
れ
ま
で
町
行
政
は
、
　

学
校
の
学
校
保
健
調
査
票

新
中
間
処
理
施
設
の
建
設
計
画

（中
〉

鍮

　

　

蜀

鈴
木

隆
雄

私
が
住
む
清
水
町
外
原

区
は
北
に
狩
・野
川

が
流

れ
ず
そ
の
先
に
雄
大
な
富

士
山
が
見
え
ヽ
と
て
も
景

色
の
良
い
所
で
す
Ю
本
来

な
ら
富
士
山
を
眺
め
ヽ
胸

い

‐っ
ぱ
い
新
鮮
な
空
気
を

吸

い
・た
い
と

こ
ろ

で
す

が
、
ゴ
ミ
焼
却
炉
か
ら
の

悪
臭
で
窓
を
開
け
る
こ
と

，
さ
え
で
き
な
い
日
が
あ
り

ま
一す
ｒ

‐
私
が
外
原
区
長

葦
讃
話
巧

焼
却
炉
・の
あ
る
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ト
に
抗
議
し
た

こ
と
も
多

々
あ
り
ま
し

た
。

」

沼
津
市
は
、
現
焼
却
炉

の
大
規
模
改
修
を
平
成
十

一
年
か
ら
十
二
年
に
か
け

て
行
い
、
煙
突
か
ら
排
出

さ
れ
る
有
害
物
質
に
関
し

て
は

「
規
制
値
以
下
だ
か

ら
問
題
な
い
」
と
の
説
明

を
繰
り
返
・し
て
き
ま
し

た
一
し
か
．し
、
実
際
に
は

悪
臭

が
あ
り
、
多

く

の

区
民
は
苦
し
ん

で
い

ま

す
。・で

は
、
「規
制
値
以
下

だ
か
ら
問
題
な
い
」
と
の

沼
津
市
説
明
は
本
当
な
の

で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
に
つ

い
て
、
い
く
つ
か
説
明
し

た
い
と
思
・い
ま
す
“

一

る

こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
単
年
度
だ
け

の
こ
と
で
は
な
く
ぃ
五
年

以
上
、
そ
の
傾
向
が
続
い

て
い
て

，
明
ら
か
に
異
常

だ
と
思

い
ま
す
■

．

一
ま
た
、
ゴ
ミ
焼
却
炉
と

喘
息
被
患
率
の
関
係
に
つ
・

い
て
は
ヽ
一
環
境
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
■
の
青
木
泰
著
｛
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
‐

ご
み
は
燃
や

し
て
よ
い
の
か
い
の
中
で
一

も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
横
浜
市
の

ゴ
ミ
焼
却
炉
近
隣
小
学
校

の
喘
息
被
患
率
が
ヽ
焼
却

炉
の
操
業
終
了
に
伴
い
、

約
二
分
の

一
か
ら
三
分
の

一
に
減
少
し
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
¨

．

さ
ら
に
ず
沼
一津
市
が

行
っ
た
生
活
環
境
影
響
調

査
書
に
は
ず
ゴ
ミ
焼
却
炉

の
煙
突
か
ら
出
る
有
書
物

質
が
最
も
多
く
降
り
積
も

る
の
は
清
水
町
外
原
区
で

あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の

一
方
で
、
環
境

保
全
目
標
を
超
過
し
な
い

の
で
、
影
響
は

「
軽
微
」

だ
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
い
小
さ
な
子
ど

も
へ

の
影
響
は
未
・知
数

で
、

感
受
性
が
高
い
・子
ど

も
達
が
被
害
者
に

―な
る
こ

と
が
あ
つ
て
い
答
う
な
い

と
思
い
ま
す
。
　

・

行
政
は
Ｆ
ゴ
ミ
．焼
却
炉

周
辺
地
域
の
子
ど
も
達
の

喘
息
被
腰
率
が

，
農
却
炉

が
な
い
地
域
の
子
ど
も
達

に
比
バ
て
約
二
倍
に
な
つ

・て
い
る
原
因
を
追
求
す
る

と
と
も
に
、
子
ど
も
達
が

健
康
で
過
ご
せ
る
よ
う
、

き
ち
ん
と
対
策
を
と
つ
て

ほ
し
い
も
の
で
す
。

・　

　

　

（
つ
づ
Ｓ

（
清
水
町
外
原
区
前
区

こ

ま
ず
、
私
が
耳
を
疑

っ

た
の
は
三
年
前
の
十

一
月

に
開
か
れ
た
清
水
町
行
政

と
の
意
見
交
換
会
で
の
こ

と
で
す
ザ
そ
の
中
で
、
私

は

「
焼
却
炉
か
ら
有
害
物

質
が
排
出
さ
れ
て
い
る
の

で
は
一な

い
か
？
」
「
規
制

値
以
下
だ
か
ら
問
題
な
い

と
言
う
が
、
周
辺
住
民
に

焼
却
炉
周
辺
の
住
民
に
は

を
取
り
寄
せ
、
児
童
の̈
喘

「問
題
あ
り
ま
せ
ん
」
と

患
被
患
率
を
調
べ
て
み
ま

言
い
続
け
る

一
方

、
「健

し
た
。

康
被
害
が
あ
る
」
こ
と
を
　
・
そ
の
結
果
、
一焼
却
炉
に

知
り
な
が
ら
隠
し
て
い
た

最
も
近
い
学
校
の
被
患
率

の
で
す
。
こ
れ
は
住
民
に

は
９

ｏ
６
％
、

一次
に
近
い

対
す
る
重
大
な
背
信
行
為

学
校
は
８

・
巧
％
ｒ
最
も

で
あ
る
と
言
わ
ぎ
る
を
得

離
れ
た
学
校
で
は
５
●
３

ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
％
と
な
っ
て
い
て
、
被
患

こ
の
よ
う
な
大
変
シ
ョ
　
率
に
三
倍
近
く
の
差
が
あ

|‐8月 5日 (金曜日)

沼
津
市
の
ゴ
ミ
収
集
車

に

「
ご
み
の
量
　
み
ん
な

で
へ
ら
そ
う
　
が
ん
ば
ろ

，２

「
」
の
ゴ
ミ
は
変
身

す
る
ぞ
！
使
え
る
ぞ
！
」

と
い
う
ユ
ニ
■
ク
な
標
語

が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
い
た
人
も
多
い
の
で

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書

く
と
、
「新
焼
却
炉
計
画

で
は
、
焼
一却

量
が
現

在

の
三
分
の
二
に
減

っ
て
い

る
」
と
反
論
さ
れ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
を
燃
や
さ
な
け

れ
ば
焼
却
ゴ
ミ
量
は
、

「
ゴ

ミ
焼

却

場

の
改
修

や
最
終
処
分
場
の
整
備
に

膨
大
な
コ
ス
■
が
か
か
る
」

と
の
理
由
で
、
徹
底
し
た

ゴ
ミ
の
分
別
、
再
利
用
に

菅
塁
登

体
と
な
り
挑
戦
し

ま
し
た
。

当
初
、
十
年
で
ゴ
ミ
量

答
え
は

「
脱
焼
却
」
で

す
。
ゴ
ミ
を
分
別
し
再
利

用
を
推
進
す
る
こ
と
で
、

焼
却
炉
が
不
要
に
な
る
の

で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
一

清
水
町
か
ら
沼
津
の
焼

却
炉

に
持
ち
込
ま
れ
る

「燃
や
す
ゴ
ミ
」
の
内
訳

生
ゴ
ミ
＝
燃
や
す
も
の

と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が

，

埼
玉
県
久
喜
市
で
は
微
生

物
の
力
を
利
用
し
て
生
ゴ

ミ
を
燃
や
さ
ず
に
処
理
す

る
施
設
を
導
入
し
て
い
ま

ｔ
，こ
の
よ
う
な

「
焼
却
に

の
地
域
だ
か
ら
こ
そ
（
脱

焼

却
に

向
け

，
先
頭

を

切

つ
て
行
動
し
始
め
た
訳

で
す
ｏ
　
　
一

ゴ
ミ
収
集
車
に
書
か
れ

た
標
語
の
通
り
、
沼
津
市

と
清
水
町
の
行
政
は
、
ぜ

ひ
、
こ
の
考

え
を
推

進
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去
一”
夕
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一そ

，多
ｔ
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ン
セ
ン
タ
■
に
抗
議
し
た

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し

た
。
　
―

■
沼
津
市
は
、
現
焼
却
炉
一

・の
大
規
模
政
修
を
平
成
十
一

一
年
か
ら
十
一一一一年
に
か
け

て
行
い
い
煙
突
か
ら
排
出

さ
れ
る
有
害
物
質
に
関
し

て
は

「規
制
値
以
下
だ
か

ら
問
題
な
い
」
と
の
説
明

ま
ず
、
私
が
耳
を
疑

っ

た
の
は
三
年
前
の
十

一
月

に
開
か
れ
た
清
水
町
行
政

と
の
意
見
交
換
会
で
の
こ

と
で
す
「
一そ
の
中
で
、■
私

驚
欝
謬
“晴錫

で
・は
な
一●
か
一■
」一■
規
．制

値
以
下
だ
か
ら
問
題
な
い

と
言
う
が
、
周
辺
住
民
に

焼
却
炉
周
辺
の
住
民
に
は

「問
題
あ
り
ま
せ
ん
」
と

言
い
続
け
る

一
方

、
「
健

康
破
害
が
あ
る
」
こ
と
を

知
り
な
が
ら
隠
し
．て
い
た

の
で
す
。
こ
れ
は
住
民
に

対
す
る
重
大
な
背
信
行
為

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
大
変
シ
ョ

を
取
り
寄
せ
、
児
童
の
喘

息
被
患
率
を
調
べ
て
み
ま

し
た
。

・
そ
の
結
果
ギ
焼
却
炉
に

最
も
近
い
学
校
の
被
患
率

は
９

一．６
％
い
一一次
艦

い
．

学
校
は
８

ｏ
，

％
↓
一最
も

離
れ
た
学
校
で
は
５
●
３
‐

％
と
な

つ
て
い
て
、
被
患

率
に
三
倍
近
く
の
差
が
あ
・

コ
ミ
焼
葺
炉
逝
隣
オ
学
校

の
喘
息
被
患
率
が
い
焼
却

炉
の
操
業
終
了
に
伴
い
、

約
三
分
の

一
か
ら
三
分
の

■
に
減
少
し
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
ｏ

一．
・
　

一

一
さ
・う
に
、
沼
津
・市
が

行
っ
た
生
活
環
境
影
響
調

査
書
に
は
ず
ゴ
ミ
焼
却
炉

の
煙
突
か
颯
燃
逗
易

質
が
最
も
多
く
降
り
積
も

・喘
層
穣
居
率
が
ず
燈
ぶ
炉

が
な
い
地
域
の
子‐
ど
も
達

に
比
べ
て
約
二
倍
に
な

つ

て
い
る
原
因
を
追
求
す
る
‐

と
と
も
に
、
子
ど
も
達
が

健
康
で
過
ご
せ
る
よ
う
ヽ
．

き
ち
ん
と
対
策
を
と
つ
て

ほ
し
い
も
の
で
す
。
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沼
津
市
の
ゴ
ミ
収
集
車

に

「
ご
み
の
量
　
み
ん
な

で
へ
ら
そ
う
　
が
ん
ば
ろ

う
」
「
」
の
ゴ
ミ
は
変
身

す
る
ぞ
！
使
え
る
ぞ
！
」

と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
標
語

が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
い
た
人
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
沼

津
市
の
ゴ
ミ
分
別
収
集
の

歴
史
は
長
く
、　
一
九
七
五

年
に
全
国
で
初
め
て
導
入

し
、
ゴ
ミ
の
減
量
と
資
源

リ
サ
イ
ク
ル
を
目
指
す
活

動
と
し
て
今
日
に
引
き
継

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書

く
と
、
「新
焼
却
炉
計
画

で
は
、
焼
．却

量
が
現

在

の
三
分
の
二
に
減

つ
て
い

る
」
と
反
論
さ
れ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
を
燃
や
さ
な
け

れ
ば
焼
却
ゴ

ミ
量
は
、

も

っ
と
減
る
は
ず
で
す
。

さ
ら
に
は
、
ゴ
ミ
の
分
別

を
も
う
少
し
進
め
れ
ば
大

「
ゴ

ミ
焼

却

場

の
改
修

や
最
終
処
分
場
の
整
備
に

膨
大
な
コ
ス
■
が
か
か
る
」

と
の
理
由
で
、
徹
底
し
た

ゴ
ミ
の
分
別
、
再
利
用
に

官
民

一
体
と
な
り
挑
戦
し

ま
し
た
。

当
初
、
十
年
で
ゴ
ミ
量

を
３０
％
以
上
削
減
と
い
う

目
標
を
立
て
ま
し
た
が
、

僅
か
五
年
で
達
成
し
ま
し

答
え
は

「
脱
焼
却
｝
で

す
。
ゴ
ミ
を
分
別
し
再
利

用
を
推
進
す
る
こ
と
で
、

焼
却
炉
が
不
要
に
な
る
の

で
ｔ清

水
何
か
ら
沼
津
の
焼

却
炉

に
持
ち
込
ま
れ
る

「燃
や
す
ゴ
ミ
」
の
内
訳

を

見
る

と
、
紙
と
布
が

約
六
割
、
生
ゴ
ミ
が
約
二

割
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
が

生
ゴ
ミ
■
燃
や
す
も
の

と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
な

埼
玉
県
久
喜
市
で
は
微
生

物
の
力
を
利
用
し
て
生
ゴ

ミ
を
燃
や
さ
ず
に
処
理
す

る
施
設
を
導
入
し
て
い
ま

ｔ
こ
の
よ
う
な

「
焼
却
に

頼
・ら
な
い
生
ゴ
ミ
処
理
」

は
全
国
の
自
治
体
で
少
し

ず
つ
導
入
が
進
み
、
脱
焼

却
と
い
う
選
択
が
全
国
的

に
広
が
り

つ
つ
あ
り
ま

ｔ
こ
う
し
た
状
況
を
知

り
、
私
は
清
水
町
外
原
区

長
の
時
に
雑
紙

（ざ
つ
が

み
）
を
分
別
収
集
し
ヽ
ゴ

ミ
減
量
の
取
り
組
み
に
着

手
し
ま
し
た
「
当
初
は
分

別
方
法
に
戸
惑
う
区
民
も
・

い
ま
し
た
が
、
今
で
は
多

く
の
雑
紙
が
」
資
源
」
と

し
て
回
収
さ
れ
再
利
用
に

回
め
て
い
ま
す
ｆ
焼
却
の

影
響
を
最
も
受
け
る
私
達

の
地
域
だ
か
ら
こ
そ
、
脱

焼

却

に
向
け
、
先
頭
一を

切

つ
て
行
動
し
始
め
た
訳

・で
す
“
　

一

一
ゴ
ミ
収
集
車
に
書
か
れ

た
標
語
の
通
り
、
沼
津
市

と
清
水
町
の
行
政
は
、
ぜ

ひ
、
こ
の
考

え
を

推
進

し
、
住
民
と

一
体
と
な
り

ゴ
ミ
減
量

・
脱
焼
却
を
目

指
し
て
ほ
し
い
。
焼
却
に

よ
る
健
康
被
害
は
先
に
書

い
た
通
り
で
ヽ
脱
焼
却
に

よ
り
環
境
や
周
辺
住
民
に

優
し
い
ゴ
ミ
処
理
が
可
能

と
な
り
ま
す
。

一
沼

津

市

は
、
プ

ラ

ス

チ
ツ
ク
類
の
分
別
を
や
め

て
焼
却
一す
る

の
で
は
な

く
、
自
ら
掲
げ
た
標
語
の

通
り
ず
今
二
度
い
ゴ
ミ
分

別
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
頑

が
れ
て
い
ま
す
”
　

　

　

幅
に
焼
却
ゴ
ミ
量
は
減
る

先
駆
的
な
素
晴
ら
し
い
　
と
思
い
ま
す
。

取
り
組
み
で
す
が
、
残
念

　

ゴ
ミ
減
量
の

一
例
と
し

な
こ
と
に
沼
津
市
が
計
画

レ
Ｌ
、
横
浜
市
の
取
り
組
み

し
て
い
る
新
中
間
処
理
施

を
紹
介
し
ま
す

（
月
刊

設
で
は
一、
せ

つ
か
く
住
民

『
廃

棄

物
』
二
〇

∵
五
年

が
分
別
し
て
い
る
プ
ラ
ス
　
一一
月

号

よ

り

抜

粋

ヽ

一
〕
誠
静

増
‐
焼 を
¨
『
『
“
叫
一
一
一
¨
」
中
」
中
¨
一
中

て
い
ま
す
。
　
　
一　

　

　

な
環
境
を
残
せ
な

い
」

新
中
間
処
理
施
設
の
建
設
計
画

〈下
〉

た
。
こ
れ
に
よ
り
横
浜
市

約

一
割
と
な

っ
て
い
ま
す
。

内
に
あ
る
七
つ
の
巨
大
焼

布
は
古
着
の
回
収
に
出
し
、

却
場
の
う
ち
三
つ
が
不
要

一紙
は
分
別
す
る
こ
と
で
焼

と
な
り
、
特
に
埋
め
立
て

却

量
が
大
幅

に
減
り
ま

ゴ
ミ
は
半
減
し
ま
し
た
。
　

す
。
残
り
の
生
ゴ
ミ
と
プ

こ
の
よ
う
に
、
官
民

一
体

ラ
ス
チ

ッ
ク
類
で
す
が
ヽ

と
な

っ
て
取
り
組
め
ば
ゴ

今
で
も
プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
類

ミ
削
減
は
可
能
な

の
で

は
分
別
収
集

‐し
て
い
る
の

す
”
で
は
、
ゴ
ミ
削
減
を

で
、
も
う
少
し
頑
張

っ
て

進
め
た
先
に
は
何
が
あ
る

続
け
れ
ば
ゴ
ミ
焼
却
は
生

の
で
し
ょ
う
か
？
　
　
　
　
ゴ
ミ
だ
行
）に
な
り
ま
す
。
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