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官
は
悪
を
為
さ
J
y
o

「
カ
イ
ザ

ー
は
不

法
を
行
う
と
と
な
し
」
D

h

d

か
み
の
な
さ

る
と
と
に
間
違
い
は
な
い
o
叶
V
O
同
E
m

gロ
宏
一口

odz。ロ
m－
と
云
う
考
え
方

は
、
「
日
本
国
憲
法
」
が
誕
生
す
る
ま
で
は

公
然
と
適
用
し
た
、
誰
一
人
不
思
議
に
思

う
者
も
な
い
思
想
だ
っ
た
D

事
実
公
務
員
の
不
法
行
為
に
基
く
損
害

賠
償
の
問
題
で
も
、
従
来
の
大
審
院
判
例

は
と
の
よ
う
な
思
想
で
一
貫
し
て
い
た
。

即
ち
、
官
公
更
の
不
法
行
為
に
止
っ
て
人

民
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
そ
の
不
法
行

為
が
工
事
の
施
行
や
事
業
の
経
営
の
よ
う

友
私
人
の
行
為
と
同
様
な
性
質
の
行
為
に

つ
い
て
起
っ
た
場
合
に
は
、
民
法
第
七
一

の

思

想

横

111 

不日

夫
ー
ー
ー

五
条
の
適
用
に
よ
っ
て
国
又
は
公
共
団
体

が
損
害
賠
償
の
義
務
を
責
う
た
が
、
そ
の

不
法
行
為
が
公
の
行
政
行
為
又
は
公
の
権

力
の
作
用
に
つ
い
て
起
っ
た
場
合
に
は
民

法
の
適
用
は
な
く
、
従
っ
て
国
又
は
公
共

団
体
は
全
然
賠
償
義
務
を
責
わ
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、消
防
自
動
車
の
試
運
転
で
、

過
っ
て
人
を
機
殺
し
た
の
に
対
し
、
消
防

（当
時
は
警
察
の
中
の
消
防
だ
っ
た
）
は
公

の
権
力
の
作
用
だ
か
ら
と
云
う
理
由
で
そ

の
遺
族
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求
し
得
な
い

も
の
と
判
定
し
た
例
が
あ
っ
た
（
昭
和
入
、

四
、
二
入
、
大
民
）
0

日
本
国
憲
法
で
は
、
右
の
よ
う
な
考
え

は
否
定
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、

「
何
人
も

公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、
損
害
を
受

け
た
と
き
は
、
法
律
の
定
め
る
と
と
ろ
に

よ
り
、
国
又
は
公
共
団
体
に
、
そ
の
賠
償

を
求
め
る
と
と
が
で
き
る
」
（
一
七
条
）

と
云
う
明
文
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

更
に
本
条
を
受
け
て
「
国
家
賠
償
法
」
と
云

う
法
律
が
昭
和
二
十
二
年
に
成
立
し
た
。

あ
わ
て
者
は
と
の
法
律
の
名
前
を
見
て
、

戦
勝
国
へ
賠
償
の
支
払
い
を
す
る
と
と
に

つ
い
て
の
法
律
だ
と
思
う
か
も
知
れ
な
い

が
、
決
し
て
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。

同
法
の
第
一
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し

て
い
る
。
「
国
叉
は
公
共
団
体
の
公
権
力

の
行
使
に
当
る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を

行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ

て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き

は
、
国
叉
は
公
共
団
体
が
と
れ
を
賠
償
す

る
責
に
任
十
る
」
と
口
一
読
明
瞭
で
あ
ろ

う
占
公
権
力
の
行
使
に
基
づ
く
損
害
に
つ

い
て
従
来
の
考
え
方
を
排
し
て
、
国
又
は

公
共
団
体
に
賠
償
責
任
の
あ
る
と
と
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
と
の

規
定
は
、
民
法
の
不
法
行
為
に
関
す
る
規

定
を
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
そ
の
ま

ま
、
公
務
員
の
違
法
行
為
の
上
に
拡
張
す

る
と
と
に
よ
っ
て
、
「
官
、
悪
を
為
さ
や
」
、

「
治
か
み
の
な
さ
る
と
と
に
間
遣
い
は
な

い」
、

と
一
去
っ
た
よ
う
な
従
来
の
古
い
考

え
方
を
是
王
し
た
も
の
と
云
う
と
と
が
で

き
よ
う
。

国
家
賠
償
法
の
中
に
は
更
に
徹
底
し
た

規
定
が
あ
る
。
「
道
路
、
河
川
そ
の
他
の

公
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
に
車
抗
が

あ
っ
た
た
め
に
他
人
に
損
害
を
生
じ
た
と

き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
は
、
と
れ
を
賠

償
す
る
責
に
任
や
る
」

（
第
二
条
第

一
項
）

と
云
う
の
で
あ
る
。
最
近
相
つ
い
で
起
る

災
害
は
、
天
災
で
は
な
く
て
「
人
災
」
で

あ
り
、
或
は
「
政
災
」
で
あ
る
と
も
云
わ

れ
る
。

し
て
見
る
と
ど
し
ど
し
本
条
の
適

用
は
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
が
。
ど
う
し
た

わ
け
か
被
害
者
か
ら
損
害
賠
償
の
請
求
を

し
た
例
は
殆
ん
ど
泣
い
ら
し
い
。
「
治
か

み
の
友
さ
る
と
と
に
間
違
い
は
な
い
」
、

と
一
玄
う
封
建
思
想
は
法
律
上
は
排
除
さ
れ

た
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
そ
れ
に
近
い

感
情
が
ま
だ
動
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
折
角
の
国

家
賠
償
法
も
床
の
間
の
か
ぎ
り
に
し
か
過

ぎ
や
、
憲
法
が
保
障
し
た
国
民
の
受
益
権

も
何
の
と
と
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
と
に
な

っ
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

さ
て
F

官
、
悪
を
為
さ
や
J
H

の
思
想
が

ま
だ
は
た
ら
い
て
い
る
も
う
一
つ
の
事
例

を
掲
げ
て
見
ょ
う
。
そ
れ
は
我

k
k
最
も

身
近
な
問
題
で
、
所
謂
建
築
同
意
権
の
行

c 2 ) 



使
に
関
す
る
も
の
で
る
る
。

消
防
の
行
う
建
築
同
意
は
、
消
防
法
第

七
条
及
び
建
築
基
準
法
第
九
十
三
条
に
根

拠
を
持
つ
o
と
と
ろ
で
問
題
点
は
と
の
建

築
同
意
の
際
に
官
公
庁
の
建
物
が
同
意
権

行
使
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
と
で
あ
る
。

建
築
基
準
法
の
制
定
前
、
即
ち
市
街
地

建
築
物
法
時
代
に
は
、
右
の
思
想
を
表
明

す
る
法
律
上
の
明
文
は
な
か
っ
た
。
私
自

身
は
、
前
述
し
た
新
憲
法
の
規
定
、
国
家

賠
償
法
制
定
の
精
神
等
k

か
ら
、
物
法
自

体
に
排
除
規
定
の
な
い
限
り
同
意
権
行
使

の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
を
と

っ
た
（
拙
著
「
新
消
防
論
」
）
。
と
れ
に
対

す
る
建
築
側
の
意
見
は
大
部
分
否
定
的
だ

っ
た
。
そ
の
論
拠
は
、
従
来
の
法
律
解
釈

は
、
特
に
適
用
規
定
の
な
い
限
り
そ
の
法

が
官
公
庁
に
適
用
さ
れ
な
い
の
は
常
識
で

あ
り
、
慣
例
だ
と
云
う
に
る
っ
た
。
そ
う

し
て
と
の
対
立
が
建
築
基
準
法
の
制
定
に

際
し
て
表
面
化
し
た
と
と
は
云
う
ま
で
も

あ
る
ま
い
。

最
初
の
案
で
は
、
官
公
庁
の
建
物
も
建

築
主
事
の
確
認
を
受
け
る
よ
う
に
し
よ
う

と
す
る
意
見
は
、
か
な
り
有
力
に
取
り
上

げ
ら
れ
か
か
っ
て
い
た
と
記
憶
し
て
い

る
。
と
と
ろ
が
、
と
れ
に
対
す
る
各
省
側

の
反
対
の
意
見
は
は
げ
し
く
て
到
底
ま
と

ま
り
そ
う
に
も
な
く
、
と
の
間
に
あ
っ
て

我
点
は
、
確
認
の
対
象
に
し
、
従
っ
て
消

防
の
同
意
対
象
に
す
べ
き
で
あ
る
と
と
を

強
く
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
結
論
は
大
勢
の
赴
く
と
と
ろ
遂

に
物
に
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
と

の
よ
う
な
経
緯
を
辿
っ
た
後
の
産
物
が
、

建
築
基
準
法
第
十
八
条
の
「
通
知
」
で
る

る
。
即
ち
官
公
庁
の
建
物
（
正
確
に
表
現

す
る
と
、
園
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事

を
置
く
市
町
村
の
建
築
物
）
は
、
同
条
に

よ
り
は
っ
き
り
と
確
認
の
対
象
外
に
ゐ
か

れ
（
建
築
基
準
法
第
六
条
、
七
条
、
九
条

十
条
の
適
用
を
除
外
し
た）
、

そ
の
か
わ

り
に
、
工
事
の
着
手
前
に
、
そ
の
計
画
を

建
築
主
事
に
通
知
し
友
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
と
と
し
（
第
十
八
条
第
二
項）
、
更
に
、

建
築
主
事
が
審
査
し
て
、
そ
の
建
築
工
事

が
法
、
令
、
条
例
の
規
定
に
適
合
す
る
旨

の
通
知
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
施
行
で
き

ぬ
（
同
条
第
四
項
）
と
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
叉
と
の
線
に
沿
う
て
、
工
事
完
了

報
告
（
同
条
第
五
項
）
、
検
査
済
証
の
交
付

（
同
条
七
、
八
項
）
等
の
制
限
も
設
け
ら

れ
た
。官

公
庁
の
建
物
は
、
右
の
よ
う
な
次
第

で
「
確
認
」
の
対
象
外
で
あ
る
か
ら
、
消

防
の
同
意
対
象
外
と
な
る
と
と
は
消
防
法

第
七
条
及
び
建
築
基
準
法
第
九
十
三
条
の

た
て
前
上
や
む
を
得
ま
い
。
か
く
し
て
官

公
庁
の
建
物
が
消
防
の
同
意
対
象
よ
り
は

や
れ
、
知
ら
な
い
聞
に
警
備
対
象
物
が
建

て
ら
れ
て
び

っ
く
り
す
る
よ
う
な
珍
現
象

を
起
す
と
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
ζ

ん
な
と
と
で
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
試
み
に
消
防
統
計
表
を
ひ
ら
い

て
、
と
の
種
官
公
有
建
物
の
火
災
実
績
を

し
ら
ペ

て
見
ら
れ
る
が
よ
い
。
如
何
に
此

の
一
種
の
建
物
の
火
災
は
多
い
と
と
か
。
し

か
も
そ
の
火
災
損
害
は
、

一
件
当
り
が
非

常
に
大
き
い
の
み
で
な
く
、
社
会
公
共
に

与
え
る
影
響
は
極
め
て
甚
大
で
あ
る
。
個

人
の
家
か
ら
火
災
を
出
し
て
、
そ
れ
が
焼

け
た
場
合
も
と
よ
り
気
の
毒
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
国
富
を
消
耗
し
た
と
と
に
は
な

る
。
し
か
し
個
人
経
済
の
観
点
か
ら
皮
肉

な
云
い
方
を
す
れ
ば
身
か
ら
出
た
錆
で
も

あ
る
。
と
と
ろ
が
、
官
公
庁
の
建
物
火
災

は
と
れ
と
は
趣
を
異
に
し
よ
う
。
と
れ
ら

の
建
物
は
、
正
に
血
税
の
結
集
で
あ
り
、

公
共
性
の
極
め
て
高
い
も
の
で
る
る
か
ら

そ
れ
が
火
災
に
泊
っ
た
場
合
に
、
身
か
ら

出
た
錆
等
と
云
つ
て
は
ゐ
れ
ま
い
。
の

み
な
ら
や
官
公
庁
と
そ
進
ん
で
防
火
的
に

模
範
的
な
建
築
物
を
建
て
て
ほ
し
い
も
の

で
る
る
。
役
所
は
例
外
だ
、
人
民
共
は
法

に
従
っ
て
よ
ろ
し
く
防
火
的
な
建
物
に
す

べ
し
、
と
一
玄
わ
ん
ば
か
り
の
と
の
法
的
措

置
は
如
何
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

消
防
の
予
防
行
政
の
よ
う
な
も
の
は
、

官
公
庁
が
自
ら
進
ん
で
実
際
的
な
範
を
一
不

さ
ね
ば
効
果
の
上
る
も
の
で
は
な
い
。
予

算
が
な
い
か
ら
と
去
っ
て
、
本
家
本
元
の

消
防
署
ま
で
が
怪
し
い
建
物
で
我
ま
ん
さ

せ
ら
れ
る
よ
う
な
関
心
度
で
は
、
火
災
予

防
運
動
の
徹
底
は
百
年
河
清
を
倹
つ
に
等

し
か
ろ
う
。

「
官
、
悪
を
為
さ
や
J

」
、
「
カ
イ
ザ
ー
は

不
法
を
行
わ
や

J

」
、
の
旧
思
想
が
、
我
k

の
身
近
友
と
と
ろ
に
現
存
す
る
と
と
を
思

う
時
、

一
日
も
速
や
か
に
そ
の
脱
却
を
念

願
し
て
や
ま
な
い
わ
け
で
あ
る
o
そ
の
解

決
の
途
は
、
上
述
の
と
と
ろ
で
既
に
自
明

の
如
く
、
官
公
庁
の
建
物
も
、

一
般
民
間

建
物
同
様
に
「
確
認
」
の
対
象
、
従
っ
て

「
建
築
同
意
」
の
対
象
を
す
る
と
と
で
あ

る。

( 3 ) 

最
近
学
校
火
災
の
撲
滅
に
対
し
て
世
論

は
高
ま
っ
て
来
た
。
「
学
校
の
焼
け
ぬ
日

は
な
し
七
教
室
」
と
云
う
に
至
つ
て
は
、

ほ
っ
て
は
治
け
ぬ
と
云
う
輿
論
の
結
晶
だ

ろ
う
o

b
そ
ま
き
な
が
ら
結
構
な
と
と
で

あ
る
。
故
本
的
徹
底
的
な
解
決
策
を
強
行

す
べ
き
だ
ろ
う
o
そ
う
し
て
そ
の
為
の
理

念
と
し
て
は
、
と
の
「
官
、悪
を
為
さ
や
」

の
思
想
の
一
掃
に
る
る
と
思
料
す
る
の
で

あ
る
ロ
ハ
二
九
、
八
、
一
o、筆
者
は
国
家
消
防

本
部
総
務
課
長
）



戚偶

（

一

）

恐
怖
の
報
酬

一
九
五
三
年
度
、
カ
ン
ヌ
映
画
祭
、
グ

ラ
ン
プ
リ
受
賞
作
品
を
見
て
、
す
ぐ
、
想

起
し
た
の
は
、
恐
れ
を
知
ら
な
い
油
田
消

火
王
の
マ
イ
ロ
ン
、
キ
ン
レ

l
の
と
と
で

あ
っ
た
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
で
生
れ
た
が
、
父
親
の
カ

l
ル
は

カ
ル
フ
オ
ル
エ

ア
油
田
で
初
期
の
頃
の
油

井
爆
破
工
を
や
っ
て
い
た
の
で
る
る
。
と

れ
は
新
し
く
、
拐
さ
く
さ
れ
た
油
井
か
ら

油
を
噴
出
さ
せ
る
た
め
に
、
固
く
つ
ま
つ

井

上

宇

右

コこ

門

た
地
層
を
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
爆
破
す
る

仕
事
で
あ
る
。
一
九
一
一
一
年
に
、
カ
リ
フ

オ
ル
＝
ア
州
タ
フ

ト
地
方
の
あ
る
油
井
が

火
災
を
起
し
た
と
き
、
と
の
油
井
を
ダ
イ

ナ
マ
イ
ト
で
圧
服
す
る
と
と
が
出
来
る
か

ど
う
か
、
そ
れ
を
試
め
す
た
め
に
、
カ
ー

ル
は
呼
ば
れ
て
行
っ
た
。
彼
が
油
井
を
潰

す
た
め
に
仕
掛
け
た
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
は
、

偶
然
に
も
猛
烈
な
炎
を
吹
き
消
す
と
と
に

成
功
し
た
。
と
ん
な
偶
然
の
と
と
か
ら
爆

破
で
油
田
の
炎
を
吹
き
消
す
と
云
う
雄
大

官
険
な
消
火
技
術
が
発
明
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
ヵ

I
ル
の
子
供
に
キ
ン
レ

l
と
フ

ロ
イ
ド
の
二
人
が
い
た
。
兄
の
キ

ン
レ
ー

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
は
砲
兵
と
し
て

海
外
に
出
征
し
帰
還
後
は
弟
の
フ
ロ
イ
ド

と
グ
ル
ザ
で
油
田
の
消
火
作
業
の
仕
事
を

始
め
た。

聞
も
友
く
兄
弟
の
手
腕
が
評
判
に
な
っ

て
く
る
と
、
大
石
油
会
社
は
一
刻
も
早
く

彼
ら
を
火
災
現
場
に
呼
び
迎
え
よ
う
と
思

い
切
っ
た
報
酬
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
。

尤
も
一
つ
の
火
災
に
三
万
ド
ル
を
払
っ
た

と
し
て
も
、

一
月
に
二
万
ド
ル
も
の
石
油

や
ガ
ス
を
燃
し
て
し
ま
う
と
と
を
考
え
れ

ば
何
で
も
な
い
と
と
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

以
来
彼
ら
の
手
腕
技
伺
は
、
経
験
と
と
も

に
円
熟
し
て
、
つ
い
に
名
声
は
世
界
に
普

及
し
た
。
即
ち

一
九
二
九
年
十
周
オ
ク
ラ

ホ
マ
州
の
油
田
大
火
、

一
九
二
九
年
ル
l

マ
ニ
ヤ
油
田
大
火
、

一
九
三
七
年
テ
キ
サ

ス
州
ゴ
リ

ア
ド
油
田
大
火
（
弟
の
フ
ロ
イ

ド
は
重
傷
死
亡
）
一
九
五

O
年
イ
タ
リ
ア

の
ポ

l
渓
谷
の
大
火
等
、
の
消
火
は
彼

の
功
績
で
あ
っ
た
。
次
に
消
火
の
手
段
方

法
は
「
恐
怖
の
報
酬
」
の
写
面
に
も
あ
っ

た
よ
う
に
、
石
綿
の
防
火
衣
を
つ
け
、
石

綿
で
裏
打
ち
し
た
鉄
の
盾
を
か
ざ
し
て
、

後
か
ら
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
掩
護
注
水
を

唯
一
の
頼
み
に
炎
の
中
に
進
入
し
て
行
く

そ
し
て
用
意
の
、
ダ
イ
ナ

マ
イ

ト
詰
石
油
櫨

（
石
綿
で
包
む）

を
燃
え
さ
か
る
ガ
ス
の

噴
出
口
え
突
出
せ
し
め
て
、
大
急
ぎ
で
後

退
し
て
、
遮
厳
物
の
陰
か
ら
爆
破
ボ
タ

ン

を
押
す
と
、
地
面
を
揺
が
す
大
轟
音
が
起

っ
て
さ
し
も
の
大
火
焔
も

ロ
l
ソ
ク
の
火

を
吹
き
消
ナ
よ
う
に

一
一
瞬
に
し
て
鎮
火
し

て
し
ま
っ
て
、
風
の
あ
と
の
平
静
さ
に
変

る
の
で
あ
る
。
映
画
「
恐
怖
の
報
酬
」
で
は

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
の
代
り
に
ニ

ト
ロ

グ
リ
セ

リ
ン
を
使
用
し
た
の
で
あ

っ
た
。

’
な
治
本
年
五
十
八
才
に
な
っ
た
、

マ
イ

ロ
ン
、
キ
ン
レ
ー
は
、

ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
近

い
荻
翠
な
ペ
ル
エ
ア

1
住
宅
地
区
に
あ
る

宮
殿
の
よ
う
に
、
立
派
な
邸
宅
に
住
ん
で

い
る
。
石
油
業
界
の
噂
さ
に
よ
る
と
彼
の

仕
事
と
、
そ
れ
か
ら
彼
が
発
明
し
た
油
田

用
の
機
具
類
の
特
許
料
と
を
合
せ
れ
ば
、

一
カ
年
の
収
入
は
、
楽
に
、
十
万
ド

ル
（
三

千
六
百
万
円
）
を
越
し
て

い
る
だ
ろ
う
と

の
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
火
の
戦
士
、

キ
ン
レ

ー
は
火
と
の
戦
い
を
や
め
よ
う
と

し
な
い
で
闘
魂
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
。

ま
た
彼
の
妻
は
、
キ
ン
レ
ー
に
は
何
処
の

保
険
会
社
で
も
絶
体
に
生
命
保
険
を
引
き

う
け
て
く
れ
な
い
、
で
も
私
は
も
う
心
配

し
な
い
と
と
に
し
ま
し
た
、
心
配
し
た
っ

て
無
駄
な
ん
で
す
も
の
、
る
の
人
は
死
ぬ

ま
で
仕
事
を
や
め
な
い
で
し
ょ
う
、
と
語

っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

( 4 ) 



（ニ
）

故
事
探
究
「
油
断
大
敵
」

「
油
断
大
敵
」
の
字
句
は
、
予
防
的
用

語
と
し
て

「
緊
張
」

「
真
剣
」

を
表
現
す

る
た
め
、
汎
く
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
、
火

災
予
防
宜
伝
に
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

と
と
に
そ
の
故
事
来
歴
を
述
べ
て
参
考
に

供
し
た
い
。

ω
以
前
日
本
の
大
実
業
家
の
某
氏
が
、

爪
珪
に
漫
遊
し
た
と
き
に
土
民
の
王
様
か

ら
衛
事
を
乞
わ
る
る
ま
ま
に
自
慢
の
雄
揮

を
振
っ
て
「
油
断
大
敵
」
の
四
字
を
書
い

て
与
え
た
。
と
と
ろ
が
困
っ
た
の
は
、
同

行
の
秘
書
役
で
あ
っ
た
。
如
何
に
英
語
に

か
け
て
は
、
そ
の
道
の
達
川
人
で
あ
っ
て
も

「
油
断
大
敵
」
の
故
事
来
歴
の
翻
訳
に
は

窮
し
て
し
ま
っ
た
。
書
き
与
え
た
御
本
人

も
「
油
断
」
し
て
そ
の
故
事
に
つ
い
て
は

知
る
由
も
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
場
は
、

当
意
即
妙
の
頓
智
で

「
夜
襲
を
う
け
た
と

き
域
内
に
油
を
断
ら
し
て
い
た
た
め
大
敗

し
た
」
と
故
事
つ
け
た
と
云
う
と
と
で
あ

る
D

尤
も
石
油
を
も
っ
て
戦
斗
の
原
動
力

と
す
る
近
代
戦
に
於
て
は
「
油
断
大
敵
」

の
四
字
は
ピ
ッ
タ
リ
る
て
は
ま
る
。
第
二

次
世
界
大
戦
に
於
て
、
日
本
及
ド
イ
ツ
が

敗
北
し
た
根
本
的
な
主
因
は
、
や
は
り
石

偶

感

油
不
足
に
る
っ
た
よ
う
で
、
兎
に
角
石
油

は
近
代
戦
に
於
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る

と
と
は
周
知
の
事
実
な
の
で
あ
る
。

例
支
那
の
漢
法
医
書
に
は
「
油
断
大
敵
」

と
云
う
文
句
が
判
然
と
書
い
て
あ
る
o
と

れ
は
人
体
に
は
、
脂
肪
分
が
必
要
で
あ
る

か
ら
、
油
を
断
ら
す
と
大
敵
で
あ
る
と
云

う
意
味
で
あ
る
ロ
支
那
人
の
常
食
に
は
確

か
に
油
を
よ
く
用
い
る
。
肉
類
に
は
脂
肪

の
最
も
多
い
豚
肉
、
家
鴨
を
賞
美
し
魚
類

は
余
り
用
い
な
い
。

植
物
性
油
と
し
て
は
、
胡
麻
、
菜
種
、

大
豆
、
落
花
生
、
棉
実
油
、
等
k

で
あ
っ

て
、
菜
葉
一
つ
焚
く
に
も
油
で
イ
グ
メ
る

握
り
飯
に
も
油
揚
げ
を
挟
ん
で
食
ペ
る
口

全
く
食
物
で
油
の
臭
い
の
せ
ぬ
も
の
は
殆

ん
ど
な
い
ほ
ど
文
字
通
り
の
油
断
大
敵
の

食
生
活
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
円人

の
使
用
す
る
油
断
の
意
義
は
と
の
衛
生
論

で
は
物
足
り
ぬ
感
じ
が
す
る
。

ゆ
回
度
の
伝
説
で
は
、
あ
る
王
様
が
死

刑
囚
人
を
殺
す
と
き
油
を
茶
椀
に
一
杯
に

盛
り
て
二
十
里
の
道
を
歩
け
と
命
じ
た
。

し
か
し
て
「
一
滴
の
油
も
と
ぼ
さ
な
い
で

二
十
里
の
道
を
歩
け
た
ら
命
を
助
け
て
や

ろ
う
が
、
若
し
一
滴
で
も
と
ぼ
し
た
ら
即

刻
首
を
断
る
ぞ
」
と
言
渡
し
た
。
囚
人
は

生
命
の
助
か
り
た
さ
に
、

一
心
不
乱
に
油

の
茶
椀
を
持
っ
た
ま
ま
、
一
滴
も
と
ぼ
さ

や
二
十
里
の
道
を
歩
み
通
し
て
、
つ
い
に

首
を
切
ら
れ
や
に
助
か
っ
た
と
云
う
の
で

あ
る
。と

の
切
実
的
な
、
緊
張
、
真
剣
さ
に
は

恐
怖
的
な
緊
迫
感
が
あ
る
。
映
画
「
恐
怖

の
報
酬
」
も
偶
然
と
の
伝
説
に
、
よ
く
似

て
い
た
。

あ
ぶ
れ
者
、
喰
い
つ
め
者
の
マ

リ
オ
、
ジ
ヨ
宏
、
ピ
ン
パ

、
ル
イ
ジ
の
四

人
は
賞
金
の
二
千
ド
ル
慾
し
さ
に
、
二
台

の
ト
ラ
ッ
ク
に
、

一
触
即
発
の
爆
薬
ニ

ト

ロ
グ
リ
セ
リ

ン
を
満
載
し
て
、
中
央
ア

メ

リ
カ

の
荒
廃
の
町
、
ラ
ス

・
ピ
ヱ
ド
ラ
ス

を
出
発
し
た
。
ガ
タ
ン
と
一
揺
れ
、
木
ツ

葉
微
塵
と
一広う
恐
怖
感
、
そ
し
て
緊
張
、

真
剣
の
行
路
五
百
キ
ロ
、
つ
い
に
、

マ
リ

ォ
、
ジ
ヨ
オ
の
二
人
は
山
上
の
油
井
の
火

災
現
場
え
無
事
爆
薬
を
運
搬
す
る
と
一
云
う

筋
書
で
「
油
断
大
敵
」
そ
の
言
葉
通
り
で

あ
っ
た
よ
う
に
感
動
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
油
断
大
敵
の
故
事
ツ
ケ
は
、
い

づ
れ
で
も
よ
い
と
し
て
油
断
の
二
字
は
正

し
く
「
浸
心
」
「
増
長
」
「
不
注
意
」
の
表

現
で
る
る
と
思
う
。

（三
）

火
災
報
知
機
の
悪
戯

防
止
の
妙
案
は

火
災
報
知
機
の
悪
戯
防
止
は
多
年
の
懸

案
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ま
な
た
、
解
決
の

妙
案
が
な
い
。
灰
聞
す
る
と
と
・ろ
に
よ
る

と
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

ロ
ン
ド
ン
辺
り
で

’も
、
手
を
焼
い
て
い
る
よ
う
で
も
る
る
。

東
京
に
於
け
る
昨
年
の
火
災
報
知
機
報
に

よ
る
ポ
ン
プ
車
の
出
場
回
数
は
入
一
七
回

で
、
そ
の
出
場
種
別
を
見
る
と
、
火
災
出

場
一
四
九
回
、
非
火
災
出
場
六
六
八
回
、
な

た
非
火
災
出
場
六
六
八
回
の
内
訳
は
、
誤

報
出
場
三
五
回
、悪
戯
出
場
五
九
四
回
、故

障
出
場
二
二
回
、
英
他
の
出
場

一
七
回
と

な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

最
近
東
京
の

i
暑
で
は
火
災
報
知
機
を

一
五

O
ケ
所
ほ
ど
新
設
し
た
が
、
予
想
通

り
悪
戯
が
多
く
て
困
っ
て
い
る
始
末
で
あ

る
。
日
本
で
一
番
火
災
報
知
機
が
普
及
発

達
し
て
い
る
の
は
、
足
利
市
だ
そ
う
で
あ

る
o
な
る
ほ

E
街
の
要
所
要
所
に
は
、
特

に
目
立
つ
ほ
ど
報
知
機
が
立
っ

て
い
て
、

不
必
要
と
思
わ
れ
る
郊
外
の
田
闘
辺
ま
で

も
所
在
し
て
い
る
D

そ
れ
で
あ
っ
て
悪
戯

出
場
が
殆
ん
ど
な
い
と
一
玄
う
話
を
聴
い
て

本
当
に
羨
し
く
思
い
、
且
つ
足
利
市
民
の

公
徳
心
の
高
さ
と
、
市
民
の
消
防
と
云
う

認
識
が
浸
透
し
て
の
協
力
か
ら
だ
と
賞
讃

し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
東
京
の
よ
う
な
、
流
動
人
口
の
多

い
大
都
市
で
は
、
都
民
の
公
徳
心
の
昂
揚

c 5 ) 



や
消
防
認
識
を
深
め
て
悪
戯
防
止
を
す
る

と
云
う
と
と
は
全
く
百
年
清
河
を
待
つ
の

愚
に
も
ひ
と
し
い
と
と
で
あ
っ
て
、
結
局

は
報
知
機
の
構
造
を
改
良
し
て
、
悪
戯
を

す
る
の
余
地
な
か
ら
し
め
る
と
と
が
、
先

決
問
題
で
あ
ろ
う
。
で
は
ど
の
よ
う
に
改

善
す
れ
ば
よ
い
か
と
、
反
問
さ
れ
る
と
妙

案
も
な
い
が
、
二
、
三
、
気
づ
い
て
い
る

と
と
を
あ
げ
る
と
、

ω
押
し
釦
の
位
置
を
高
く
し
て
子
供
及

酔
漢
の
悪
戯
を
防
ぐ
と
と
。

∞

押

釦

函
の
ガ
ラ
ス
板
は
、
小
石
ボ
l

ル
が
当
つ
で
も
す
ぐ
破
れ
て
発
信
す
る

し
、
ま
た
遠
く
の
火
事
に
も
や
た
ら
に

押
さ
れ
る
か
ら
、
挿
込
み
式
の
透
明
ロ

イ
ド
板
の
方
が
よ
い
と
思
う
と
と
。

例
報
知
機
の
設
置
場
所
を
よ
く
選
定
す

る
と
と
。

ω
報
知
機
の
監
視
委
員
を
委
嘱
す
る
と

と。

回

発

信
の
押
釦
函
に
簡
単
な
鍵
を
か
け

近
所
の
人
達
十
人
位
の
各
戸
に
ム
ロ
鍵
を

居
間
白
い
て
い
る
と
と
。

（四）

噴
霧
消
火
法

ア
メ
リ
カ
で
は
噴
霧
ノ
ズ
ル
を
使
用
し

て
「
油
の
火
事
」
や
「
船
火
事
」
の
消
火

に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
エ
ス
ト
、

グ
ア
l
ジ
ニ
ア
州
の
パ
l
カ
ズ

・
バ
l
グ

と
一
玄
う
町
で
は
、
元
消
防
署
長
の

ロ
イ
ド

・
レ
イ
マ
ン
と
云
う
人
が
、
熱
心
な
噴
霧

消
火
法
の
研
究
家
で
、
廃
船
の
貨
物
船
を

実
験
室
に
し
た
り
、
木
造
家
屋
に
も
効
果

的
に
応
用
す
る
た
め
、
堀
立
小
屋
や
家
畜

小
屋
を
使
用
し
て
、
二
年
間
も
実
験
を
続

け
た
結
論
と
し
て
、

「
麗
内
火
災
に
対
す

る
攻
撃
及
び
消
火
法
」
（
全
米
防
火
協
会

発
行
）
の
著
書
を
公
表
し
た
。
ま
た
、
テ

ス
ト

・
ヶ
l
ス
と
し
て
、

マ
イ
ア
ミ
市
に

於
て
一
九
四
八
年
及
一
九
四
九
年
に
噴
霧

消
火
法
を
採
用
し
た
と
と
ろ
、

一
九
四
六

年
及
一
九
四
七
年
の
通
計
出
火
件
数
九
十

九
件
、
火
災
損
害
四
十
七
万
四
千
九
十
三

F

ド
ル
に
上
っ
た
の
に
比
較
し
て
、

一
九

四
八
年
及
一
九
四
九
年
の
通
計
出
火
件
数

一
O
七
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
火
災
損
害

は
、
僅
か
に
六
万
七
千
七
百
三
十
七
ド
ル

に
防
止
し
て
、
市
民
に
深
い
感
動
を
与
え

た
と
の
と
と
で
、
全
米
的
に
も
消
防
戦
術

の
革
新
的
消
火
法
と
し
て
各
都
市
で
も
採

用
の
気
遂
を
醸
成
す
る
に
い
た
っ
た
よ
う

で
あ
る
口
わ
が
国
で
も
終
戦
後
ア
メ
リ
カ

軍
消
防
車
の
登
場
で
、
噴
霧
消
火
法
の
実

用
的
価
値
を
見
聞
し
て
全
く
ピ
ル
火
災
、

及
準
耐
火
建
物
火
災
、
に
対
し
て
は
最
有

効
的
消
火
法
で
あ
る
と
と
を
確
認
し
た
の

で
あ
る
。
東
京
を
初
め
六
大
都
市
の
如
く

高
層
ビ
ル
の
林
立
し
て
い

る
地
区
の
消
防

日

本
損
害
保
険
協
会
で
は
火
災
予
防
運
動
の

一
環
と
し
て
、
都
市
消
防
施

・

設
強
化
の
為
K
、
順
次
消
防
車
を
各
都
市
に
寄
附
し
て
い
る
が
、
左
記
写
真

は
最
近
の
寄
問
先
菜
市
に
於
け
る
一
般
市
民
へ
放
水
披
露
の
模
様
。
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暑
に
於
て
は
、
立
体
消
防
態
勢
の
確
立
強

化
の
先
駆
と
し
て
、
噴
霧
消
火
法
の
採
用

を
勇
敢
に
断
行
す
べ
き
機
会
が
到
来
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。（五

）

消
防
時
事
手
帳

ω
川
崎
市
引
揚
者
寮
火
災
の
教
訓

去
る
七
月
十
四
日
午
後
一
時
二
十
分
頃

川
崎
市
掘
ノ
内
二
四
市
引
揚
者
共
同
ア
パ

ー
ト
四
号
館
七
十
一
号
室
の
東
野
和
夫
さ

ん
方
か
ら
出
火
し
た
口
火
煙
は
忽
ち
四
方

に
延
焼
拡
大
し
た
た
め
川
崎
消
防
必
死
の

防
戦
に
も
か
か
わ
ら
や
、
木
造
バ
ラ
ッ
ク

二
階
建
（
建
坪
一
五

O
坪
）
三
棟
延
九
百

坪
と
共
同
便
所
三
棟
三
十
坪
を
焼
失
し
た

が
、
悪
戦
苦
斗
し
て
よ
く
一
号
館
一
棟
（
延

三
百
坪
）
の
延
戦
防
止
に
成
功
し
て
い
た
。

ど
う
し
て
大
火
に
発
展
し
た
か
と
云
う
主

因
に
つ
い
て
実
地
視
察
の
結
果
判
定
は
、

ω
出
火
原
因
が
窃
盗
前
科
四
犯
の

ヒ
ロ

ポ
ン
中
毒
患
者
の
東
野
益
興
が
、
放
火

し
て
刑
務
所
に
行
き
た
い
と
狂
気
の
さ

た
で
、
石
油
コ
ン
ロ
の
油
を
畳
に
、
パ

ラ
ま
い
て
放
火
し
た
の
で
一
挙
に
炎
上

し
た
と
と。

制

火

元
建
物
が
宏
大
な
粗
造
バ
ラ
ッ
ク

（
元
軍
用
合
）
で
あ
っ
た
の
で
燃
焼
が

偶

－

感

極
め
て
迅
速
で
あ
っ
た
と
と
。
（
出
火

覚
知
よ
り
延
焼
防
止
完
了
ま
で
約
三
十

分
で
あ
っ
た
）

州

各

世
帯
毎
に
石
油
コ
ン
ロ

を
使
用
し

て
い
た
の
で
石
油
の
保
有
量
が
相
当
多

量
に
あ
っ
た
の
で
延
焼
広
大
を
大
い
に

助
長
し
た
と
思
わ
れ
る
と
と
（
各
様
の

焼
跡
に
多
数
の

ヤ
ケ
グ
石
油
躍
が
あ
っ

た）

料

建
物
の
配
列
は
、
北
か
ら
一
号
館
、

二
号
館
、
三
号
館
、
四
号
館
と
、
各
棟

概
ね
十
三
メ

ー
ト

ル
の
間
隔
で
並
列
し

て
い
た
口
火
元
は
南
端
四
号
館
の
中
央

位
置
で
あ
っ
た
か
ら
四
方
え
の
延
焼
拡

大
が
容
易
で
あ

っ
た
の
に
、
加
え
て
南

・
風
が
三
、
四
メ

ー
ト
ル
位
吹
い
た
の
で

二
号
館
三
号
館
え
の
延
焼
を
迅
速
な
ら

し
め
た
と
と
。

耐

と

の
火
災
で
加
藤
有
さ
ん
（
五

O
才）

と
高
梨
と
め
さ
ん
（
六
六
才
）
の
二
人

は
逃
げ
遅
れ
て
焼
死
し
た
ほ
ど
火
煙
の

伝
走
が
早
か
っ
た
と
と
口

付

先

着
消
防
隊
の
到
着
し
た
と
き
、
て

二
号
館
は
既
に
全
面
火
煙
に
包
ま
れ
て

い
た
の
で
、
屋
内
攻
撃
戦
法
を
採
れ
や

三
号
館
え
の
延
焼
阻
止
に
必
死
の
防
戦

に
努
め
た
が
筒
先
口
数
の
不
足
で
、
や

む
な
く
後
退
し
た
と
と
（
防
火
盾
の
必

要
を
痛
感
し
た
と
の
と
と
）

例

公
衆
電
話
で
の
火
事
通
報
の
注
意

東
京
都
内
に
新
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
公
衆

電
話
の
使
用
法
は
、
従
来
の
も
の
に
比
し

て
、
手
数
が
か
か
る
の
で
、
初
利
用
者
の

多
く
は
、
ま
ご
つ
く
の
が
普
通
で
あ
る
と

思
っ
て
い
る
ロ
特
に
危
急
の
火
災
通
報
を

す
る
と
き
も
、

一
一
九
の
、グ
イ
ヤ
ル
を
廻

し
て
消
防
当
局
を
呼
び
出
し
て
、
す
ぐ
釦

を
押
さ
な
い
と
、
通
話
し
な
い
と
と
に
た

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
衆
電
話
で

火
事
の
通
報
を
す
る
と
き
は
、
よ
ほ
ど
冷

静
沈
着
に
、
電
話
器
を
順
序
よ
く
使
わ
な

い
と
兎
角
通
報
し
た
、
い
や
受
け
汝
い
、

の
論
争
の
種
と
な
る
と
と
を
憂
慮
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

ゆ
朝
日
山
丸
の
船
火
事

去
る
入
且
七
日
パ
キ
ス
タ
ン
の
カ
一
フ
チ

港
で
桟
橋
碇
泊
中
の
三
井
船
舶
所
有
の
貨

物
船
、
朝
日
山
丸
（
入
、
二
0
0ト
ン）

か
ら
出
火
し
た
。
地
元
消
防
隊
決
死
の
防

戦
十
五
時
間
の
消
火
活
動
に
も
か
か
わ
ら

や
、
結
果
的
に
は
同
船
は
放
棄
せ
ざ
る
を

得
な
い
ほ
ど
の
焼
損
を
う
け
、
そ
の
損
害

見
積
は
突
に
約
五
億
の
巨
額
と
み
ら
れ
て

い
る
と

A
P
通
信
は
伝
え
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
船
舶
火
災
の
重
要
性
を
思
慮
す
る

と
き
、
世
界
各
国
の
貿
易
港
に
は
、
国
際

的
基
準
の
港
湾
消
防
施
設
を
備
え
る
べ

き

と
と
を
強
調
す
る
と
共
に
、
わ
が
東
京
港

の
水
上
消
防
力
の
強
化
を
希
望
し
て
止
ま

な
い
の
で
あ
る
口

制
セ
ル
ロ
イ
ド
の
惨
火
（
五
人
焼
死
）

去
る
八
月
十
一
日
午
前
十
時
十
五
分
墨

田
区
寺
島
四
の
四
玉
、
セ
ル
ロ
イ
ド
加
工

業
、
岡
本
銀
六

（
六
六
才
）
さ
ん
の
住
宅

木
造
二
階
よ
り
出
火
し
た
が
、
運
よ
く

二
階
だ
け
の
焼
失
で
延
焼
は
防
止
さ
れ

た
o
そ
の
頃
先
着
消
防
隊
の
指
揮
官
が
、

子
供
が
い
な
い
、
h
M

爺
さ
ん
も
い
な
い
ら

し
い
、
と
の
噂
さ
を
聴
取
し
た
の
で
、
若

し
ゃ
と
直
感
し
て
余
躍
な
治
織
烈
な
二
階

え
筒
先
放
水
員
を
督
励
し
な
が
ら
、
真
先

に
六
畳
聞
に
進
入
し
て
検
察
し
た。

瞬
間

ア
ツ
と
、
子
供
の
焼
死
体
一
つ
を
発
見
し

た
。
二
階
に
は

屋
根

瓦
、
壁
、
什
器
、

衣
類
の
焼
段
物
が
山
積
し
て
い
た
の
で
、

急
い
で
残
火
処
理
の
注
水
を
行
わ
し
め
な

が
ら
隊
員
を
総
動
員
し
て
、
六
畳
間
と
入

畳
間
の
整
理
を
し
た
と
と
ろ
、
意
外
に
も

六
畳
間
よ
り
銀
六
さ
ん
の
父
親
熊
吉
さ
ん

（
八
七
才
）
長
男
健
一
さ
ん
の
妻
公
子
さ

ん
（
二
八
才
）
と
長
女
和
子
さ
ん
〔
四
才
）

と
次
女
幸
子
さ
ん
（
一
才
）
並
近
所
の
田

口
儀
蔵
さ
ん
（
五
五
才
）
の
次
女
春
子
さ

ん
（
六
才
）
の
焼
死
体
を
発
見
し
、
暗
然

( 7 ) 



と
し
て
合
掌
し
た
と
の
と
と
で
あ
っ
た
。

ど
う
し
て
と
ん
な
悲
惨
事
が
発
災
し
た
か

と
調
査
す
る
と
、
二
階
の
六
畳
間
入
口
の

廊
下
と
押
入
に
は
、
相
当
多
量
の

セ
ル
ロ

イ
ド
製
の
、
石
鹸
箱
と
針
箱
を
置
い

で
あ

っ
た
ら
し
い
。
と
の
セ
ル
ロ
イ
ド
製
品
に

ど
う
し
て
着
火
し
た
の
か
、
突
然
発
火
炎

上
し
た
口
ず
さ
ま
ヒ
い
強
烈
な
火
焔
は
瞬

時
に
二
階
全
面
に
延
焼
し
た
か
ら
、

全

く
避
難
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
推
察
さ
れ
た
の
で
る
る
o
由

来
、
向
島
及
葛
飾
の
地
域
は
セ
ル
ロ
イ
ド

加
工
業
の
発
達
し
た
所
で

b
っ
て
、
全
国

セ
ル
ロ
イ
ド
製
品
の
実
に
、
七
割
以
上
を

生
産
し
て
い
る
盛
況
に
あ
る
だ
け
に
、

常
時
火
気
用
心
に
は
、
格
別
の
有
意
的
注

意
が
払
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
る
る
が
、

毎
年
、
過
失
に
よ
る
失
火
或
は
自
然
発
火

の
事
故
の
絶
無
は
、
未
だ
期
し
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
本
年
は
近
年
に
な
い
好

成
績
を
収
め
て
い
た
矢
先
の
惨
事
だ
け
に

業
界
に
大
き
な
セ
ン
セ
イ

シ
ヨ
ン
を
ま
き

起
し
た
と
と
で
る
ろ
ろ
と
思
う
の
で
あ
る

的
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
車
の
炎
上

去
る
八
月
十
一
日
午
前
十
時
四
十
分
頃

東
京
中
野
区
本
町
通
二
の
二
先
で
昭
和
通

運
会
社
所
有
（
横
浜
市
鶴
見
区
寛
政
町
四

五
）
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
車
（
三
、
八

O

O
立
入
）
が
進
行
中
突
然
エ
ン
ジ
ン
部
か

ら
火
を
噴
き
、
助
手
席
に
あ
っ
た
補
助
タ

ン
ク
の
ガ
ソ
リ
ン
に
引
火
し
た
が
、
勇
敢

友
士
口
見
運
転
手
の
消
火
措
置
と
、
最
寄
中

野
消
防
署
よ
り
急
行
し
た
速
消
寧
の
消
火

応
援
に
よ
っ
て
、
幸
い
大
過
な
く
消
止
め

得
た
の
で
あ
っ
た
が
、
か
つ
て
昭
和
初
年

ご
ろ
上
海
市
内
に
於
て
通
行
中
の
ガ
ソ
リ

ン
タ
ン
ク
が
爆
発
し
た
と
き
は
そ
の
被
害

四
キ
ロ
に
四
方
に
及
ん
だ
と
云
う
実
例
を

想
起
し
て
傑
然
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

制

石

油
コ
ン
ロ
の
火
事
流
行

流
行
歌
は
世
に
つ
れ
て
生
れ
る
よ
う
に

火
事
も
亦
世
相
に

つ
れ
て
発
災
の
傾
向
に

あ
る
と
と
も
至
極
当
然
の
と
と
な
が
ら
、

最
近
に
於
け
る
石
油
コ
ン
ロ
の
普
及
は
、

実
に
全
国
的
に
行
届
い
た
感
が
す
る
ほ
ど

で
あ
る
。
勿
論
経
済
的
で
使
用
簡
便
な
と

と
が
顧
客
の
要
求
に
応
じ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
弊
害
作
用
と
し
て
の

出
火
事
故
の
頻
発
も
亦
、
池
小
し
て
等
閑
視
・

す
る
と
と
は
出
来
得
な
い
。
殊
に
昨
年
来

の
全
国
的
出
火
件
数
は
、
顕
著
な
上
昇
数

の
傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
o
全
国
都
市

消
防
当
局
の
予
防
指
導
に
克
く
注
意
し
て

遺
漏
な
き
を
要
望
し
た
い
の
で
あ
る
口
去

る
八
月
十
五
日
午
後
六
時
四
十
分
頃
出
火

し
た
富
士
山
ろ
く
河
口
湖
畔
の
船
津
町
の

大
火
も
石
油
コ
ン
ロ
の
不
始
末
か
ら
で
あ

っ
た
o

ハ
東
京
消
防
庁
第
五
方
面
本
部
長
〉

同
和
火
災
海
上
保
険
株
式
会
社
所
蔵

明治時代の消防活動
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機
関
室
と
ボ
イ
ラ
ー

室
の
火
災

機
械
室
の
火
災
は
油
の
管
の
破
裂
や
漏

り
、
叉
は
沈
澱
タ
ン
ク
の
溢
れ
等
か
ら
起

る
の
が
普
通
で
あ
る
。
発
動
機
の
上
の
熱

い
排
気
弁
の
台
や
排
気
管
の
鍔
、
或
い
は

ボ
イ
ラ

ー
の
炉
の
一
扉
な
ど
に
と
ぼ
れ
た
油

は
引
火
点
に
達
し
、
油
の
蒸
気
と
空
気
の

混
合
物
は
発
火
す
る
。
四
箇
所
又
は
そ
れ

以
上
の
通
風
筒
と
一
大
窓
か
ら
、
十
分
な
空

気
が
火
災
の
場
所
へ
供
給
さ
れ
、
種
h
A

の

容
器
に
入
っ
て
い
る
油
が
、
何
時
間
も
燃

え
続
け
る
。
乗
組
員
は
爆
発
を
恐
れ
な
が

ら
救
命
ボ
l
ト
に
乗
り
移
る
口
何
故
な
ら

彼
等
は
機
関
室
の
火
災
と
戦
う
方
法
が
無

い
か
ら
で
あ
る
。
囲
い
や
隔
壁
は
赤
熱
し

周
り
の
宿
泊
設
備
や
貯
蔵
室
を
発
火
さ
せ

た
と
え
船
を
港
に
曳
い
て
行
つ
に
も
廃
棄

処
分
を
免
れ
る
望
み
は
殆
ん
ど
無
い
。

此
の
最
悪
の
場
合
が
ど
の
位
起
る
か
。

ウ
イ
ツ
ク
ボ
ル
グ
氏
は
一
九
四
入
年
以
来

の
機
関
室
火
災
に
よ
る
貨
物
船
や
油
槽
船

の
全
損
又
は
構
造
的
全
損
を
一
五
件
と
数

え
て
い
る
。
出
火
の
数
は
一
ヶ
年
約
五

O

件
と
思
わ
れ
る
。
是
等
の
火
災
は
戦
前
及

び
戦
時
中
は
稀
で
あ
っ
た
。
そ
の
数
が
非

常
に
増
加
し
た
の
は
、
多
分
未
経
験
で
不

注
意
な
機
関
室
職
員
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

漏
洩
が
起
っ
た
時
、
そ
ζ

に
最
も
近
く
に

居
る
の
は
普
通
、
給
油
係
員
又
は
発
動
機

係
員
で
あ
る
o
彼
は
多
分
、
パ
ル
プ
或
い
は

配
管
の
接
手
、
或
い
は
油
移
動
用
ポ
ン

プ
を
不
適
当
に
取
扱
っ
て
事
故
が
起
っ
た

時
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
判
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

ウ
イ
ツ
ク
ボ
ル
グ
氏
の
信
や
る
所
で
は

も
っ
と
信
頼
出
来
る
機
関
室
乗
組
員
が
多

数
増
加
す
れ
ば
、
と
れ
ら
の
事
故
は
減
少

す
る
だ
ろ
う
。
然
し
此
の
改
善
を
助
長
す

る
た
め
に
は
、
彼
等
が
機
関
室
に
入
る
前

に
教
育
さ
れ
、
機
関
室
や
ボ
イ
ラ
ー
室
の

気
密
性
に
つ
い日
て
、
も
っ
と
注
意
を
払
う

と
と
が
必
要
で
あ
る
。

船
の
修
理
工
等
に
よ
っ
て
起
さ
れ
る
火

災
の
う
ち
約
半
分
は
機
関
室
で
起
っ
て
い

る
。
其
の
他
は
主
に
絶
縁
物
か
ら
起
り
、

少
数
が
宿
泊
室
で
起
っ
て
い
る
口
電
気
、

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
、
又
は
酸
水
素
の
熔
接

や
切
断
の
用
具
は
、
油
の
残
り
博
を
そ
の

引
火
点
以
上
に
熱
し
て
ガ
ス

に
着
火
す
る

危
険
を
生
ビ
る
事
は
明
白
で
あ
る
o
船
の

機
関
士
は
居
ら
や
、
船
の
消
防
組
織
は
原

則
と
し
て
役
に
立
た
な
い
。
造
船
所
に
油

槽
船
を
置
い
て
ゐ
く
事
が
危
険
な
と
と
は

長
い
間
知
ら
れ
て
居
た
。
然
し
疑
わ
し
い

タ
ン
ク
の
外
で
熔
接
作
業
を
行
な
っ
て
大

災
害
を
起
し
た
実
例
が
多
い
の
で
、
そ
れ

( 9 ) 



以
後

「
ガ
ス
の
無
い

と

い
う
確
認
証
明

書
」
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
、
此
の
危
険

は
減
少
し
た
よ
う
で
あ
る
。

f「

一一一、】ノ
宿
泊
室
の
火
災

戦
争
以
来
、
宿
泊
室
の
火
災
が
急
速
に

拡
大
す
る
℃
と
が
多
く
な
っ
た
が
、
と
れ

に
は
現
代
的
な
強
制
換
気
装
置
が
原
因
で

あ
る
と
と
が
判
っ
た
。
ウ
イ
ツ
ク
ボ
ル
グ

氏
の
見
解
で
は
、
そ
の
原
因
は
第
一
に
、

現
代
船
の
船
員
室
や
公
衆
室
に
可
燃
性
の

ぜ
い
た
く
品
が
余
り
に
多
い
の
と
、
捨
て

て
も
消
え
な
い
現
代
的
タ
バ
コ
の
余
り
に

も
不
注
意
な
喫
煙
と
で
あ
る
。

と
れ
ら
の
火
災
の
防
止
策
と
し
て
は

l

ω
宿
泊
室
に
も
っ
と
耐
火
性
及
び
防

火
性
の
織
物
や
ペ
ン
キ
を
使
用
す

る
と
と
。

ω
火
災
報
知
機
が
鳴
っ
た
時
、
直
ち

に
誰
で
も
人
工
通
風
を
止
め
ら
れ

る
様
友
、
ス
イ
ッ
チ
や
シ
ャ
ッ
タ

ー
を
備
え
る
と
と
。

制
廊
下
に
は
自
動
閉
鎖
式
の
戸
を
設

け
、
廊
下
の
一
方
の
端
に
は
唯
一

つ
の
戸
又
は
一
つ
の
階
段
在
設
け

非
常
避
難
の
た
め
に
今
迄
の
よ
う

な
十
二
吋
の
円
窓
で
な
く
、
十
八

吋
の
円
窓
を
設
け
る
と
と
。

(4) 

タ
バ
コ
か
ら
起
る
火
災
に
つ
い

て

は
、
映
画
や
ポ
ス
タ

ー
其
の
他
の

方
法
で
積
極
的
な
防
火
宜
伝
を
行

う
と
と
。

（四
）

油
槽
船
の
火
災

船
に
積
ま
れ
た
タ
ン
ク
は
、
他
の
船
に

割
り
込
ま
れ
る
か
、
又
は
機
関
室
が
ひ
ど

く
燃
え
て
、
タ
ン
ク
と
機
関
室
と
の
閣
の

隔
壁
が
破
裂
す
る
か
し
・
な
け
れ
ば
、
燃
え

る
事
は
な
い
。
岸
か
ら
の

ポ
ン
プ
を
取
扱

っ
て
い
る
の
は
、
船
の
人
に
と
っ
て
は
聞

き
慣
れ
友
い
他
国
語
を
使
う
労
働
者
で
あ

る
場
合
が
多
く
、
ま
た
積
荷
機
械
に
は
自

動
制
御
装
置
が
無
い
場
合
が
多
い
の
で
、

非
常
の
場
合
に
、
油
の
慌
れ
在
自
動
的
に

止
め
る
と
と
が
出
来
な
い
点
を
考
え
る
と

貨
物
積
込
中
の
火
災
が
も
っ
と
頻
繁
に
起

ら
な
い
の
が
不
思
議
な
位
で
あ
る
。
然
し

最
も
危
険
た
の
は
空
の
油
槽
船
で
あ
る
｜

特
に
原
油
を
運
ん
だ
油
槽
船
で
あ
る
ロ
タ

ン
ク
の
中
味
が
出
さ
れ
る
と
空
気
が
入
り

込
み
、
揮
発
油
の
蒸
気
（
揮
発
油
の
蒸
気

は
ど
ん
な
温
度
で
も
発
生
す
る
）
と
混
合

し
て
、
可
燃
性
で
爆
発
性
の
混
合
気
体
を

作
る
。
水
パ
ラ
ス

ト

（
水
脚
荷
）
の
水
が

タ
ン
ク
へ
入
れ
ら
れ
る
と
、
比
の
ガ
ス
は

ハ
ッ
チ
や
油
の
ガ
ス
を
抜
く
穴
か
ら
出
て

来
る
。
比
の
ガ
ス
は
船
橋
の
構
造
物
の
下

に
あ
る
穴
な
ど
か
ら
出
て
来
る
と
、
そ
と

に
溜
っ

て
容
易
に
引
火
す
る
の
で
特
に
危

険
で
あ
る
。
然
し
広
い
甲
板
（
デ
ッ
キ
）

で
は
、
す
ぐ
に
消
散
し
て
し
ま
う
か
ら
危

険
で
は
な
い
。
船
橋
の
下
に
タ
ン
ク
の
関

口
を
作
る
の
を
許
し
て
は
い
け
な
い
。

技
術
的
観
点
か
ら
云
う
と
火
災
の
防
止

に
は
次
の
事
を
覚
え
る
だ
け
で
よ
い
。

即

ち
船
橋
の
下
に
開
口
を
作
ら
ぬ
と
と
。
ガ

ス
検
知
器
を
十
分
な
数
だ
け
備
え
る
と
と

認
定
さ
れ
た
懐
中
電
灯
を
使
用
す
る
と
と

c 10 ) 

そ
し
て
勿
論
、
機
関
室
の
項
で
述
ペ
た
勧

告
事
項
を
忘
れ
な
い
と
と
。

f;士
』μロ

論

結
論
と
し
て
、
ウ
イ
ツ
ク
ボ
ル
グ
氏
は

船
の
火
災
に
つ
い
て
の
彼
の
印
象
を
、
次

の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
｜
｜

心
理
学
的
に
は
、
も
っ
と
火
災
に
関
し

て
船
員
の
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
喫
煙
に
つ
い
て
は
、
船
に
乗
っ

て
い

る
総
て
の
人
に
教
育
が
必
要
で
る
り
、
機



関
士
に
は
油
の
危
険
に
つ
い
て
、
油
槽
船

の
乗
組
員
に
は
ガ
ス
の
危
険
に
つ
い
て
教

育
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
教
育
は
初
航
海

の
訓
練
で
与
え
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
し
、

航
海
士
や
機
関
士
の
学
校
の
授
業
で
与
え

る
の
も
よ
く
、
ま
た
ポ
ス
タ

ー
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
或
い
は
海
事
新
聞
の
記
事
や
映

画
に
よ

っ
て
も
よ
い
。
そ
の
映
画
で
は
、

ど
う
し
て
物
が
発
火
す
る
か
、
火
が
ど
う

し
て
燃
焼
を
つ
づ
け
る
か
、
火
が
ど
う
し

て
鎮
圧
さ
れ
る
か
を
見
せ
る
の
が
よ
い
。

そ
の
う
え
船
や
貨
物
に
不
必
要
な
損
害
を

I 

起
さ
な
い
で
火
災
を
消
ナ
方
法
や
、
船
の

安
定
性
の
問
題
等
に
つ
い
て
、
港
の
消
防

障
は
知
識
が
必
要
で
あ
る
口

技
術
的
に
は
、

工
場
や
家
屋
に
比
較
し

て
船
が
有
利
な
点
は
、
気
密
に
す
る
事
が

出
来
る
点
で
あ
る
｜
尤
も
此
の
点
は
十
分

に
は
利
用
さ
れ
て
は
い
た
い
け
れ
ど
も口

気
密
性
は
古
い
船
で
も
、
新
し
い
船
で

も
次
の
よ
う
な
方
法
で
達
成
す
る
事
が
出

来
る
口

即
ち

貨
物
船
総
え
の
通
風
筒
に
気
密
性

シ
ャ
ッ
タ
ー
を
設
け
、
ク
ラ
ン
ク

（柄）

を
廻
し
て
容
易
に
操
縦
出

来
る
よ
う
に
す
る
と
と
。

機
関
室
や
ボ
イ
ラ

ー
室
え
の
通
風

僑
に
気
密
シ
ャ
ッ
タ

ー
を
設
け
、

或
る
距
離
か
ら
容
易
に
操
縦
出
来

る
よ
う
に
す
る
と
と
。

採
光
天
窓
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
甲
板

上
の
或
る
距
離
か
ら
閉
じ
ら
れ
る

様
に
す
る
と
と
。

機
関
の
囲
い
に
自
動
閉
鎖
戸
を
設

け
、
そ
の
聞
い
の
明
り
取
り
窓
に

耐
火
性
の

ガ
ラ
ス
を
は
め
る
と
と

そ
の
他
ウ
イ
ツ
ク
ボ
ル
グ
氏
の
提
唱
e

す
る
富
市
項
は
、

機
関
室
内
で
は
油
ペ
ン
キ
を
禁
や
る

と
と
。機

関
室
の
外
に
消
火
ポ
ン
プ
を
置
い

て
、
油
の
溜
っ
て
い
る
エ
ン
ジ
ン
や
ボ

イ
ラ

ー
室
の
下
部
を
防
護
す
る
噴
霧

（
フ
オ
ツ

グ
）
ノ

ズ
ル
に
連
結
す
る
か

又
は
モ
1
グ
ー
や
油
焚
き
ボ
イ
ラ

ー
窓一

の
下
部
を
防
護
す
る
た
め
、
炭
酸
ガ
ス

装
置
を
設
け
る
と
と
。

宿
泊
室
に
も
っ
と
単
純
で
、
も
っ
と

安
全
た
購
装
を
施
し
、
羽
目
板
や
家
具

に
防
火
塗
料
を
使
用
し
、
出
来
れ
ば
繊

維
類
に
は
泌
み
込
ま
せ

て
置
く
と
と
。

そ
し
て
強
制
換
気
装
置
の
急
速
停
止

(2) (3) (4) 

の
た
め
に
、
近
づ
き
易
い
ス
イ
ッ
チ
や

シ
ャ
ッ
タ

ー
を
設
け
る
と
と
。

と
れ
ら
の
措
置
を
と
る
と
と
に
よ
っ
て

貨
物
船
に
起
る
火
災
損
害
の
大
部
分
は
防

ぐ
と
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
と
云
う
の
が
彼

の
意
見
で
あ
る
。

更
に
も

っ
と
安
全
に
す
る
に
は
次
の
よ

う
な
方
法
を
と
る
の
が
よ
い
。

上
部
デ
ッ
キ
（
例
え
ば

ω
F
L
Z円

仏
ゅ
の
｝
門
的
冨

rn
o）

に
区
画
隔
壁
を
設
け

る
と
と
。

熱
或
い
は
煙
の
感
知
器
を
備
え
る
と

と。
総
て
の
区
画
や
船
総
の
水
の
噴
出
口

に
噴
霧
（
フ
オ
ツ
グ
）
型
式
の
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
を
設
け
る
と
と
。

自
動
式
の
熱
又
は
火
災
の
感
知
器
を

備
え
て
、
火
災
報
知
機
を
鳴
ら
し
、
一扉

や
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
閉
め
、
火
災
の
場
所

の
水
や
炭
酸
ガ
ス
を
開
き
、
消
火
ポ
ン

プ
を
自
動
的
に
始
動
さ
せ
る
と
と
。

ハ
訳
者
は
日
本
損
害
保
険
協
会
調
査
課
長
〉

( 11 ) 
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の

本

年

度

一
、
は
し
が
き

三一ー－－

二
十
八
年
度
の
木
材
界
は

一
般
物
価
の
低
迷

な
い
し
下
落
傾
向
に
も
よ
く
耐
え
て
木
材
価
格

は
、
こ
と
に
針
葉
樹
価
格
は
漸
騰
を
続
け
、
夏

場
に
襲
っ
た
北
九
州
や
紀
州
の
未
曽
有
の
水
害

以
降
に
お
い
て
は
急
激
な
上
昇
を
示
し
た
の
で

あ
る
が
、
年
開
け
と
共
に
経
済
界
が
デ
フ
レ
予

算
と
か
金
融
引
締
め
が
云
々
さ
れ
る
に
及
ん
で

よ
う
や
く
弱
気
に
変
じ
て
昨
今
は
下
落
傾
向
と

な
っ
て
来
た
。
と
の
傾
向
は
日
本
の
経
済
活
動

と
閉
じ
傾
向
を
た
ど
っ
た
も
の
で
二
十
八
年
度

の
経
済
活
動
に
お
い
て
非
常
な
発
展
振
り
を
み

せ
鉱
工
業
生
産
指
数
は
一
九
%
の
上
昇
を
示
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
消
費
、
投
資
活
動
共

に
活
発
化
し
た
の
に
反
し
本
年
に
入
っ
て
か
ら

は
頭
打
ち
の
形
と
な
っ
て
来
て
い
る
。

木

材

需

給

こ
の
よ
う
な
不
況
の
ぎ
ざ
し
は
木
材
界
に
お

い
て
も
表
わ
れ
不
渡
手
形
の
増
加
、
市
中
銀
行

か
ら
の
融
資
枠
の
減
少
、
需
要
方
面
の
買
控
え

な
Y
」
か
ら
東
京
の
問
屋
筋
に
お
い
て
さ
え
既
に

数
軒
の
倒
産
者
さ
え
生
ピ
今
後
の
不
況
打
開
へ

の
苦
難
が
察
せ
ら
れ
る
段
階
に
な
っ
て
来
た
。

と
の
よ
う
に
好
況
か
ら
不
況
へ
と
転
じ
て
迎

え
た
本
年
度
の
木
材
需
給
面
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
、
以
下
若
干
二
十
九
年
度
に
お
け
る
木
材
需

給
の
見
と
お
し
を
の
べ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

ニ
、
木
材
供
給
の
見
と
お
し

（

一

）

繰
越
材

昭
和
二
十
八
年
度
末
に
お
け
る
繰
越
在
荷
量

は、

別
表
の
如
く
二
千
五
百
十
三
万
石
で
あ
っ

て
前
年
同
期
と
殆
ど
大
差
な
い
。

大

迫

寿

男

す
な
わ
ち
二
十
八
年
中
強
気
を
示
し
た
木
材

界
は
、
二
十
八
年
夏
場
に
お
け
る
例
の
水
害
に

よ
っ
て
林
道
の
破
壊
そ
の
他
の
被
害
を
受
け
て

当
権
災
地
域
に
お
け
る
生
産
に
支
障
を
来
た
し

て
生
産
減
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
他
の
地
域
、

あ
る
い
は
そ
の
後
の
復
旧
資
材
の
需
要
の
増
加

と
共
に
生
産
も
増
加
し
、
叉
価
格
も
高
値
を
呼

ん
だ
こ
と
が
異
常
に
生
産
を
刺
戟
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
他
方
需
要
面
も
意
外
に
伸
び
て
、

園
内
材
に
お
け
る
需
給
は
殆
ん
ど
パ
ラ
ゾ
ス
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

叉
パ
ル
プ
、
坑
木
等
の
工
場
、
鉱
場
の
手
持
在

荷
も
二
十
七
年
度
末
に
比
べ
る
と
、
パ
ル
プ
に

お
い
て
は
前
年
度
の
約
三
百
万
石
に
比
し
て
一

百
万
石
増
の
凡
そ
四
百
万
石
程
度
で
年
度
を
超

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
と
の

ス
ト
ッ
ク
量
は

現
在
の
パ
ル
プ
生
産
に
要
す
る
一
ヶ
月
パ
ル
プ

用
材
の
消
費
量
が
一
入

O
l
一
九
O
万
石
で
あ

る
か
ら
約
二
ヶ
月
分
の
ス
ト
ツ
グ
で
あ
っ
て
決

し
て
パ
ル
プ
業
界
の
工
場
在
荷
’
と
し
て
は
多
い

方
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

坑
木
の
在
荷
量
は
三
月
末
現
在
約
二
百
万
石

で
あ
っ
て
約
二
ヶ
月
分
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
坑
木
パ
ル
プ
共
に
正
常
在
荷
と

い
わ
れ
る
三
ヶ
月
分
を
下
廻
る
と
と
は
、
勿
論

現
下
の
経
済
情
勢
か
ら
す
る
先
行
不
安
に
よ
る

手
持
減
少
の
方
向
へ
の
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
た
め
に
買
控
え
の
傾
向
の
あ
る
と
と
を
如
実

に
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

次
ぎ
に
外
材
の
ス
ト
ッ
ク
は
、
前
年
度
の
ラ

ワ
ゾ
材
十
万
石
を
主
と
し
て
米
材
三
万
石
程
度

の
計
十
三
万
石
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
、
輸
入

量
の
飛
躍
増
大
と
共
に
増
加
し
、
ラ
ワ
ゾ
原
木

百
万
石
、
米
材
三
十
三
万
石
と
突
に
十
倍
に
達

す
る
百
三
十
三
万
石
に
な
っ
た
。

そ
の
後
一
丹
び
減
少
を
示
し
て
、
四
月
末
に
は

百
十
万
石
位
と
な
っ
て
い
る
が
こ
の
よ
う
に

百
三
十
三
万
石
も
の
ス
ト

y
p
が
、
果
し
て
正

常
在
荷
で
あ
る
か
E
う
か
に
議
論
の
余
地
が
あ

ろ
う
。
少
く
と
も
現
在
の
よ
う
に
需
要
方
面
が

上
級
も
の
に
集
中
し
て
い
る
と
と
か
ら
考
え
て

も
下
級
も
の
の
ス
ト
ッ
ク
は
デ
y
ド
ス
ト
w
ノク

と
し
て
見
倣
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
裏
付
け
と
し
て
、

一
部
に
お
い
て
は
す
で
に
と
の
下
級
も
の
の
投

売
的
傾
向
が
表
わ
れ
て
い
る
と
さ
え
い
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

( 12) 

（

一一

）

生

産



生
産
量
は
昭
和
二
十
八
年
度
の
生
産
量
を
み

る
と
、
国
有
林
か
ら
の
官
行
祈
伐
量
及
立
木
処

介
量
を
含
め
て
、
用
材
は
一
一
、
二
三
六
万
石
、

之
を
立
木
に
換
算
す
る
。な
ら
ば
約
三
、

0
0
0

万
石
で
あ
る
。

民
有
林
に
お
け
る
立
木
伐
採
量
は
、
二
十
七

年
度
を
約
二
%
上
廻
つ
だ

一
億
石
強
で
、
国
有

民
有
合
計
一
億
三
千
万
石
余
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
民
有
林
の
増
産
は
昨
年
夏
場
に

九
州
、
紀
州
を
襲
っ
た
水
害
に
よ
り
、
一
時
生

産
は
低
下
し
た
に
も
か
ミ
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に

お
い
て
復
旧
資
材
と
し
て
の
需
要
の
増
加
と
と

も
に
、
価
格
の
急
騰
を
示
し
た
ミ
め
に
、
産
地

に
お
け
る
生
産
が
急
騰
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
二
十
九
年
度
の
生
産
量
で
あ
る
が
、

国
有
林
の
用
材
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
変
化
が
な

く
三
千
万
石
前
後
で
あ
る
が
、
一

方
の
民
有
林

に
つ
い
て
み
る
と
、
用
材
の
伐
採
立
木
許
容
限

度
は
六
二
九
三
七
千
石
と
な
っ
て
お
り
、
前
年

度
の
五
九
、
二
二
二
千
石
よ
り
三
七
一
五
千
石

の
増
加
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
伐
採
許
容
限
度
が
そ
の
ま

ミ
生
産
さ
れ
る
も
の
で
は
な
そ
、
こ
の
う
ち
申

誇
さ
れ
る
も
の
を
み
て
も
二
十
八
年
度
で
八
十

四
%
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
申
誇
量
の

う
ち
許
可
と
な
っ
た
数
量
は
申
誇
量
に
対
し
て

六
十
五
%
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
許
容
限
度
か

ら
実
際
に
許
可
と
な
る
数
量
は
六
割
弱
に
す
ぎ

ず
、
他
は
届
出
あ
る
い
は
そ
の
他
の
法
令
等
に

よ
り
伐
採
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
届
出
そ
の
他
に
よ
る
伐
採
は
前

年
度
と
変
ら
な
い
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
一
応

許
容
限
度
は
増
加
す
る
の
で
生
産
は
増
大
す
る

可
能
性
は
あ
る
も
の
と
み
る
と
と
が
出
来
る
。

た
立
、
か
－
A

る
木
材
面
よ
り
の
生
産
増
大
が

可
能
と
は
い
う
も
の
弘
、
一

般
の
景
気
は
先
行

き
が
極
め
て
暗
い
。
と
の
景
気
の
影
響
に
よ
っ

て
は
大
き
く
生
産
面
に
影
響
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
経
済
活
動
な
ど
を

前
年
同
様
と
見
込
む
な
ら
ば
大
体
前
年
同
様
と

み
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
＝
一

）

輸

入

需
要
の
増
大
と
資
源
の
減
少
か
ら
霊
籍
調
整

の
役
割
は
、
こ
の
輸
入
に
大
き
な
期
待
を
か
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
需
給
の
逼
迫
し

た
針
葉
樹
の
輸
入
が
の
ぞ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
二
十
八
年
に
お
け
る
輸
入
は
、
船

還
貨
の
低
下
と、

園
内
に
お
け
る
木
材
価
格
の

高
騰
に
よ
っ
て
、
外
材
の
輸
入
は
飛
躍
的
な
増

大
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
二
十
七
年
に
輸
入
し
た
木
材
は
、

ラ
ワ
ゾ
原
木
一
入
八
万
石
、
米
材
一

八
万
石
、

そ
の
他
を
合
せ
て
合
計
三

O
七
万
石
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
が
二
十
八
年
に
お
い
て
は
ラ
ワ
ソ
原

木
四
六

一
七
千
石
、
米
材
一

一
四
八
千
石
を
始

め
と
し
て
チ

l
p
六
千
石
、
枕
木
七
万
石
、

リ

グ
ナ
ム
パ
イ
タ
l

一
千
石
等
合
計
五
入
六
万
石

と
約
三
倍
に
も
な
ん
な
ん
と
す
る
輸
入
の
増
加

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
輸
入
量
の
治
大
は
前
述
の
国
内

（単位千石〉

生 計 出 内 需 l計 年在度荷末

昭幻年度 26, 371 126, 796 1, 761 99, 880 101, 6411 25, 155 
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←・

29 // 
101,000 5, 560 131,699 2, 707 105, 177 107,884 23,815 
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表覧量給需材木第一 表

価
格
の
騰
貴
、
船
運
賃
の
低
下
等
に
よ
る
原
因

が
主
た
る
も
の
で
あ
る
う
が
、
一

方
に
お
い
て

之
を
裏
付
け
す
る
需
要
面
へ
の
渉
透
が
あ
る
。

即
ち
、
ラ
ワ
γ
原
木
は
ラ
ワ
ソ
ム
ロ
板
と
し
て

叉
吋
材
そ
の
他
の
製
材
と
し
て
、
広
く
国
内
へ

需
要
が
露
大
し
、
園
内
広
葉
樹
の
販
路
を
お
び

や
か
す
一
方
、
さ
ら
に
は
針
葉
樹
利
用
面
に
さ

へ
進
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。

米
材
に
あ
っ
て
は
、
土
木
及
び
建
築
面
に
お

い
て
利
用
さ
れ
る
米
松
の
大
中
角
の
他
に
製
函

材
、
建
築
の
内
部
構
造
材
、
造
作
材
、
或
い
は

枕
木
と
い
っ
た
需
要
面
に
米
杉
、
米
ひ
ば
、
米

槍
、
米
つ
が
な
Y
」
が
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た。
し
か
し
年
聞
け
と
？
と
も
に
、
圏
内
材
の
値
下

り
か
ら
之
ら
の
需
要
も
、
米
松
大
中
角
の
よ
う

な
圏
内
に
大
経
材
が
な
い
と
い
う
特
殊
な
事
情

の
も
の
を
除
く
と
、
そ
の
活
溌
性
を
欠
き
需
要

減
退
の
き
ざ
し
を
示
し
て
い
る
と
と
は
注
目
さ

れ
る
。

(13) 

さ
て
昭
和
二
十
九
年
度
の
外
材
輸
入
は
、
二

十
八
年
に
と
ら
れ
た
A

・A
制
が
外
貨
資
金
の

逼
迫
か
ら
割
当
制
へ

と
変
更
さ
れ
た
。

と
の
外
貨
資
金
の
木
材
へ
の
割
当
予
算
は
、

米
材
に
お
い
て

一
一
、
四
四

一
千
弗
で
あ
り
、
ラ

ワ
ソ
原
木
の
フ
イ
リ

y
ピ
ゾ
が
二
二
、
七
五

O

千
弗
と
な
っ
て
お
り
、
之
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ

う
る
量
は
、
米
材
に
お
い
て

一
四
八
万
石
、
ラ
ワ

γ
原
木
三
五

O
万
石
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
他
に
英
領
ボ
ル
ネ
オ
、
及
び

イ
ソ
ド
ネ
シ
ヤ
よ
り
輸
入
さ
れ
る
ラ
ワ
ゾ
原
木



に
は
A
－

A
制
が
そ
の
ま
ぶ
適
用
さ
れ
夫
々
四

O
万
石
、
一

O
万
石
の
輸
入
を
見
込
ん
で
あ

zν
。さ

ら
に
南
米
か
ら
リ
グ
ナ
ム
パ
イ
タ
l
三
O

O
ト
ゾ
、
タ
イ
等
か
ら
チ
ー
ク
五
千
石
が
、
そ

の
他
の
木
材
も
七
万
五
千
石
川
か
夫
々

A
・
A
制

で
輸
入
さ
れ
る
も
の
と
計
画
さ
れ
、
総
計
し
て

本
年
度
の
輸
入
量
は
五
五
六
万
石
、
三
O
Oト

y
、
金
額
に
し
て
三
八
六
一
六
千
弗
に
及
ぶ
計

画
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
年
の
五
八
六
万
石
に

比
べ
て
三

O
万
石
の
滅
ーと
な
る
。

こ
の
よ
う
な
計
画
に
対
す
る
見
透
し
で
あ
る

が
、
ラ
ワ
ゾ
原
木
は
ラ
ワ

γ
ムロ板
の
輸
出
が
極

め
て
順
調
で
あ
る
上
に
、
ラ
ワ

γ
吋
材
の
輸
出

（単位千石〉用途別需要量内訳第二表
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11,200 

23, 857 

29年度l幻 年 度 I2s年度 ｜

も
増
大
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
圏
内
需
要
も
渉

透
し
て
い
る
の
で
、

と
の
程
度
の
輸
入
の
笑
現

は
可
能
で
あ
る
う
と
思
わ
れ
る
。

米
材
に
つ
い
て
β
、
前
に
も
の
ぺ
た
通
り
輸

入
材
価
と
圏
内
材
価
格
と
の
簡
速
が
問
題
に
な

っ
て
く
る
。

若
し
も
周
内
材
価
絡
が
今
後
益
々
弱
気
と
な

っ
て
く
る
な
ら
ば
、
前
に
の
ぺ
た
よ
う
な
米
松

大
中
角
の
如
き
特
殊
材
を
除
い
て
は
、

米
材
の

需
裂
は
価
絡
の
菌
か
ら
当
然
減
少
す
る
も
の
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

現
在
の
所
、

米
材
に
つ
い
て
も
叉
ラ
ワ
ゾ
材

に
つ
い
て
も
、
産
地
価
格
の
高
騰
は
考
え
ら
れ

ず
、
む
し
ろ
ラ
ワ

γ
材
の
如
き
は
、
本
年
当
初

027 

2,707, 

107,8841 

28,450: 

2,700: 

35,000 

68,8571 

101,641 

電

枕

坑

その他 l

計
e

計

輸

、、，トiJJ 

I』
口

建

特

の
日
本
の
A
－

A
制
ス
ト
ッ
プ
当
時
か
ら
弱
気

に
転
じ
て
い
る
。

な
お
、
今
回
の
外
貨
資
金
の
割
当
に
際
し
て

そ
の
輸
入
方
式
が
変
更
さ
れ
る
と

と
に
な
っ

た。
従
来
の
統
制
方
式
は
、
消
費
者
割
当
の
方
式

が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
が
通
例
吋
あ
っ
た
が
、

少
く
と
も
貿
易
に
関
し
て
は
イ

ゾ
ポ
l
タ
l
割

当
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
の
説
が
通
産
省
な
戸
」

に
強
く
な
り
、
今
年
初
め
の
緊
急
輸
入
外
貨
割

当
に
際
し
て
は
、
と
の
方
式
が
採
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
本
年
度
の
フ
イ
リ

y
ピ
ソ
の
ラ
ワ

ソ
原
木
に
つ
い
て
は
特
に
輸
出
ハ
及
び
特
需〉
ラ

ワ
γ
合
板
の
重
要
性
を
考
慮
し
、
と
の
確
保
を

考
え
て
上
期
五

O
万
石
分
は
消
費
者
割
当
を
行

い
、
他
は
イ
ソ
ポ
l
タ
l
割
当
で
行
く
と
い
う

二
本
建
方
式
が
採
用
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
米
材
に
つ
い
て
は
イ

ゾ
ポ
l
タ
l
割

当
で
、
前
記
外
貨
の
割
当
は
C
・
I
－

F
建
と

F
・
O
－

B
建
と
半
々
で
あ
り
、
ラ
ワ

γ
材
に

つ
い
て
は
F
・
0
・
B
建
て
と
な
っ
て
い
る
。

三
、
需
要
の
見
透
し

以
上
は
供
給
部
面
に
つ
い
て
園
内
材
の
生
産

及
外
材
輸
入
に
つ
い
て
の
ぺ
て
来
た
わ
け
で
あ

る
が
、
爾
後
需
要
消
費
に
つ
い
て
み
て
行
き
た

い
と
思
う。

（
一
）

輸

出

二
十
八
年
の
輸
出
実
績
は
吋
材
四
七
万
石
、

（
う
ち
ラ
ワ

γ
吋
材
六
万
七
千
石
ゾ
合
板
は
ラ

ワ
ソ
ム
口
板

一
億
二
千
六
百
万
平
方
フ
ィ
ー

ト
、

ナ
ラ
、
セ
ソ
合
板
二
千
八
百
万
平
方
フ
ィ
ー
ト
、

ベ
ニ
ヤ
チ
ェ
ス
ト
四
百
六
十
三
万
キ
ロ

グ
ラ

ム
、
モ
ミ
チ
エ
ス

ト
二
百
三
十
三
万
キ
ロ
グ
ラ

ム
、
沖
縄
向
民
需
二
十
三
万
石
、
0
・
K
－

E

－
D
〈
沖
縄
基
地
建
設
軍
工
事
用
材
）
四
万
石
、

枕
木
十
四
万
五
千
丁
な
ど
で
あ
っ
て
、
素
材

換
算
で
合
計
百
八
十
四
万
石
、
二
千

一
百
万
弗

と
前
年
の
百
七
十
六
万
石
、
一
千
六
百
九
十
九

万
弗
を
若
干
上
廻
る
笑
績
を
得
た
わ
け
で
あ
る

が
、
中
で
も
合
板
の
輸
出
は
、
技
術
的
進
歩
と

ポ
γ
・
ト
地
域
の
輸
入
制
限
の
緩
和
な
ど
に
よ
っ

て、
著
し
く
発
展
し
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
叉

米
国
向
け
の
ラ
ワ

γ
挽
材
の
輸
出
が
行
わ
れ
始

め
た
と
と
も
、
特
徴
の

一
つ
と
い
う
と
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
本
年
に
お
い
て
も
、
こ
の
ム
口
板
と
吋

板
の
輸
出
は
更
に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
一

一

十
九
年
の
輸
出
計
画
は
吋
材
六

O
万
石
、
ム口一放

は
二
億
八
千
五
百
万
平
方
フ
ィ
ー

ト
と
、

二
十

八
年
の
凡
そ
二
倍
に
近
い
数
量
を
見
込
み
、
そ

の
他
チ
ェ
ス
ト
類
の

一
一臼
十
万
キ
ロ

グ
ラ
ム
、

0
・
K
－

E
・
D
及
び
沖
縄
民
需
向
を
合
せ
て

四
十
万
石
な

P
、
素
材
換
算
で
二
百
七
十
万
石

と、

二
十
八
年
を
約
七
十
数
万
石
上
廻
る
輸
出

を
見
込
ん
で
い
る
。
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（一一
）

内

需

本
年
度
の
内
需
は
二
十
八
年
度
に
比
ぺ
て
パ

ル
プ
用
材
に
お
い
て
増
加
す
る
他
に
は
主
要
消



費
部
門
の
増
加
す
る
も
の
は
殆
ど
な
く
電
柱
、

建
築
な
ど
は
減
少
す
る
と
と
が
予
想
さ
れ
る
。

と
ミ

に
之
ら
主
要
な
用
途
部
門
の
動
向
に
つ

い
て
そ
の
概
略
を
採
っ
て
み
る
と
と
ふ
す
る
o

m
杭

木

坑
木
は
二
十
九
年
度
の
石
炭
の
出
炭
計
画
が

確
定
し
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
見
透
し
は
極

め
て
困
難
で
あ
る
が
、
経
済
審
議
庁
に
お
け
る

計
画
で
は
四
千
五
百
万
屯
、
通
産
省
石
炭
局
の

意
向
で
は
四
千
六
百
万
屯
案
と
四
千
八
百
万
屯

案
の
二
通
り
の
案
内
か
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
何
れ
と

も
結
論
は
下
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。

二
十
八
年
度
の
出
炭
は
四
千
三
百
五
十
六
万

屯
で
あ
っ
た
が
、
水
害
や
ス
ト
に

よ
る
出
炭

滅
を
見
込
む
と
四
千
六
百
万
屯
以
上
の
出
炭
能

力
と
み
ら
れ
て
お
り
、

園
内
炭
の
消
費
は
四
千

三
百
万
屯
弱
で
前
年
度
よ
り
若
干
増
え
て
い
る

が
、
重
油
、
外
国
炭
の
輸
入
が
な
け
れ
ば
五
千

万
屯
程
度
の
需
一
安
は
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る

が、
重
油
転
換
が
石
炭
換
算
で
六
百
八
十
万
屯
、

外
国
炭
の
輸
入
が
四
百
四
十
万
屯
と
凡
そ

一
千

万
屯
の
消
費
が
之
ら
へ
方
向
転
換
し
た
こ
と
に

石
炭
業
界
不
況
の
原
因
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し

ス
ト
な
ど
の
影
響
も
手
伝
っ
て
、
年

度
末
貯
炭
は
意
外
に
減
少
し
、
業
者
貯
炭
は一一

百
六
十
万
屯
、
大
口
工
場
貯
炭
二
百
八
十

一
万

屯
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
石
炭
の
需
要
は
高
炭
価
な
H

とが

原
因
し
て
重
油
な
ど
へ
転
換
さ
れ
は
し
た
が
、

本
年
度
は
重
油
の
輸
入
も
昨
年
度

と
横
す
ぺ

り
程
度
の
外
貨
予
算
が
組
ま
れ
て
い
る
の
で
、

昨
年
度
以
上
の
圧
迫
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
で
も
炭
価
の
切
下
げ
な
ど
が
行
わ
れ

な
い
限
り
石
炭
業
界
は
苦
境
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、

一
部
で
は
四
千
三
百
万
屯
程
度
に
生
産
制
限
す

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

之
に
要
す
る
坑
木
の
所
要
量
も
大
体

一
千
万

石
前
後
で
、
通
産
省
で
は

一
千
七
十
五
万
石
の

要
望
も
あ
る
が
、
最
近
の
金
融
引
締
め
に
よ
る

原
料
手
持
の
減
少
傾
向
な
ど
か
ら
堅
く
み
て

一

千
万
石
あ
れ
ば
足
り
、
そ
の
他
の
金
属
鉱
山
、

あ
る
い
は
亜
炭
採
掘
に
よ
る
坑
木
を
含
め
て
年

間
一
千

一
百
万
石
程
度
の
坑
木
需
袈
量
と
推
定

さ
れ
、
二
十
八
年
度
と
大
差
な
い
需
要
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

間

パ

ル
プ
用
材

パ
ル
プ
に
つ
い
て
み
る
と
戦
後
急
速
な
テ
ゾ

ポ
で
増
産
態
勢
を
示
し、

樺
太
な
ど
の
主
要
パ

ル
プ
工
場
を
失
っ
た
日
本
に
お
い
て
、
内
地
の

み
で
す
で
に
戦
前
の
生
産
ペ
l

ス
を
突
破
す
る

形
勢
に
あ
り
、さ
ら
に
紙
、
化
繊
方
面
の
需
要
の

伸
び
と
相
挨
つ
て
二
十
九
年
度
も
百
六
十
九
万

八
千
屯

（
木
質
パ
ル
プ
の
み
に
つ
い
て
〉
の
計

画
が
通
産
省
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

G

・P

一世屯

用
材
屯
当
り
以
単
位

六
O
玉、
六
二

O

九
・
O
石

Q
U

・ロ
A

四
七
一

、
五＝
一0

・
一
七
・O
石

h

り
一
七
・五

二
六
四
、
六
O
O
K
ツ一
一功
一日

R

・P

K
－

P

二
七
八
、
六
五
O

A
－

P

四一

、
五
六
O

S
・
c・p

＝一六
、
0
0
0

計

一、
六
九
七
、
九
六

O

で
あ
っ
て
、
之
に
要
す
る
所
要
原
木
量
は
、

二
三
、
八
五
七
千
石
と
な
っ
て
お
り
、
供
給
希

望
量
は
二
四
、
三
八
七
千
石
、
う
ち
広
葉
樹
供

給
希
望
量
は
三
、
O
六
七
千
石
で
あ
る
。

パ
ル
プ
用
材
の
二
十
八
年
度
の
消
費
は
凡
そ

二
千
二
百
万
石
で
あ
る
の
で
、
百
入
十
万
石
の

増
加
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
二
十
八
年
に
は

所
謂
セ

ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ

ル
プ
の
生
産
が
開
始
さ

れ、

二
十
八
年
に
四
五
八
屯
、
二
十
九
年
度
は

三
万
六
千
屯
の
生
産
計
画
で
広
葉
樹
は
百
万
石

を
消
費
し
た
。

し
か
し一

部
に
は
パ
ル
プ
業
界
の
景
気
も
と

と
い
ら
が
頂
点
で
、
今
後
さ
ら
に
急
速
に
の
び

る
よ
う
な
と
と
は
あ
る
ま
い
と
い
う
見
方
．もあ

る
が
、
恐
ら
く
本
年
度
の
一
一
、
三
八
五
万
石
の

用
材
消
費
は
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
、
殊
に
最
近

は
各
地
に
お
い
て
、
特
に
西
日
本
方
面
で
パ
ル

プ
，材
及
び
坑
木
の
貿
控
え
か
ら
、
材
価
は
相
当

弱
気
を
一
示
し
出
し
、
年
開
け
以
降

一
0
0｜
二

0
0円
の
値
下
り
が
あ
っ
た
地
方
も
あ
る
か
に

き
い
て
い
る
。

間

建

築

建
築
の
最
近
の
傾
向
を
み
る
と
、
木
材
価
格

一五
・
o

一五・

o

一一・

0
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の
高
騰
が
原
因
し
て
か
、
耐
火
構
造
の
建
築
が

増
加
し
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
昭
和
二
十
八
年
度
の
着
工
建
築
坪

数
は
、
建
設
省
の
調
査
に
よ
る
と
約
て
O
七
一

万
坪
で
、
前
年
度
よ
り
約
六
dm増
加
し
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
う
ち
鉄
筋
コ
γ
グ
リ
1
ト
造
り

は
、
前
年
の
約
七
二
万
坪
に
対
し
て
一
O
八
万

坪
と
約
五
O
%
増
加
を
一示
し
、
そ
の
他
の
耐
火

建
築
も
三
五
万
坪
か
ら
五
六
万
坪
と
、
約
六
O

M
も
増
加
し
て
い
る
が
、
木
造
は
九
O
二
万
坪

か
ら
九
O
六
万
坪
と
三
・
八
万
坪
と
増
加
一
し
て

い
る
が
場
加
率
は
殆
ん

r
一
%
に
満
た
な
い
。

さ
ら
に
之
を
建
築
主
別
に
み
る
と
、
個
人
建

築
は
六
O八
万
坪
か
ら
六
二
四
万
坪
と
二
必

増
加
し
、
会
社
関
係
は
二
O
四
万
坪
か
ら
二
四

五
万
坪
と
ニ

odpも
増
加
し
て
い
る
の
が
目
立

ち
、
と
の
関
係
は
、
住
宅
に
お
い
て
も
個
人
住

宅
に
比
べ
て
、
公
営
住
宅
な
戸
」
の
増
加
が
目
立

っ
て
い
る
。
と
れ
は
、
明
ら
か
に
資
金
関
係
に

お
い
て
、
個
人
の
建
築
よ
り
会
社
等
の
資
金
に

よ
っ
て
住
宅
難
を
緩
和
し
て
い
る
傾
向
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

と
の
よ
う
な
個
人
建
築
の
低
調
に
対
し
て
、

国
家
資
金
の
建
築
も
、
二
十
九
年
度
に
は
デ
フ

レ
政
策
の
影
響
を
受
け
て
、
減
少
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
公
営
住
宅
は
二
十
八
年
度
五
入
、

一
四
入
戸

〈
国
家
資
金

一
二
三

・
六
億
円
〉
に

対
し
五
万
三
千
戸
〈
一
二
六
億
円
〉
、
公
庫
住

宅
五
五
、
二
回
入
戸
ハ
一
七

r億
円
〉
に
対
し

て
四
万
戸
（
一
八
O
億
円
〉
其
の
他
住
宅
二
四
、

二
O
O
戸
〈
五
O
億
円
〉
に
対
し
て
一
入
、
七
O

O
戸
（
五
四
億
円
〉
ム
品
川
で
一
三
七
、
六
五
六

戸
（
三
四
九
億
円
）
に
対
し
て
一
一
一
、
七
四

O
戸
（
三
六
O億
円
）
と
、
国
家
資
金
総
額
に
お

い
て
若
干
の
増
加
を
示
し
た
が
、
戸
数
に
お
い

て
は
約
二
万
六
千
戸
の
滅
と
な
り
、
一
史
ら
に
会

社
等
の
建
築
数
も
最
近
の
経
済
状
況
か
ら
考
え

て
、
減
少
と
そ
す
れ
伸
び
る
こ
と
は
な
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
二
十
九
年
度

の
建
築
用
材
の
需
要
も
二
十
八
年
度
を
下
廻
る

見
込
み
で
あ
り
、
建
築
着
工
坪
数
も
九
千
八
乃

至
九
百
万
停
に
減
少
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同

特

需

特
需
に
つ
い
て
は
、
二
千
八
年
一
年
間
に
木

箱
百
万
石
を
筆
頭
に
、
針
葉
樹
製
材
二
十
三
万

三
千
石
、
電
柱
十
万
五
千
石
、
枕
木
三
万
三
千

石
、
他
合
板
、
家
具
、
組
立
住
宅
、
パ
レ
ヅ
ト
等

原
木
に
換
算
し
て
一
八
四
七
千
石
ハ
一
、
六
八

七
万
弗）
の
契
約
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本

年
度
の
米
側
と
の
打
合
せ
に
お
い
て
は
針
葉
樹

製
材
一

五
O
万
石
〈
素
材
換
算
二
三
O
万
石
）
、

広
葉
樹
の
素
材
四
O
万
石
を
見
込
ん
で
居
り
、

合
計
二
七
O
万
石
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
昨
年

度
よ
り
か
な
り
上
廻
る
と
と
に
な
る
。

間

合

板

合
板
は
昨
年
度
は
輸
出
、
特
需
、
内
需
と
も

に
活
溌
で
、
ム
ロ
板
界
は
近
年
に
な
い
好
況
を
示

し
た
。
之
は
勿
論
加
工
技
術
の
改
善
向
上
と
企

業
合
理
化
に
よ
る
賜
で
あ
ろ
う
が
、
本
年
よ
り

一
一
層
の
向
上
に
期
待
が
か
け
ら
れ
る
。

附
そ
の
他

そ
の
他
電
柱
、
枕
木
、
包
装
用
材
、
土
木
用
材
、

造
船
車
綱
用
材
な

2
に
つ
い
て
は
、
確
た
る
資

料
を
持
た
な
い
の
で
実
態
把
握
は
困
難
で
あ
る

が、

電
柱
の
如
き
は
国
鉄
で
は
コ
ゾ
グ
リ
I
ト

ポ
ー
ル
を
若
干
増
加
す
る
模
様
で
あ
る
し
、
電

々
公
社
で
は
、
小
も
の
で
は
あ
る
が
、
予
算
の

関
係
で
需
要
は
二
割
程
度
減
少
す
る
見
込
み
で

あ
り
、
何
れ
に
せ
よ
枕
木
の
国
鉄
と
共
に
予
算

の
影
響
如
何
に
が
λ

る。

造
船
は
、
周
知
の
通
り
不
況
に
あ
え
い
で
い

る
の
で
需
要
は
減
少
す
る
が
、
車
繭
関
係
は
こ

の
と
と
ろ
好
況
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
た
め
の
草
稿
用
材
の
需
要
増
は
大
じ
た
量
で

な
〈
、
む
し
ろ
包
装
用
材
の
帰
趨
の
方
が
、
需

給
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
が
、

と
の
包
装
用
材
も
経
済
活
動
が
活
溌
性
を
欠

き
、
殊
に
経
済
審
議
庁
の
見
透
し
の
如
く
鉱
工

業
生
産
指
数
が
、
二
十
八
年
度
の
一
五
六
と
同

程
度
に
落
着
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
十
八

年
度
同
様
と
見
込
ん
で
差
支
え
あ
る
ま
い
。

と
の
よ
う
に
本
年
度
の
木
材
に
対
す
る
需
要

は
、
昨
年
度
に
比
ぺ
て
パ
ル
プ
に
お
い
て
増
加

す
る
他
は
殆
ん
E
大
差
な
い
も
の
と
見
ら
れ
、

む
し
ろ
一
般
用
材
で
は
減
少
す
る
と
さ
え
恩
わ

れ
る
の
で
、
総
体
に
み
て
若
干
で
増
加
に
止
ま

る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
之
を
数
字
上
か
ら
見
る
な
ら
ば
別
表

の
通
り
二
十
八
年
度
は
消
費
量
一
O
六
、
六

O

四
千
石
に
対
し
て
二
十
九
年
度
は
一
O
七
、
八

八
四
と
一
一
一
一
O
万
石
程
度
増
加
す
る
が
パ
ル
プ

に
お
い
て
一
八
O
万
石
増
加
す
る
の
に
対
し
て

建
築
な
μ」
の
滅
少
に
よ
っ
て
殆
ん

r二
十
八
年

度
と
変
化
な
い
需
要
と
い
う
と
と
に
な
る
。

し
か
し
二
十
九
年
度
末
に
お
い
て
は
、
在
荷

量
は
相
当
低
下
す
る
と
い
う
見
透
し
に
な
る
の

で
、
依
然
木
材
の
需
給
は
、
本
年
度
も
安
易
な

も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
、
む

す

び

以
上
の
供
給
面
と
需
要
面
か
ら
み
て
、
本
年

度
末
に
お
け
る
繰
越
在
荷
は
、
百
万
石
の
減
少

が
予
想
さ
れ
る
が
、
以
上
の
需
給
の
推
定
が
現

在
問
題
と
な
っ
て
い
る
経
済
状
況
の
変
化
、
す

な
わ
ち
デ
フ
レ
財
政
と
か
金
融
引
締
め
の
影
響

が
よ
り
強
化
に
推
進
さ
れ
る
な
ら
ば
、
か
な
り

の
変
化
を
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。

木
材
市
況
も
、
最
近
極
め
て
弱
気
と
な
っ
て

来
て
お
り
、
木
材
界
自
体
の
不
況
も
伝
わ
っ
て

い
る
折
柄
、
と
の
経
済
政
策
の
成
行
き
如
何
と

そ
が
む
し
ろ
木
材
の
需
給
を
も
決
定
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

た

r森
林
資
源
の
減
少
が
云
々
さ
れ
な
が
ら

市
場
の
木
材
需
給
が
年
4
メ
ラ

Y

ス
さ
れ
て
行

く
と
い
う
裏
面
に
は
、
よ
り
一
一
層
資
源
枯
渇
の

問
題
を
深
み
に
引
入
れ
て
行
く
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。

わ
れ
／
＼
は
官
民
共
に
資
源
増
殖
と
開
発
及

び
利
用
の
節
減
合
理
化
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
と
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
一
一

九
五

・
二
七
〉
〈
隼
者
は
林
野
庁
林
産
課
〉
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消
火
術
の
名
句

消防戦術一行知識

ー一一力に合つ.，，＿防鍛”り
火の手より水の手なE一一

「
近
所
に
火
事
が
る
れ
ば
雨
戸
も
閉
め

る
も
の
」
と
父
が
云
っ
た
。
実
際
近
く
に

火
事
が
起
っ
た
時
、
父
は
手
早
く
戸
窓
を

閉
め
た
。
外
に
は
吹
雪
の
よ
う
に
火
の
子

が
舞
っ

て
い
た
。
私
は
幼
年
な
が
ら
多
分

飛
火
を
防
ぐ
た
め
だ
と
考
え
た
。

私
は
消
防
界
に
身
を
投
ヒ
た
初
め
、
世

に
一
去
わ
れ
る
格
言
金
言
に
似
た
言
葉
が
、

古
い
消
防
界
に
も
あ

っ
て
、
父
の
言
葉
は

そ
の
一
つ
で
、
火
災
防
禦
の
方
法
に
も
憲

法
の
作
用
を
し
て
い
る
の
だ
と
期
待
し
て

い
た
が
、
「
赤
い
h
M

腰
を
握
れ
ば
延
焼
し

た
い
」
と
云
う
以
外
、
常
に
口
の
端
に
出

す
金
言
格
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。

人
の
心
は
変
化
の
あ
る
謎
で
あ
る
o
そ

の
謎
に
対
す
る
謎
に
も
「
猫
に
小
判
」
「
知

ら
ぬ
仏
よ
り
馴
染
の
鬼
」
な
ど
と
、
胸
の

す
く
よ
う
な
名
句
が
あ
る
o
ま
し
て
火
は

正
直
で
「
正
法
に
不
思
議
な
し
」
、
だ
か

ら
、
と
う
し
て
消
す
、
あ
あ
し
て
防
ぐ
の

金
言
が
、
今
か
ら
で
も
立
て
ら
れ
な
い
筈

は
な
い
と
思
わ
れ
る
ロ
そ
う
で
な
い
と
、
・

正
面
か
ら
論
述
し
た
防
禦
法
は
我
k

に
も

あ
る
に
し
て
も
、
仕
事
の
そ
の
場
に
ゐ
け

る
伴
侶
と
し
て
、
杖
と
も
柱
と
も
な
る
方

針
に
心
細
い
の
で
あ
る
。
名
句
と
な
る
主

た
条
件
を
考
え
て
み
よ
う
。

第
一
事
実
に
合
致
す
る
と
と

そ
れ
と
共
に
消
防
と
し
て
行
動
可
能
な
句

で
あ
る
べ
き
と
と
だ
。

第
二
一
広
い
易
い
と
と

一
広
い
易
い
と
と
は
、
分
り
易
い
と
と
で

も
あ
る
o
処
世
句
に
は
「
遠
水
近
火
を
救

わ
や
」
「
頭
を
剃
る
よ
り
心
を
剃
れ
」
友

ど
対
句
反
語
形
式
が
多
い
。
七

・
七
調
と

か
七

・
五
調
と
か
も
良
い
。
し
か
し
「
猫

に
小
判
」
な
ど
字
句
の
正
面
解
釈
で
は
無

意
味
な
の
も
あ
る
。

第
三
味
が
あ
る
と
と

「
出
る
釘
は
打
た
れ
る
」
な
ど
突
に
味

が
あ
る
。
「
天
狗
に
羽
根
」
「
得
手
に
帆
」

「
鬼
に
金
棒
」
三
つ
は
大
同
小
異
だ
が
、

語
音
か
ら
し
て
「
鬼
に
金
棒
」
で
片
づ
け

て
い
る
。
短
句
で
あ
る
と
と
も
昧
の
生
命

だ。
第
四
す
ぐ
役
立
つ
句
で
あ
る
と
と

迷
っ
た
時
で
も
、
す
ぐ
思
い
出
さ
れ
て
、

そ
の
句
通
り
に
行
動
が
で
き
る
よ
う
・な
直

言
句
が
欲
し
い
。

第
五
な
る
べ
く
全
般
に
通
用
す
る

と
と

( 17) 

部
分
な
ら
部
分
の
全
般
に
通
用
す
る
の

が
よ
い
。
処
世
勾
に
も
「
芸
は
身
を
助
け

る
」
と
「
芸
は
身
の
仇
」
る
る
い
は
「
虎

穴
に
入
ら
や
ん
ば
云
k

」
と
「
君
子
危
う

き
に
云
A

」
な
ど
逆
が
あ
る
。
と
れ
ら
は
言

葉
の
前
提
や
語
尾
の
説
明
が
省
略
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
「
厄
介
な
所
に
先
廻
わ
り
」

と
「
厄
介
な
所
を
後
廻
わ
し
」
と
「
消
し

易
い
所
は
早
く
消
せ
」
な
ど
あ
っ
て
も
良

い
と
思
う
。

私
が
と
れ
ら
の
金
言
を
打
立
て
よ
う
な

ど
の
大
そ
れ
た
考
え
は
持
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
私
は
私
に
一
去
い
き
か
せ
、
私
の
信

条
と
す
る
言
葉
は
持
っ
て
い
る
o
そ
い
つ

を
と
と
に
手
心
を
加
え
て
並
べ
て
み
よ

う
。
無
理
な
点
が
加
わ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
先
づ
「
い
ろ
は
」
か
ら
「
も
せ
ず
」
ま

で
に
あ
て
は
め
、
主
と
し
て
七

・
七
調
に

し
て
み
た
o
何
か
の
役
に
立
つ
と
い
う
も

の
o
そ
し
て
戦
術
と
い
う
も
の
は
「
あ
ち



ら
を
消
せ
ば
と
ち
ら
が
燃
え
る
」
状
態
を

一
示
す
の
が
多
く
、
そ
の
前
提
は
殆
ん
ど
、

説
明
に
も
省
略
し
て
る
る
と
と
を
書
き
添

え
て
ゐ
く
。
ま
た
「
言
葉
」
の
説
明
も
紙

数
に
制
限
の
る
る
と
と
だ
か
ら
簡
単
に
し

た
と
と
を
了
承
さ
れ
た
い
。
説
明
不
要
が

本
意
だ
が
「
猫
に
小
判
」
式
は
無
説
明
で

は
分
ら
な
い
。

い
ろ
は
に
合
わ
せ
て

＠
い
の
一
番
は
人
命
救
助

「
先
づ
第
一
に
人
命
救
助
」
「
何
は
沿

い
て
も
人
助
け
」
と
も
一
広
え
そ
う
だ
口
火

事
は
燃
え
広
が
っ
て
も
人
命
救
助
が
先
決

で
る
る
。

＠
論
よ
り
証
拠
に
消
し
跡
残
せ

「
消
え
跡
」
で
な
く
、
消
防
力
の
「
消

し
跡
」
で
あ
る
。
天
狗
の
口
先
自
慢
よ
り

「
焼
け
跡
」
が
行
動
の
適
否
を
物
語
る
。

全
焼
の
残
骸
は
「
消
え
跡
」
が
多
い
。

＠
破
壊
は
最
後
の
火
消
手
段

「
最
後
」
は
奥
の
手
の
「
有
効
」
で
な
く

て
、
他
に
手
段
の
な
い
「
つ
ま
ら
な
い
」

意
味
だ
。

＠
二
階
の
火
事
に
は
二
階
え
上
れ

「
二
階
の
火
は
二
階
で
消
せ
」
の
意
味

だ
。
「
天
井
裏
の
火
は
天
井
裏
で
消
せ
」

な
ど
に
等
し
い
。
死
角
排
除
、
死
面
進
出

火
点
接
近
の
意
味
だ
ロ

＠
ポ
テ
張
火
事
に
泣
か
さ
れ
る
な

ボ
テ
張
の
使
命
、
他
か
ら
の
延
焼
を
押

え
て
い
る
時
間
、
そ
の
猛
煙
ま
で
の
与
え

ら
れ
た
消
防
時
聞
を
有
効
に
使
用
し
、
穴

を
あ
け
て
水
を
注
げ
。
猛
焼
後
は
構
造
上

全
焼
す
る
の
が
当
然
、
く
よ
く
よ
せ
や
に

焼
い
て
し
ま
え
。
措
置
な
し
な
の
に
、
あ

が
く
の
は
見
っ
と
も
な
い
。
「
ボ
テ
張
火

事
は
消
防
泣
か
せ
」
と
は
構
造
の
性
質
を

知
ら
な
い
も
の
。

＠
へ
た
な
早
ご
と
狂
い
の
も
と

熟
練
の
反
射
行
動
友
ら
良
い
が
、
拙
速

主
義
な
ど
と
称
し
て
、
急
迫
感
の
る
せ
り

で
は
ポ
ン
プ
、
器
具
の
操
作
、
部
署
の
選

定
な
ど
が
狂
っ
て
大
火
と
な
る
。
確
実
主

義
で
「
大
疑
な
ら
ば
考
え
よ
」
だ
。

＠
時
K

か
け
よ
燃
え
そ
う
な
家

延
焼
危
険
の
あ
る
「
燃
え
そ
う
な
家
に

は
交
互
注
水
」
で
も
よ
い
。

＠
鎮
火
は
寅
け
の
中
に
も
あ
り

失
敗
だ
ら
け
で
も
、
い
づ
れ
鎮
火
は
す

る
u
鎮
火
よ
り
も
延
焼
防
止
が
防
禦
の
目

的
だ
。

＠
力
量
に
合
っ
た
防
禦
ぶ
り

即
座
に
消
し
得
る
の
に
、
下
手
な
遠
方

注
水
で
ひ
ま
ど
っ
た

b
、
数
百
戸
焼
け
て

い
る
の
に
僅
か
数
台
で
消
そ
う
と
あ
せ
っ

た
り
、

「
力
に
合
っ
て
」
い
な
い
口
一
戸

で
も
確
実
に
、
「
力
に
合
っ
た
防
禦
ぷ
り
」

で
や
り
た
い
。

＠
抜
か
り
が
ち
だ
よ
飛
火
警
戒

常
時
や
ら
な
い
か
ら
、
必
要
な
風
の
日

も
う
っ
か
り
忘
れ
る
。
そ
れ
で
大
火
に
な

っ
た
実
例
も
る
る
。

＠
類
は
類
型
、
異
は
異
型

飛
火
警
戒
の
必
要
な
大
風
時
の
火
災
、

ボ
テ
張
火
事
、
学
校
火
災
、
油
火
事
な
H
と

の
異
形
に
は
異
型
の
防
ぎ
方
が
あ
る
。
普

通
の
類
形
、
あ
る
種
類
の
類
形
の
火
事
に

対
す
る
類
型
の
防
ぎ
方
を
異
型
に
あ
て
は

め
て
失
敗
し
て
い
る
実
例
は
非
常
に
多

い。＠
大
き
な
火
事
に
は
大
き
友
水
利

少
K

不
便
で
遅
れ
て
も
、
と
の
方
が
が

っ
ち
り
防
げ
る
口
但
し
太
消
防
隊
で
は

「
先
着
隊
は
小
水
で
も
防
げ
」
「
先
着
聴

は
消
火
柱
を
と
れ
」
「
後
着
隊
は
共
倒
れ

に
な
ら
な
い
水
利
を
と
れ
」
と
な
る
。

＠
我
が
家
と
思
い
踏
む
割
る
掛
け
る

火
事
場
の
物
で
も
大
事
に
せ
よ
。
消
防

作
業
の
損
害
を
考
え
よ
。
特
に
水
損
に
気

を
つ
け
よ。

＠
風
上
風
下
二
分
八
分

三
分
七
分
、

一
分
九
分
も
る
ろ
う
が
、

太
ざ
っ
ぱ
に
は
い
つ
も
二
分
八
分
で
間
に

合
う
。
風
横
は
上
下
の
余
勢
で
受
持
つ
。

七

・
七
調
な
ら
「
風
上
二
分
な
ら
風
下
入

分
」
と
云
う
。

＠
横
手
に
廻
わ
る
大
火
の
防
ぎ

大
火
は
大
風
に
よ
っ
て
起
る
o
風
下
正

面
に
は
火
流
が
あ
っ
て
防
げ
な
い
。
風
下

の
斜
め
横
手
か
ら
防
ぐ
の
が
原
則
だ
。

＠
た
め
ら
う
小
疑
へ
た
で
も
か
か
れ

「
小
疑
な
ら
ば
決
行
せ
よ
」
を
「
た
」

に
あ
て
は
め
た
。
「
大
疑
な
ら
ば
考
え
よ
」

と
一
対
だ
。
ど
う
し
て
良
い
か
分
ら
な
い

の
に
急
ぐ
必
要
は
な
い
。
し
か
し
ど
っ
ち

で
も
良
い
よ
う
な
疑
い
な
ら
ど
っ
ち
か
を

決
行
せ
よ
。

＠
列
を
組
ん
で
の
大
火
応
援

ば
ら
／
＼
で
は
力
が
な
い
。
他
市
町
村

同
志
で
も
組
ん
で
「
力
に
合
っ
た
防
禦
ぷ

り
」
を
や
れ
。

＠
操
作
火
掛
り
手
ぎ
わ
は
ど
う
だ

専
門
家
の
特
色
は
訓
練
、
洗
練
さ
れ
た

手
ぎ
わ
の
あ
ざ
や
か
さ
に
あ
る
。
平
素
の

消
火
だ
け
な
ら
女
で
も
子
供
で
も
で
き
る
G

＠
っ
き
と
む
べ
き
は
死
角
の
死
面

放
水
し
て
も
燃
え
広
が
る
の
は
死
．角
に

遮
ぎ
ら
れ
た
、
天
井
裏
、押
入
、仕
切
壁
の

向
う
側
、
裏
手
な
ど
の
死
面
が
あ
る
か
ら

だ
。
「
防
禦
の
秘
訣
ば
死
角
の
排
除
」
だ。

筒
先
一
本
で
十
本
分
の
力
を
出
す
と
と
に

も
な
る
。

＠
念
に
見
て
ゐ
け
隣
り
の
ボ
テ
張

モ
ル
グ
ル
内
ヨ
ロ
イ
、
カ
プ
ト
が
一
時
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火
熱
を
遮
断
し
て
い
る
が
、
そ
の
カ
プ
ト

の
中
に
火
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
無
煙

で
も
モ
ル
タ
ル
を
剥
い
で
見
て
た
け
。
そ

の
損
害
軽
徴
、
遠
慮
す
な
。

＠
長
屋
天
井
燃
え
た
が
最
後

長
い
屋
根
、
長
い
天
井
、
つ
ま
り
学
校
、

病
院
友
ど
の
大
家
屋
、
天
井
裏
に
火
が
狂

っ
た
が
最
後
だ
。
も
し
三
分
の
一
で
も
、

タ
テ
に
残
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
消
防
隊
に

は
頭
を
さ
げ
て
よ
い
。

＠
楽
K

防
げ
よ
成
り
行
き
知
っ
て

火
事
を
知
る
と
と
が
第
一
だ
。
消
え
な

い
も
の
は
燃
や
し
て
し
ま
え
。
く
よ
く
よ

す
る
な
。

＠
向
う
側
え
は
轄
射
延
焼

と
っ
ち
は
筒
先
が
あ
り
、
し
ぶ
き
ゃ
水

蒸
気
が
あ
っ
て
向
う
と
同
距
離
で
も
温
度

も
低
い
が
、
向
う
側
は
忘
れ
が
ち
だ
し
、

接
焔
な
し
の
輔
射
だ
か
ら
気
づ
か
な
い
。

φ
上
見
火
の
た
め
下
見
身
の
た
め

火
事
は
上
か
ら
延
焼
す
る
ロ
下
は
足
元

が
危
い
。
但
し
下
火
に
な
れ
ば
逆
だ
ロ
崩

れ
か
か
る
。

＠
残
る
火
の
も
と
先
づ
消
せ
類
焼

延
焼
防
止
が
先
決
だ
。
火
元
は
自
然
に

あ
と
廻
わ
し
に
な
っ
て
残
る
の
が
常
道
で

あ
る
。

＠
ぐ
ら
つ
き
だ
す
の
は
下
火
に
な
っ
て

ー

「
け
が
は
下
火
に
な
っ
て
か
ら
」
と
云

い
た
い
と
と
ろ
だ
o
全
焼
中
は
ぐ
ら
つ
か

な
い
。

＠
焼
く
も
焼
か
ぬ
も
筒
先
次
第

筒
先
の
位
置
、
向
け
方
、
水
の
力
の
三

・つ
で
き
ま
る
o
と
の
三
つ
の
合
理
的
な
考

え
が
消
防
戦
術
だ
。

＠
賀
け
た
証
拠
は
ポ
シ
プ
の
移
動

ポ
ン
プ
の
水
移
動
か
ら
ホ

1
ス
の
引
き

か
え
ま
で
再
出
発
と
な
っ
て
は
大
変
な
火

事
に
な
っ
て
い
る
筈
だ
口
「
再
戦
の
勝
利

者
」
た
る
た
め
、
大
移
動
の
断
行
に
は
敬

意
を
捧
げ
て
よ
い
。

＠
煙
に
寅
け
な
煙
に
か
け
な

盤
中
で
も
辛
抱
し
て
放
水
せ
よ
。
煙
だ

け
の
火
事
に
は
水
を
か
け
る
な
。
「
火
を

見
守
に
水
を
か
け
る
な
」
と
な
る
o
煙
中

も
滋
煙
中
で
す
ぞ
。

＠
ふ
だ
ん
の
防
禦

・
非
常
の
手
習

手
習
に
「
な
る
」
「
な
ら
ぬ
」
の
両
方

が
省
略
し
て
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
大
火

文
は
異
類
の
火
事
の
手
習
に
な
る
が
、
類

型
を
異
型
に
そ
の
ま
ま
持
っ
て
行
つ
て

は
、
抜
か
り
が
ち
の
飛
火
警
戒
や
、
校
庭

か
ら
の
校
舎
注
水
や
、
風
上
か
ら
の
注
水

に
な
っ
て
大
失
敗
と
な
る
か
ら
、，
手
習
に

な
ら
な
い
。

＠
困
る
は
飛
火
恐
い
は
火
流

飛
火
は
防
禦
隊
を
撹
乱
す
る
。
大
火
の

火
流
に
は
逃
げ
る
外
友
い
。
風
で
水
も
風

上
え
飛
ば
な
い
ロ
防
禦
策
の
大
資
料
で
す

ぞ。＠
延
焼
防
止
は
大
事
な
商
か
ら

延
焼
防
止
が
消
防
戦
の
布
、
「
消
防
戦

に
は
重
点
主
義
」
が
決
定
的
だ
。
風
下
方

面
、
家
屋
隣
接
方
面
、
延
焼
強
大
方
面
、

重
要
建
物
方
面
、
手
諸
問
方
面
の
五
つ
を
気

に
か
け
よ
う
。

＠
手
の
な
い
火
事
に
も
準
備
は
早
く

．

煙
だ
け
と
か
、
油
と
か
、
薬
品
と
か
、

手
段
に
迷
う
火
事
に
も
放
水
準
備
は
ち
ゃ

ん
と
整
え
る
。

＠
足
元
手
元
に
ホ

l
ス
の
余
裕

一
本
ぷ
ん
位
な
余
裕
が
な
い
と
と
に
は

向
う
側
も
消
し
に
行
け
な
い
。

・
＠
再
戦
の
勝
利
最
大
の
高
官
斗

大
移
動
の
聞
に
大
き
友
火
事
に
な
っ
て

い
る
か
ら
再
戦
の
勝
利
に
は
大
奮
斗
を
要

ナ
る
。

＠
気
に
せ
よ
乾
き
普
に
せ
よ
大
風

湿
度
と
風
の
比
較
だ
。
大
火
は
大
風
が

主
因
。

＠
行
く
行
く
分
る
防
禦
の
方
法

出
勤
途
次
ば
つ
と
頭
に
閃
め
く
ぐ
ら
い

に
日
頃
部
内
の
調
査
が
大
切
な
の
だ
。

＠
め
い
め
い
飛
び
つ
き
出
た
と
と
勝
寅

「
場
当
り
消
防
大
け
が
の
因
」
だ
。
確

た
る
し
き
た
り
で
飛
び
つ
く
な
ら
別
だ
。

＠
水
に
困
つ
で
も
火
に
困
る
な

「
火
の
手
よ
り
も
水
の
手
」
で
水
さ
え

あ
れ
ば
勝
賀
が
つ
い
た
も
同
然
。
然
る
に

そ
の
水
に
も
困
り
、
火
事
の
方
の
延
焼
防

止
に
も
因
る
よ
う
で
は
話
に
な
ら
ぬ
。

＠
自
信
で
燃
や
せ
大
虫
小
虫

「
力
に
合
っ
た
防
禦
ぷ
り
」
だ
か
ら
大

の
虫
を
生
か
す
た
め
に
、
力
が
足
ら
な
け

れ
ば
小
の
虫
を
自
信
を
以
て
燃
や
し
て
し

ま
え
。
大
火
で
は
何
百
戸
な
ど
、
大
虫
の

方
が
防
げ
な
い
。
力
に
合
っ
た
何
戸
で
も

の
小
虫
を
救
っ
て
大
虫
は
自
信
を
以
て
燃

や
せ
。

＠
広
い
道
な
ら
廻
わ
る
が
得
だ

出
動
に
も
「
急
が
ば
廻
わ
れ
広
い
道
」

だ
。
交
通
、
水
利
、
行
動
、
そ
の
他
の
得

が
あ
る
。

＠
燃
え
火
も
見
守
に
水
を
か
る
な

目
標
を
火
源
に
治
き
目
を
放
す
窓
口
煙

や
焔
に
か
け
て
も
索
通
り
だ
。
屋
根
や
壁

に
も
は
ね
返
る
o
鹿
だ
け
の
室
内
で
は
水

び
た
し
だ
。
但
し
大
風
中
に
火
の
子
を
消

す
非
常
手
段
な
ら
良
い
。
幅
射
予
防
、
飛

火
予
防
も
良
い
。

＠
攻
め
る
は
守
る
の
接
近
注
水

攻
撃
は
最
大
の
防
禦
だ
o
攻
撃
は
接
近

に
あ
る
。

＠
既
に
丸
焼
け
守
り
を
固
く

全
焼
し
て
い
る
な
ら
、
他
の
類
焼
防
止

を
固
く
せ
よ
ロ
力
が
不
足
な
ら
不
安
で
も
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十
把
一
か
ら
げ
に
未
燃
家
屋
の
方
を
守
り

通
せ
。以

上
は
「
い
ろ
は
」
を
利
用
し
、
消
防

戦
術
の
大
綱
全
部
に
豆
ら
せ
た
つ
も
り
だ

が
、
友
治
色
K

た
「
言
葉
」
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。

い
ろ
は
以
外
の
言
葉

い
ろ
は
以
外
で
も
、
そ
の
説
明
の
中
に

合
あ
て
、
既
に
明
か
に
し
た
言
葉
に
は
次

の
よ
う
な
の
が
る
っ
た
。

＠
風
上
二
分
怒
ら
風
下
八
分

＠
先
着
隊
は
先
づ
消
火
栓
を
と
れ

＠
先
着
隊
は
小
水
で
も
防
げ

＠
後
者
隊
は
共
倒
れ
に
な
ら
な
い
水
利
を

と
れ

＠
再
戦
の
勝
利
者
た
れ

＠
燃
え
そ
う
な
家
に
は
交
互
注
水

＠
小
疑
な
ら
ば
決
行
せ
よ

＠
大
疑
な
ら
ば
考
え
よ

＠
防
禦
の
秘
訣
は
死
角
の
排
除

＠
け
が
は
下
火
に
な
っ
て
か
ら

＠
場
当
り
消
防
大
け
が
の
も
と

＠
火
の
手
よ
り
も
水
の
手

＠
ボ
テ
張
火
事
は
消
防
泣
か
せ

＠
消
防
戦
に
は
重
点
主
義

＠
急
が
ば
廻
わ
れ
広
い
道

＠
天
井
裏
の
火
事
は
天
井
裏
で
消
せ

と
れ
に
続
い
て
、
今
度
は
自
由
友
立
場

か
ら
、
前
の
不
足
ぷ
ん
を
補
う
意
味
で
詑

ペ
て
み
る
。

＠
最
良
法
は
注
水
と
小
破
壊

小
破
援
は
死
角
の
除
去
だ
。
大
火
の
場

合
に
も
乏
し
い
注
水
と
家
を
丸
裸
に
す
る

と
と
で
良
法
に
も
な
る
。

＠
火
事
は
内
、
水
は
外

屋
外
の
軒
、
壁
板
な
ど
の
燃
焼
は
知
れ

て
い
る
o
屋
内
に
造
作
、
貨
財
も
一
杯
、

だ
か
ら
火
事
は
屋
内
に
あ
る
o
噴
き
出
す

火
の
手
は
屋
内
の
も
の
。
突
の
「
火
事
は

屋
内
に
あ
る
も
の
」
「
火
事
は
家
の
中
で

消
す
も
の
」
の
意
味
。

＠
屋
内
の
火
は
屋
内
で
消
せ

「
二
階
の
火
は
二
階
で
消
せ
」
「
天
井

裏
の
火
は
天
井
裏
で
消
せ
」
と
同
様
、
死

角
の
排
除
、
死
面
進
出
を
意
味
す
る
。

＠
消
防
の
誇
h
y
は
水
の
誇
り

水
利
が
い
た
る
所
に
あ
っ
て
至
便
友
ら

ば
、
新
車
多
数
、
人
員
大
勢
よ
り
、
ど
れ

だ
け
防
ぎ
易
い
か
。
「
火
の
手
よ
り
も
水

の
手
」
だ
。

＠
屋
根
の
焼
け
落
ち
消
防
の
助
け

落
ち
た
所
か
ら
噴
焔
し
、
対
流
が
向
き

延
焼
力
も
内
方
え
向
い
、
弱
め
ら
れ
て
防

禦
の
助
け
に
な
る
。
土
日
の
防
禦
方
法
は
屋

根
の
穴
あ
け
に
る
っ
た
。

＠
水
（
災
）
は
下
か
ら
火
（
災
）
は
上
か

pり延
焼
は
軒
先
、
軒
裏
、
島
根
裏
、
天
井

へ
と
上
か
ら
次
k

に
広
が
る
。

＠
変
な
も
の
に
は
二
の
足
踏
め
よ

「
大
疑
な
ら
ば
考
え
よ
」
遅
く
友
つ
で

も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
た
め
損
害
が
大
き

く
放
っ
て
も
考
え
る
の
が
正
攻
法
だ
。

＠
人
の
思
惑
も
消
火
の
う
ち

人
の
思
惑
な
ど
蹴
飛
ば
し
て
も
よ
い

が
、
余
力
が
あ
る
な
ら
住
民
の
不
服
、
希

望
、
心
配
に
も
応
じ
る
の
も
心
の
火
を
消

し
て
や
る
と
い
う
も
の
だ
。

＠
小
火
は
鎮
滅

・
中
火
は
攻
撃

・
大
火
は

防
禦

と
れ
が
大
低
の
「
力
に
合
っ
た
防
禦
ぶ

り
」
だ
。

＠
大
火
は
難
を
避
け
易
に
着
き
抗
に
迎
え

打
て

と
の
易
は
平
素
の
難
よ
り
も
難
だ
o
だ

か
ら
抗
と
一
云
う
防
禦
物
を
利
用
す
る
o
と

れ
で
「
力
に
合
っ
た
防
禦
ぷ
り
」
と
な
る
。

＠
厄
介
な
所
に
先
廻
わ
り

死
面
、
裏
手
、
天
井
裏
、
階
段
、風
下
、

油
、
大
家
屋
等
が
厄
介
だ
。
そ
れ
ら
が
既

に
燃
え
て
、
行
け
な
け
れ
ば
「
厄
介
な
所

を
後
廻
わ
し
」
と
な
り
、「
消
し
易
い
所
を

早
く
消
せ
」
と
な
る
。

＠
見
え
な
い
所
に
有
効
注
水

厄
介
な
所
が
大
低
見
え
な
い
所
だ
。
道

「
見
え
る
所
に
無
効
注

路
、
空
地
な
ど
、

水
」
が
多
い
。

＠
常
形
は
囲
火
、
常
陣
は
向
火

包
囲
戦
が
原
則
、
火
の
方
に
向
っ
て
防

ぐ
の
が
原
則
だ
。
と
れ
を
原
則
に
変
に
応

や
る
o
何
の
基
礎
も
な
く
て
臨
機
応
変
は

な
い
。

＠
丸
焼
火
の
手
は
天
井
か
ら

「
火
は
上
か
ら
」
し
か
も
天
井
板
が
火

つ
け
役
と
な
っ
て
本
格
火
災
と
な
る
。

＠
ふ
と
と
ろ
万
は
待
機
隊

「
放
水
隊
よ
り
応
援
勝
」
に
期
待
す
る

火
事
も
あ
る
o
待
機
隊
は
ど
と
え
も
、
何

に
も
応
じ
得
る
ふ
と
と
ろ
刀
だ
。
無
用
で

遊
び
だ
と
誤
解
す
た
。

＠
逃
げ
道
あ
つ
て
の
勇
気
百
倍

い
く
ら
度
胸
が
あ
り
、
勇
気
が
あ
っ
て

も
、
死
ん
で
ま
で
は
や
れ
ぬ
。
逃
げ
道
が

あ
れ
ば
死
一
歩
手
前
ま
で
頑
張
り
得
る
。

以
上
は
総
論
的
な
句
が
主
で
あ
っ
た

が
、
各
論
的
な
句
を
少
し
掲
げ
て
み
る
。

＠
窓
の
出
入
は
足
元
か
ら

手
元
か
ら
抜
け
で
は
上
体
が
宙
ぶ
ら
り

ん。＠
電
気
に
か
け
て
も
手
に
は
握
る
な

数
万
ボ
ル

ト
で
も
入
米
、
三
千
ボ
ル

ト

の
高
圧
で
も
五
米
の
距
離
で
十
分
だ
。

＠
物
を
落
す
に
は
声
を
か
け
て

下
に
は
誰
か
居
る
o
夜
聞
に
は
特
に
危
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ぃ。＠
手
頃
の
圧
力
で
手
頃
の
消
火

身
動
き
の
で
き
な
い
強
圧
で
は
、
筒
先

員
は
立
往
生
か
持
つ
だ
け
で
精
一
杯
だ
。

＠
持
て
な
い
時
は
押
え
と
め

筒
先
が
強
圧
過
ぎ
て
は
、
逃
げ
る
時
も

危
険
、
だ
か
ら
抱
き
つ
い
て
押
え
と
め
。

後
ろ
に
ス
ポ
リ
と
故
け
・
た
が
る
も
の
だ
。

＠
熱
い
時
に
は
筒
先
を
上
向
け
水
か
ぶ
れ

強
圧
で
は
と
れ
も
で
き
な
い
。

＠
火
事
場
仕
事
は
然
、
い
も
の

特
に
冬
の
と
と
だ
。
衣
服
に
氷
が
張

る
o
熱
い
な
ど
め
っ
た
に
な
い
。
あ
っ
て

も
初
め
だ
け
。

＠
濃
煙
に
は
姿
勢
を
低
く
せ
よ

煙
は
上
に
立
ち
と
め
る
も
の
だ
。
少
し

だ
け
楽
。

＠
ホ
l
ス
の
つ
ぎ
足
し
遠
慮
は
い
ら
な
ぬ

「
遠
慮
」
は
面
倒
臭
が
っ
て
つ
ぎ
足
さ

な
い
で
い
る
の
が
多
い
の
を
皮
肉
っ
た
わ

け
だ
。実

際
に
は
と
の
種
の
、

O
梯
子
は
子
を

踏
め
、

O
屋
恨
の
滑
り
止
め
靴
に
縄
、

O

死
面
進
入
に
は
上
を
放
水
で
二
、
三
回
払

え
、
な
ど
の
具
体
的
な
作
業
方
法
が
一
般

的
に
血
と
な
り
肉
と
な
る
と
思
う
が
、
大

綱
も
亦
利
用
範
囲
は
狭
く
と
も
大
局
的
に

最
も
大
切
な
と
と
で
あ
る
と
思
う
。

最
後
に
普
か
ら
の
処
世
術
の
名
句
警
句

金
言
格
言
を
通
覧
し
、
そ
の
句
を
消
防
用

に
変
化
さ
せ
て
み
よ
う
。
源
句
は
省
略
す

る
が
御
想
像
が
つ
く
と
と
と
思
う
。
良
い

句
な
ら
ば
、
既
述
の
方
面
に
加
え
て
も
良

い
わ
け
で
あ
る
D

直
さ
や
と
も
「
あ
ぷ
蜂

取
ら
や
」
の
よ
う
に
、
な
ん
で
も
応
用
さ
れ

る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
遠
廻
わ
り
の
間

接
に
な
る
口
数
百
の
句
の
中
か
ら
、
そ
の

ま
ま
の
は
「
正
法
に
不
思
議
な
し
」
と
「
後

悔
は
平
日
の
油
断
」
と
「
油
断
大
敵
」
と
ぐ

ら
い
だ
。
「
遠
水
近
火
を
救
わ
や
」
「
火

の
な
い
所
に
煙
は
立
た
ぬ
」
そ
の
他
多
く

火
や
水
に
関
係
し
た
の
も
あ
る
が
防
禦
の

参
考
に
は
な
り
難
い
。
「
遠
水
も
近
火
を

救
う
」
と
云
い
直
し
て
も
始
ま
ら
な
い
気

が
す
る
o
そ
れ
よ
り
も
次
に
詑
ペ
る
の
は

幾
ら
か
参
考
に
な
る
。

＠
見
え
る
火
よ
り
見
え
な
い
火

「
見
え
な
い
所
に
有
効
注
水
」
の
根
源

を
一
示
す
。
「
っ
き
と
む
べ
き
は
死
角
の
死

面
」
の
火
が
と
れ
だ
。
見
え
る
火
は
注
水

で
す
ぐ
消
え
よ
う
。
火
事
の
主
力
と
な
る

火
、
天
井
哀
が
正
に
と
れ
だ
。

＠
腕
を
示
す
は
窮
境
に
あ
り

正
に
大
火
と
九な
ろ
う
か
と
す
る
凄
い
窮

境
に
と
そ
腕
の
見
せ
所
が
あ
る
o
ふ
だ
ん

は
分
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
ん
友
窮
境
で
も
巧

い
者
は
わ
け
な
く
押
え
て
知
ら
ん
顔
を
し

て
い
る
o
拙
い
者
は
ヂ
グ
パ
タ
騒
が
し
く

大
功
が
る
る
よ
う
見
え
、
素
人
自
に
も
花

や
か
で
、
拍
手
カ
ツ
サ
イ
さ
れ
る
o
巧
い

者
は
功
労
も
な
ん
に
も
な
い
。
猫
が
鼠
を

と
る
よ
う
に
キ
ユ
ツ
と
押
え
た
ら
終
る
か

ら
だ
。

＠
死
面
を
射
ん
と
せ
ば
先
づ
死
’角
を
射
よ

＠
延
焼
沙
汰
も
水
次
第

＠
勝
利
を
水
に
か
け
る
よ
り
心
に
か
け
よ

消
防
戦
術
｜
合
理
的
な
考
え
方

i
消

す
、
防
ぐ
理
く
つ
を
知
れ
と
の
意
味
。

＠
と
っ
ち
で
寅
け
た
ら
、
る
っ
ち
で
勝
て

＠
ポ
ン
プ
を
買
う
よ
り
魂
を
買
え

新
車
を
競
争
で
買
う
よ
り
、
火
事
場
度

胸
を
作
れ
と
い
う
。
俺
達
は
消
防
魂
が
あ

る
、
と
叫
ぶ
な
ら
、
学
校
火
事
を
左
右
真

二
つ
に
防
い
で
見
ろ
。
天
井
を
破
っ
て
天

井
裏
に
注
水
す
る
度
胸
が
あ
る
か
。

＠
鎮
火
を
願
う
よ
り
延
焼
を
許
す
な

＠
後
悔
は
平
日
の
油
断
（
油
断
大
敵
）

＠
正
法
に
不
思
議
な
し

正
攻
法
｜
戦
術
｜
合
理
的
友
考
え

l
理

く
つ
に
は
不
思
議
は
な
い
。
あ
た
り
ま
え

の
と
と
で
、
奇
術
で
は
な
い
。
火
事
は
奇

術
で
防
ぐ
と
と
は
で
き
な
い
。
奇
術
に
は

不
思
議
が
あ
る
o
と
の
稿
の
一
行
知
識
は

正
法
を
述
ペ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

怖
い
火
取
虫

本
稿
の
一
行
知
識
を
全
部
、
縦
横
無
尽

に
知
り
つ
く
し
、
駆
使
す
る
か
ら
と
て
、

絶
対
的
に
延
焼
を
許
さ
ぬ
と
云
う
わ
け
に

は
ゆ
か
ぬ
。
奇
術
や
魔
術
で
は
な
い
。
消

防
力
に
は
限
度
が
あ
り
延
焼
力
は
無
限

だ
。
し
か
し
、
合
理
的
に
消
防
力
を
使
用

し
、
そ
の
力
に
応
じ
た
延
焼
力
に
対
抗
し

得
る
と
思
う
o
従
っ
て
対
抗
し
得
る
範
囲

内
の
時
に
、
延
焼
を
局
限
す
る
と
と
も
で

き
よ
う
か
ら
、
大
火
と
友
る
危
険
度
も
減

少
す
る
だ
ろ
う
。

と
の
一
行
知
識
は
、
作
文
と
そ
九
分
九

厘
ま
で
私
の
頭
か
ら
出
た
が
、
意
味
は
私

の
新
案
ば
か
り
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
と

れ
を
知
ら
な
く
と
も
立
派
な
実
行
者
も
あ

る
筈
で
あ
る
口

実
は
そ
の
人
達
の
や
っ
て

い
る
事
を
、
知
ら
な
い
人
達
に
も
広
め
る

た
め
に
、
労
を
と
っ
た
だ
け
の
と
と
で
あ

る
o
そ
と
で
、
私
が
云
い
た
い
の
は
、
何

も
そ
ん
な
理
く
つ
を
知
ら
友
く
た
っ
て
、

火
事
は
消
せ
る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
考
え
る

人
達
に
、
そ
う
し
た
考
え
は
危
険
だ
、
最

後
は
理
く
つ
が
物
を
云
う
と
と
で
あ
る
。

半
焼
さ
せ
て
も
全
焼
さ
せ
て
も
火
事
は
消

え
る
o
火
事
は
二
戸
で
も
三
戸
で
も
十
戸

で
も
鎮
火
す
る
o
十
一
戸
で
も
百
戸
で
も

五
千
戸
で
も
消
え
る
。
注
水
し
て
普
斗
し

さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

今
三
分
の
一
ぐ
ら
い
燃
え
て
い
る
木
造
二

( 21 ) 
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災火電漏

一
、
は

火
災
原
因
の
中
で
漏
電
に
よ
る
も
の
ほ

E
、

一
般
に
誤
っ
て
報
道
さ
れ
て
い

る
も

の
は
・
な
か
ろ
う
o
と
の
漏
電
現
象
に
よ
る

出
火
は
外
見
的
に
み
れ
ば
、
比
較
的
わ
か

b
や
す
い
事
実
で
あ
っ
て
、
電
気
の
専
門

的
知
識
を
強
く
も
っ
て
い
な
く
て
も
理
解

で
き
る
事
項
で
あ
り
、
火
災
原
因
を
調
査

す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
そ
の
原
因
を
調
査

し
や
す
い
部
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
や
、
い
ま
だ
に
電
気
の
専
門

家
は
と
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
多
く
の

場
合
が
み
ら
れ
、
そ
し
て
一
般
の
人
k

は
、
と
れ
は
不
可
抗
力
の
事
実
と
み
て
、

出
火
の
責
を
漏
電
に
き
せ
し

め
よ
う
と
す

し

ヵ＝

き

Jコ

し、

て

1 

る
場
面
を
と
れ
ま
た
多
く
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
先
日
近
所
の
あ
る
主
婦
の
方
が
筆

者
の
家
に
き
て
自
分
の
家
に
は
火
事
の
で

る
よ
う
な
と
と
ろ
は
な
い
が
、
漏
電
だ
け

は
仕
方
が
な
い
。
漏
電
は
恐
ろ
し
い
で
す

ね
と
一
去
っ
て
い
た
が
、
そ
の
実
、
漏
電
と

は
E
の
よ
う
な
事
実
か
皆
目
ご
存
知
な
い

の
で
あ
る
。
多
く
の
人
k

は
電
気
的
事
故

に
よ
る
出
火
を
す
べ
て
漏
電
火
災
と
漠
然

と
み
て
い
る
よ
う
で
、
世
間
一
般
に
は
多

か
れ
少
な
か
れ
と
の
よ
う
た
部
類
の
人
k

が
ま
だ
ま
だ
多
い
よ
う
で
る
る
o
従
っ
て

漏
電
に
よ
る
火
事
が
非
常
に
多
い
と
み
ら

れ
て
い
る
が
、
と
れ
に
は
新
聞
紙
な
ど
の

報
道
の
誤
り
に
よ
る
影
響
も
あ
る
で
あ

’ろ

う
口
と
の
報
道
の
で
ど
と
ろ
と
云
え
ば
、

火
災
現
場
に
於
て
ど
う
も
漏
電
ら
し
い
な

E
と
い
う
声
を
聞
い
て
、
そ
の
ま
ま
種
に

す
る
と
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

O
 

R
ノ

塚

本

孝

と
も
か
く
、
漏
電
現
象
に
よ
る
出
火
は

す
べ
て
不
可
抗
力
の
事
実
と
み
ら
れ
て
い

る
と
と
は
修
正
さ
れ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
と
で
、
と
れ
は
重
要
友
事
項
と
考
え
て

い
る
。
日
常
一
寸
と
し
た
注
意
の
払
い
方

に
よ
っ
て
、
よ
く
防
ぐ
と
と
の
で
き
る
事

実
が
あ
る
の
で
あ
る
o
そ
と
で
い
ま
、
漏

電
に
よ
る
出
火
に
つ
い
て
外
見
的
な
事
項

を
編
集
の
ご
依
頼
に
従
っ
て
現
場
写
真
を

掲
げ
友
が
ら
書
き
つ
づ
っ
て
み
る
と
と
に

す
る
。二

、
漏
電
火
災
は
ど
う
し
て
お
き

る
か

漏
電
に
よ
っ
て
出
火
す
る
の
は
、

一
般

的
に
云
え
ば
、
電
線
が
建
物
に
使
わ
れ
て

い
る
金
属
材
に
ふ
れ
、
と
の
金
属
材
が
地

面
に
ま
で
継
っ
て
い
る
と
、
電
流
が
電
根

か
ら
建
物
の
金
属
材
に
漏
れ
流
れ
、
大
地

に
流
れ
込
む
と
と
に
な
る
o
と
の
流
れ
る

…
階
建
の
学
校
、
県
庁
、
市
役
所
そ
の
他
の

建
物
の
一
棟
で
、
あ
と
の
三
分
の
一
で
も

五
分
の
一
で
も
残
す
と
の
使
命
を
忠
実
に

…
果
す
と
す
れ
ば
、
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
。

鳥
取
の
大
火
や
そ
の
他
の
大
火
の
起
り
初

め
が
、
皆
懸
命
に
努
力
し
た
結
果
が
、
消

…
防
力
以
上
の
延
焼
力
と
な
っ
て
あ
の
結
果

に
な
っ
た
が
、
自
分
の
地
に
出
現
し
た
場

…
合
、
ど
う
云
う
方
法
で
胆
止
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
大
火
と
な
っ
て
ど
と
を
防
ぐ

の
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
地
に
は
理
く
つ
の

い
る
よ
う
な
火
事
は
起
ら
な
い
と
決
あ
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
消
防
力
よ
り
も
弱
い

…
火
事
は
「
小
火
は
鎮
滅
」
そ
の
他
理
く
つ

は
い
ら
な
い
と
一
行
知
識
に
も
書
い
て
あ

る
が
「
と
ち
ら
を
立
て
れ
ば
あ
ち
ら
が
立

た
ぬ
、
あ
ち
ら
を
立
て
れ
ば
と
ち
ら
が
立

た
ぬ
、
両
方
立
て
れ
ば
身
が
立
た
ぬ
」
場

合
に
も
、
何
ん
の
理
く
つ
友
し
に
火
取
虫

が
火
に
突
込
む
よ
う
に
行
く
だ
け
な
の
だ

ろ
う
か。

思
え
ば
、
私
も
消
防
界
に
入
っ
て
二
十

四
年
目
を
迎
え
た
口
そ
の
日
を
記
念
し
て

「
言
葉
」
の
一
行
一
行
を
詳
細
に
述
べ
た

膨
大
な
も
の
を
書
い
て
み
た
。
本
稿
は
、

そ
の
抜
書
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
取
り
あ

え
や
消
防
戦
士
に
送
る
次
第
だ
。

ハ
筆
者
は
大
阪
市
消
防
局
予
防
課
長
）
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途
中
の
金
属
の
接
触
す
る
個
所
か
ら
出
火

す
る
と
い

っ
た
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。従

っ
て
電
線
が
建
物
に
使
わ
れ
て
い
る

金
属
材
に
ふ
れ
る
と
と
を
防
止
で
き
れ

ば
、
漏
電
に
よ
る
火
災
も
防
ぐ
と
と
が
で

き
る
の
で
、
大
変
重
要
な
と
と
と
云
え
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
電
線
に
は
絶
縁
被
覆

が
あ
っ
て
、
普
通
に
は
安
全
で
あ
る
が
、

光
っ
た
金
属
材
に
ふ
れ
て
い
た

b
、
長
い

間
と
す
ら
れ
て
い
る
聞
に
被
覆
が
傷
む
、

ま
た
屋
外
の
電
線
で
は
、
長
い
間
風
雨
に

曝
さ
れ
て
い
る
聞
に
傷
ん
で
く
る
と
と
は

周
知
の
通
b
で
、
と
と

に
漏
電
の
危
険
が

潜
む
と
と
に
な
る
わ
け
で
る
る
。

と
の
電
線
が
金
属
材
に
ふ
れ
て
事
故
を

1 

漏 電 点 向島I26年 ｜昨 小計 ｜計

建
トタY主主屋根〈庇を含む〉 7 7 26 40 

パラペット笠トタγ 〈塀の場合を含む〉 3 2 3 8 
物 トタY張壁〈パラペット壁を含む〉 2 2 2 6 

外 トタγ張窓台受 2 2 66 

周
モルタル塗壁ラス自体 2 3 5 

モルタル塗壁等に打った釘 1 2 3 
部 トタシ張墜に打った釘 1 2 

雨樋〈受金物を含む〉 16 27 

外． 煙突、排気筒 3' 2 8 

周 煙突の支線 1 1 2 

部 日i除金物 1 1' 1 3 

諸 看板（トタγ張〉 3 3 50 

工 支持金物 4 4 

作 屋上水崎 1 1 

物 送水パイプ 1 1 

有刺鉄線〈板塀上〉 1 

サーピスペット蓋 2 

気電
ピソ碍子淑子 3 

電話線碍子ナット
， 

1 エ
話 ネオγ枠とその支線 3 31 

引込線のアース線 1 1 14 

外部周f、J町、
ラヂオのアγテナ線 1 1 

γヤーグル ・アYグル
， 1 1 

査を光灯のターミナル 1 1 

屋外用プラケットの腕金物 1 1 

電線管端〈モルタル壁内〉 3 3 6 
。 〈屋外周プフケ Y ト内〉 1 1 

建 。 〈内灯埋込内〉 1 1 
。 〈タゾプラスイ Yチポヅグス内〉 1 1 2 

// 〈コ Yセγ トポ'Ypス内〉 1 1 
物 // 〈分岐ボヅグス内〉 1 1 

コネグターボックス内〈止めねじ〉 1 1 3~ 

内
電線管端 4 2 5 11 

電線管内 1 1 2 4 

積算電力計 1 1 

部 配電盤内張トタソ 1 1 

パイプペゾダゾ~· cソケグトのピス〉 1 1 

プルポヅグス蓋 1 1 

そ 屋上積載金物 1 1 の 4 
他 壁にたでかけた鉄骨、ガスパイプ 1 2 3 

不 明 確 5 12 

計 45 92 178 

c 23 ) 
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第

第

図

図

ゐ
と
す
個
所
は
な
か
な
か
多
様
で
、
東
京

都
の
最
近
の
＝
五
年
閣
の
分
を
一
示
す
と
第

一
表
の
通
b
で
あ
る
o
と
の
表
に
示
し
た

個
所
名
は
電
親
が
ふ
れ
て
漏
電
出
火
を
な

と
し
た
個
所
の
概
要
で
あ
る
。

写
真
第
一
図
か
ら
第
九
図
ま
で
は
、
そ

の
実
例
の
一
部
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
一
図
は
ト
タ
ン
屋
根
の
け
ら
ば
の
と

と
ろ
で
引
込
線
が
ふ
れ
（
図
中
の
白
で
丸

く
し
る
し
で
あ
る
点
）
そ
の
下
の
経
一の
個

所
か
ら
燃
え
あ
が
っ
て
い
る
。

第
二
図
は
パ
ラ
ペ
ッ

ト
の
頭
端
部
の
ト

タ
ン
に
電
線
が
ふ
れ
て
い
る
の
が
わ
か

る
o
と
の
場
合
は
二
階
の
モ
ル
タ
ル
塗
b

壁
の
裏
面
よ

b
出
火
し
て
い
る
。

第
三
図
は
建
物
の
角
の
窓
下
端
の
両
押

え
の
ト
タ
ン
に
引
込
線
が
ふ
れ
て
い
る
。

そ
の
そ
ば
に
た
っ
て
い
る
日
除
の
支
柱

を
、
そ
の
た
て
る
際
に
引
込
線
を
建
物
の

方
に
治
し
つ
け
た
た
め
、
建
物
の
ト
タ
ン

圃蒙消防本部機定合格
損害保険科寧算定曾認定

初図式水槽ポンプ清火器 初図式二重瓶治火器

初図式泡沫治火器 初図式四堕化消火器

製造元詰初回製作所
本 祉大医市北区紳明町七番地

東支管業所東京都中央区江戸橋三ノー
名古屋出張所名古屋市中区南大湾遜六ノ二

九州出張所緬岡市上洲崎町二十四番地

北海道出張所 ーー札幌市南ー僚商九丁目十一番地
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部
に
電
線
が
ふ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
の
で

る
る
o
と
の
よ
う
に
漏
電
の
直
接
の
動
機

を
つ
く
っ
た
の
は
、
建
築
工
事
や
電
線
の

処
理
の
場
合
の
行
為
に
関
係
あ
る
場
合
が

し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
o
と
の
よ
う
な
場
合

は
勿
論
不
可
抗
力
な
事
実
だ
な
ど
と
云
え

た
も
の
で
は
な
い
。
と
の
よ
う
な
事
例
を

二
、
三
拾
っ
て
み
る
と
、
次
の
通
b
の
も

の
が
る
る
。

ω
建
築
工
事
に
関
わ
る
も
の

ィ
、
隣
家
の
工
事
の
た
め
引
込
線
を
取

り
は
守
し
た
の
が
風
雨
の
た
め
ト
タ

ン
屋
根
に
ふ
れ
た
。

口、

隣
家
の
新
築
工
事
の
た
め
、
足
場

に
一
時
と
り
つ
け
て
な
い
た
引
込
線

を
と
り
は
や
し
た
の
が
、
モ
ル
タ
ル

塗
塀
の
笠
ト
タ
ン
板
に
ふ
れ
た
。

ハ
、
増
築
工
事
の
た
め
引
込
線
を
動
か

し
た
の
が
軒
樋
に
ふ
れ
た
。

－一
、
大
工
が
工
事
の
た
め
、
ト
タ
ン
張

り
壁
に
釘
打
ち
し
て
電
線
に
し
ば
り

つ
け
た
。

例
電
気
工
事
に
関
わ
る
も
の

ィ
、
配
線
の
端
末
の
未
処
理
の
も
の

ロ
、
工
事
上
の
不
良
に
も
と
づ
く
も
の

（
パ
イ
プ
工
事
不
良
の
も
の
o
パ
イ

第

図

プ
引
込
口
附
近
で
電
線
の
ジ
ョ
イ
ン

ト
部
テ
1
プ
巻
の
粗
漏
の
も
の
）

ハ
、
モ
ル
タ
ル
塗
壁
貫
通
部
に
碍
管
を

用
い
な
か
っ
た
。

ニ
、
電
気
工
事
の
際
電
線
被
覆
を
い
た

め
た
。

示
、
パ
イ
プ
ペ
ン
ダ
ン
ト
内
の
ソ
ケ
ツ

ト
の
ピ

ス
が
少
し
出
張
っ
て
い
た
た

め
金
属
部
に
ふ
れ
た
。

ゆ
居
住
者
の
行
為
に
関
わ
る
も
の

イP

、
素

λ
工
事
の
た
め

ロ
、
露
店
用
電
灯
の
コ

l
ド
を
窓
枠
雨

除
け
ト
タ
ン
張
り
に
釘
打
ち
し
て
か

第

四

図

け
た
ロ

ハ
、
店
頭
用
提
灯
へ
の
電
灯
コ

l
ド
を

モ
ル
タ
ル
塗
り
軒
下
に
釘
打
ち
し
て

か
け
た
0

（
第
四
図
）

ェ
、
引
込
線
を
雨
柚
の
受
金
物
に
か
け

て
引
込
ん
だ
0

（
第
五
図
）

ホ
、
ト
タ
ン
張
り
壁
に
ガ
ス
バ
イ
プ

（
十
二
米
の
も
の
）
を
た
で
か
け
た

の
が
引
込
線
に
ふ
れ
た
。

へ
、
排
気
筒
掃
除
の
た
め
、
鉄
製
梯
子

e
を
た
て
か
け
た
の
が
屋
外
線
に
ふ
れ

た。

ト
、
軒
先
に
た
で
か
け
た
鉄
骨
と
鉄
扉

第

五

図

( 25 ) 



が
引
込
線
に
ふ
れ
た
ロ

チ
、
ト
タ
ン
葺
屋
根
？
ト
グ
ン
張

D
壁

の
物
置
の
屋
根
上
に
鉄
屑
類
を
の
せ

た
の
が
引
込
線
に
ふ
れ
た
。

リ
、
煙
突
を
新
に
と
り
つ
け
た
の
が
引

込
線
に
ふ
れ
た
。

ω
居
住
者
の
管
理
不
十
分
と
み
ら
れ
る

も
の

ィ
、
引
込
線
の
支
持
木
が
折
れ
た
た

め
、
引
込
線
が
ト
タ
ン
屋
根
に
ふ
れ

た。
ロ
、
隣
家
で
ピ
ン
碍
子
が
脱
落
し
た
た

め
、
引
込
線
が
庇
の
ト
タ
ン
に
ふ
れ

た。

／
 

ハ
、
長
時
日
不
使
用
の
ま
ま
の
屋
外
プ

ラ
ケ
ッ
ト
が
ぐ
ら
ぐ
ら
し
て
い
た
た

め
、
屋
内
線
を
い
た
め
た
。

＝
、
店
頭
日
除
の
パ
イ
プ
が
引
込
線
に

ふ
れ
た
。

管
理
上
に
関
係
あ
り
と
み
ら
れ
る
事
項

に
ふ
れ
る
と
ーな
る
と
随
分
い
ろ
い
ろ
な
場

合
が
あ
る
が
、
い
ま
一
応
代
表
的
友
事
例

と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
掲
げ
て
み
た
も
の

で
あ
る
。

第
四
図
は
提
灯
を
ひ
っ
か
け
る
の
に
、

コ
l
ド
左
も
っ
て
し
て
、
し
か
も
軒
下
端

の
モ
ル
タ
ル
塗
り
に
釘
打
ち
と
し
た
た

め
、
コ
ー
ド
か
ら
釘

へ、

釘
か
ら
モ
ル
グ

ル
塗
b
の
ラ
ス
に
電
流
が
流
れ
込
み
、
写

真
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
右
側
の
モ
ル
タ

ル
塗
b
壁
か
ら
出
火
し
て
い
る
0

（
第
一

O
図
参
照
）
と
れ
な
ど
明
ら
か
に
釘
打
ち

行
為
と
い
う
と
と
に
基
因
し
、
不
可
抗
力

で
な
い
と
い
う
事
実
の
見
本
で
あ
ろ
う
。

第
五
図
も
無
茶
な
行
為
の
見
本
で
、
正

規
な
方
法
で
は
勿
論
な
く
、
引
込
線
を
図

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
雨
樋
の
受
金
物
に
か

け
て
引
込
ん
i

で
あ
る
o
や
は
り
と
の
個
所

が
漏
電
点
を
な
し
て
い
る
。

第
六
図
は
一
寸
何
ん
で
も
な
い
よ
う
に

見
え
る
が
電
線
と
雨
樋
が
や
は
b
ふ
れ
あ

っ
て
い
る
た
め
に
事
故
を
治
と
し
て
い
る

第

ーノ、

図

第

七

図

の
で
あ
っ
て
あ
き
ら
か
に
工
事
上
の
手
落

ち
が
わ
か
る
口
建
物
の
外
見
は
何
ん
で
も

友
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
外
壁
の
モ
ル
タ

ル
塗
b
が
一
寸
黒
み
が
か
っ
て
い
る
の
は

消
火
の
水
に
濡
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

第
七
図
は
碍
子
に
電
線
を
む
す
び
つ
け

る
バ
イ
ン
ド
線
が
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

余
分
に
た
れ
下
っ
て
い
て
、
そ
の
末
端
が

雨
樋
に
ふ
れ
た
た
め
（
雨
樋
に
白
く
丸
ヒ

る
し
し
た
真
中
に
点
が
み
ら
れ
る
と
と

ろ
）
で
あ
っ
て
、
と
の
よ
う
な
些
細
な
と

と
が
問
題
と
な
b
、
電
気
工
事
の
場
合
の

処
理
の
不
良
か
、
そ
れ
と
も
事
後
に
何
ら

，
か
の
他
の
行
為
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
か

( 26 ) 
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不
明
で
あ
る
が

漏
電
火
災
の
動

機
に
つ
い
て
知

識
が
あ
れ
ば
、

－あら
か
じ
め
処

理
で
き
た
筈
の

も
の
で
あ
る
o

以
上
の
事
実

は
す
べ
て
建
物

の
外
周
部
に
問

題
点
が
あ
り
、

電
線
が
金
属
材

に
ふ
れ
る
と
と

の
危
険
性
さ
え

承
知
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
い
誰
れ
で
も
家
屋
の
周
り
を
検

分
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
事
故
は

防
ぐ
と
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
o
第
一

表
に
て
承
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
か
る
場

合
の
事
実
が
頗
る
多
く
、
と
の
よ
う
な
点

の
注
意
さ
え
行
き
届
け
ば
、
火
災
数
は
半

減
以
下
に
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

第
八
図
は
玄
関
口
の
屋
外
電
灯
用
プ
ラ

ケ
ッ
ト
の
配
線
が
屋
内
よ
り
モ
ル

タ
ル
塗

壁
と
通
じ
て
あ
る
o
と
の
壁
の
貫
通
す
る

個
所
で
、
電
線
が
む
き
だ
し
て
保
護
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
ラ
ス
に
接
触
し
て

事
故
を
ゐ
と
す
と
と
と
な
っ
た
も
の
で
、

と
れ
ば
一
寸
見
廻
り
し
た
だ
け
で
は
発
見 第

九

図

で
き
な
い
o
や
は

b
工
事
上
十
分
な
処
置

の
も
の
で
は
な
い
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

E
J
O
 第

九
図
は
電
線
を
保
護
す
べ
き
役
目
を

も
っ
て
い
る
電
線
管
の
端
部
に
、
と
れ
も

や
は
り
規
定
に
よ
っ
て
設
け
る
と
と
に
な

っ
て
ブ
ツ
シ
ン
グ
（
口
の
と
と
ろ
に
は
め

込
ん
で
あ
る
も
の
）
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

と
の
個
所
で
電
線
の
被
寝
が
い
た
ん
だ
た

め
、
電
線
管
に
漏
電
し
た
の
で
あ
る
。
現

場
調
査
の
際
そ
の
位
置
は
多
少
動
い
て
い

る
が
、
電
線
管
を
取
つ
け
た
柱
の
焼
け
具

合
と
を
比
較
さ
れ
た
い
。
図
に
見
ら
れ
な

い
と
と
ろ
で
、
実
は
も
っ
と
複
雑
な
焼
け

方
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
o
と
の
場
合
の
よ
う

友
事
例
も
、
素
人
に
は

一
寸
見
掛
め
が
つ
き
か
一

ね
る
も
の
で
、
専
門
家

ハ

に
常
に
電
気
的
検
査
を

～

し
て
も
ら
え
ば
、
発
見

v

で
き
る
筈
の
も
の
で
あ
日

る

。

円

と
も
か
く
、
第
一
表

一

及
び
第
三
表
に
て
承
知
一

さ
れ
る
よ
う
に
、
屋
外

山

関
係
の
電
線
に
約
七
O
H

%
問
題
を
ゐ
と
し
て
沿
い

り
、

一
般
世
間
で
心
配
山

さ
れ
て
い
る
屋
内
関
係
へ

の
電
線
の
場
合
は
少
な

一

ぃ
。
そ
の
少
い
屋
内
配
♂

線
の
約
七
O
%
が
、
と
～

の
電
線
を
保
護
す
べ
き
〉

電
線
管
に
直
接
関
係
を

一

も
っ
て
い
る
と
と
は
一

考
を
要
す
る
事
項
で
あ
・

っ
て
、
電
気
的
検
査
を

し
て
も
ら
う
べ
き

一
要
〈

点
と
考
え
て
よ

い
で
あ

～

ろ
う
0

（
以
下
次
号
）

〈国家消防本部調〉

区瓦1
穣 災 世帯数

年 次 出火件数 一一 ー ー
全焼 ｜半焼

死 者 負傷者 損害額（円〉
林野

昭和23年 17,022 773,239 92,881,325 18,664 3,897 407 2,046! 13, 323, 769, 246 

昭和24年 18,484 918,899 67,658,326 21,597 4,311 425 4,333 -26, 997, 305, 873 

グ 25年 19,243 692,952 98,962,920 16, 694 3,895 423 4,269 21, 812, 185, 399 

グ 26年 21,223 717,752 49,528,355 16,120 4,113 678 6,475 22, 228, 151, 215 

。羽生手 22,075 713,109 183, 148, 578 17,998 3,370 471 7,844 38, 613, 883, 127 

2叫 5山グ 28年 160,015,378 13,853 3,732 499 4,392 24, 255, 832, 601 
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最近六年間全国火災統計



の火災

村

年

b 
I 

米国ー・、、
、ー

キ¥Jc計より見fこ

日本の火災

米
国
防
火
協
会
（

N
F
P
A
l
Z
巳
Z
l

ロ
巴
明
可
。
司
H
O
Z
2
－oロ〉
∞
g
n
U己
Oロ）

の
編
纂
に
な
る
、
一
九
五

O
年
中
に
於
け

る
米
国
火
災
統
計
ぷ
ン
フ
ッ

ト

z
E目的

m
w
H
H
a
匂
町
内
W
F
O回
国
内
山
田
わ
】
釦
目
的
仲
同
ぽ
《

rHmwuoz

が
手
許
に
あ
っ
た
の
で
、
わ
が
国
国
家
消

防
庁
（
現
消
防
本
部
）
で
刊
行
し
て
い
る

同
年
度
の

「
消
防
年
報
」
（
間
和
二
十
五

年
版
〉
と
比
較
し
て
見
た
。

N
F
P
A
の
調
ペ
に
よ
れ
ば
、

一
九
五

0
年
度
の
米
国
に
於
け
る
建
物
火
災
件
数

は
六

O
O、
0
0
0件
で
、
そ
の
損
害
額

は
約
六
九
九
、

0
0
0、
0
0
0弗
（
邦

貨
換
算
二
五
、

一
入
玉
、
六

O
O、
0
0

0
円
）
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
と
の

序

数
字
に
は
、
航
空
機
、
自
動
車
、
船
舶
、

及
び
森
林
等
の
建
物
以
外
の
火
災
は
含
ま

れ
て

い
な
い
。
従
っ
て
と
れ
等
の
全
火
災

を
合
計
す
る
と
、
火
災
件
数
は
二
、
四

O

O
、七

O
O
件
、
損
害
額
は
約
七
七
六
、
四

四

O
、

0
0
0弗
（
二
七
九
、
五
一
入
、

四

0
0、
0
0
0円
）
に
及
ん
で
い
る
。

一
方
、
わ
が
国
に
於
け
る
昭
和
二
十
五

年
中
の
火
災
に
つ
い
て
見
る
と
、
建
物
火

災
件
数
は
二
ハ
、
六
三

O
件、

損
害
額
は

二一

、
二
O
六
、
七
六
一

、

0
0
0円
で

あ
る
o
森
林
火
災
そ
の
他
の
建
物
以
外
の

火
災
を
合
計
し
た
総
件
数
は
一
九
、
二
四

三
件
で
、
総
損
害
額
は
二
一

、
八
二
一
、

一
八
五
、

0
0
0円
に
達
し
て
い
る
。

以
下
両
国
の
火
災
を
と
の
統
計
か
ら
比

較
考
察
し
て
見
ょ
う
。

（一）

火
災
件
数
と
損
害
額

第
一
表
は
米
国
四
八
州
中
、
コ

ネ
ク
チ

カ
ッ

ト
州
以
下
一
八
州
の
火
災
件
数
及
び

損
害
額
に
関
す
る
統
計
表
で
あ
る
が
、
と

の
一
入
州
の
統
計
数
字
に
よ
っ
て
、
大
体

最

O

一一一九
一

日

本

神
奈
川
県

ウ
イ
ス

コ

y
γ

ゾ
州

米

国

米
国
の
火
災
統
計
の
代
表
と
見
て
も
差
支

え
な
い
と
思
う
。
即
ち
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、

シ
カ
ゴ
の
如
き
大
都
市
あ
り
、
叉
、
デ
ト

ロ
イ
ト、

等
の
工
業
都
市
も
あ
り
、
そ
の

他
農
業
都
市
も
含
ま
れ
て

い
る
o
且
つ
、

地
域
的
に
も
概
ね
分
布
さ
れ
て
い
る
。

第
二
表
は
日
本
全
国
の
都
道
府
県
別
に
よ

る
建
物
火
災
の
統
計
表
で
あ
る
。

い
ま
人
口
一

、

0
0
0人
当
り
の

一
年

間
の
火
箆
頻
度
に
つ
い
て
両
国
を
比
較
し

て
み
る
と
左
記
の
通
り
に
な
る
。

即
ち
、
平
均
で
見
れ
ば
米
国
の
火
災
頻

度
は
日
本
の

一
五
倍
強
に
な
っ
て
い
る
。

両
国
間
に
於
け
る
統
計
の
集
計
方
法
に
差

異
が
あ
る
と
し
て
も
、
尚
相
当
の
ひ
ら
き

は
否
め
な
い
。
と
の
事
は
日
本
人
が
米
国

人
に
比
し
遥
か
に
火
の
用
心
に
関
心
を
有

す
る
国
民
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
と

の
よ
う
に
火
災
頻
度
が
少

い
に
拘
ら
や
、
日
本
が
世
界
に
名
高
い
火

災
国
で
あ
る
と
と
は

一
火
災
当
り
の
損
害

額
を
見
る
と
う
な
づ
け
る
。

日

本

一

、
二
七
五
（
千
円
）
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1950年中米国十八州に於ける火災件数並びに損害額

チN 名 i 人〈千β ｜ 加数 ｜ 議長 ｜ 損〈開空襲 1 ＿~韓
ゆ '5 1, 989 o.伺 ｜ 川 8701 刈 7臼Connecticut 

Illinois 8, 68'5 19,151 2. 21 7,596,629 1,498 397 

Iowa 2,613 ・4,267 1. 64 3, 349,115 1,28'5 78'5 

Kansas 1,894 2,723 1. 44 1,998,012 1,055 734 

Louisiana 5,386 2.02 2,641,569 990 490 

6,309 51,039 8. 10 8, 987,165 1,426 176 

Nebraska 1,318 2,052 1. 54 1,651,467 1,253 805 

New Hampshire 593 1, 311 2.22 1,530, 374 2,592 1,161 

North Carolina 4,039 8,458 2.10 4,358,407 1,084 515 

Ohio 7,899 14,054 1. 78 8,783,748 1,112 6,250 

Oklahoma 2,224 6,293 2.83 503,594 227 80 

Oregon 1,512 12,248 8.10 4,282,555 2,826 350 

Rhode Island 780 1,066 1. 37 670,346 861 629 

South Dakota 650 1,211 1.87 1,003,827 1,548 829 

Texas 7,672 5,8'52 0.76 4,405,194 576 753 

Vermont 375 1,248 3. 33 872,696 2,322 699 

West Virginia 1,999 947 0.47 2,892,782 1,447 3,055 

Wisconsin 3,421 29,521 8. 64 5,637,267 1,433 1,910 

よ口』 計 56,646 168,816 2. 97 58,603,224 1,033 347 

〈第1表〉

損害額欄は原表の事を円に換算す註

． 

米
国

三
四
七
（
千
円
）

即
ち
、
一
火
災
当
り

の
平
均
損
害
額
で
は
、

日
本
は
米
国
の
四
倍
に

な
っ
て
い
る
。

更
に
国
民
一
人
当
り
の
損
害
額
を
見
る

と
次
の
如
く
に
な
る。

日
本

二
五
五

（円）

1950年中の米国全州に於ける建物火災出火原因

原 因 ｜件数l 原 因 ｜件 数

煙突，煙道〈不完全叉は過熱〉 29,000 ラzノプオイノレストープ 30,700 

屋根裏スパーグ 18,000 ガ ス 7,800 

暖房〈不完全叉は過熱〉 45,000 グFリー ス，ター Jレ・・・etc 12,500 

層 35,600 15,000 

火気接近 8,700 灯火 31,000 

線火，焔， スパーグ 18,000 ｜ パイフ・熔解 2,700 

取灰，残火 8,600 ｜機械摩擦 2,100 

煙草及びマ ッチ 93,000 ｜；放 火 5,600 

子供火遊び 20,200 雑

電気装置並配線の濫用 53,700 不 明 48,500 

電気動力 20,100 爆 発 8,300 

引火性液体， Fライ グリー ニゾ
14,600 他よりの延焼 15,300 グヘ・・etc

熔接，切断…etc 止c』I 計 600,0001 

c 29) 

（第三表〉



〈第ご表〉 昭和25年中日本に於ける建物火災件数並びに損害額

←ーー

（人（千βi火問｜友会議長｜損（鵠｜噌 ｜鶴 ｜備 考

~11 海道 ｜ 4,2951 1,182 0.28 1.126,792 953 

森城手 I 
324 0.25 268,765 830 

1, 270 0.20 226,442 168 839 
1, 315 0.19 249,961 150 793 
1, 379 0.29 1,503,577 1,149 3， ~~~i 形 1, 254 0.19 198,516 146 

富木馬 乙日
、 268 0.13 388,068 188 1,448 

2, 420 0.21 202,028 99 481 
1, 263 0.17 252,710 163 961 
1, 254 0.16 168,879 60 665 
2, 386 0.18 233,310 109 604 

~ 神芸
葉山出 : 

2,1391 290 0.14 113,975 53 393 
6,277 1,769 o. 28 1,505,733 2唾O 851 

奈 2,487 756 0.39 409,343 165 541' 

。新富 2,460 427 o. 17 421,512 171 987 
1,008 224 o. 22 99,631 99 445 

石福山
957 187 0.19 197,121 205 1,054 
752 132 0.17 103,565 138 785 
811 128 0.16 110,456 136 863 

長l妓
2,060 331 0.16 1,015,500 493 307 
1,544 292 0.19 161,731 105 554 

静愛 知岡
2,471 330 o. 13 5,823,455 2,357 17,647 熱海大火あり
3,390 600 o. 18 279,557 83 466 

滋京
重賀都

1,461 204 0.14 133,978 92 657 
861 118 o. 14 62,677 73 531 

1,832 479 0.26 548,754 300 1,146 

大兵書島 阪庫良山

3,857 1,392 o. 36 679,282 176 488 
3,309 700 o. 21 826,557 250 1,181 
763 118 o. 15 200,228 262 1,697 

歌 982 155 0.16 81,953 84 529 
取 600 138 0.23 159,476 266 I 1,156 

岡広島山 根山島
912 128 o. 14 52,174 57 408 

1,661 322 0.19 102,963 62 320 
2,081 522 0.25 360,483 173 691 

口 1,540 258 o. 17 539,612 359 2,092 
徳 島 878 149 o. 17 89,495 102 601 

愛香高 j媛知ii 
946 135 o. 14 46,141 49 342 

1,521 199 o. 13 139,421 92 701 
873 131 0.15 201,627 231 1,539 

福佐 岡賀
3,529 605 0.17 586,299 166 969 
945 96 0.10 81,565 86 850 

長量熊大
1,645 197 0.12 501,515 305 2,546 
1,827 268 o. 15 233, 784 128 872 
1,253 206 0.16 106,392 85 517 
1,091 105 o. 10 181,248 166 1,726 

~~ 1,804 197 o. 11 230,511 128 1;170 

令 計 83,198 16, 630 o. 19 21,206,762 255 .1,275 

（註〉 人口統計は25年10月1日の国勢調査による。

c 30 ) 



米

国

一

、

O
三
三
（
円
）

と
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
方
が
五

倍
近
く
に
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
国

民
一
人
当
り
の
年
平
均
の
所
得
に
つ
い
て

見
る
と
、
日
本
を
一
と
す
る
と
米
国
は

一

0
・
六
で
あ
り
、
約
一

O
倍
に
な
っ
て
い

る
0

（
一
九
五
二
年
）
従
っ
て
、
と
の
見

地
よ
り
見
れ
ば
、
遥
か
に
日
本
国
民
の
方

が
責
担
が
多
い
わ
け
で
る
る
。

次
に
出
火
原
因
に
つ
い
て
見
る
と
、
前

述
の
一
九
五

O
年
中
に
於
け
る
全
米
の
建

物
火
災
六

0
0、
0
0
0件
の
出
火
原
因

は
、
第
三
表
の
通
ぴ
で
あ
り
、
叉
わ
が
国

の
出
火
原
因
は
、
第
四
表
の
如
く
に
な
っ

て
い
る
D

（
但
し
わ
が
国
の
出
火
原
因
統

計
の
中
に
は
、
建
物
以
外
の
火
災
が
含
ま

れ
て
い
る
。
）
と
の
二
つ
の
表
で
は
、

原
因

の
分
類
が
異
っ
て
い
る
の
で
、
比
較
対
象

す
る
も
の
に
不
便
で
あ
る
の
で
、
第
五
表

の
如
く
整
理
を
し
て
見
た
。

（一一）

出

火

原

因

昭和25年中日本に於ける出火原因

原 因 ！件数｜｜原 因 l件数
火 鉢 265 電 灯 92 

ヲ｝’ た てコ 820 管室 熱 器 551 
〉｝，． ん ろ 489 

火 ？首 萱 56 815 

乾 燥 場 151 セノレロイ ド 42 

フ イ Jレ ム 50 

か ま ど 1,1071 火 薬 46 

風 呂 場 356 弄 火 1, lljl 

炉
ー

501 

ス ト デ 303 楽 品 106 

取 灰 1,094 機 械 362 

雑 1,656 

焚 1,189 

灯 312 放 火 746 

『マ ')' チ 143 自 然 発 火 197 

煙 草 957 雷 火 120 

煙 突 1,863 不 明 2,221 

汽 車 煤 煙 83 

ガ ス 89 

漏 電 1,347 止ロ』 計 19,243 

第四表

と
う
し
て
見
る
と
、
「
火
気
不
始
末
」

「
煙
車
及
び
マ
ッ
チ
」
の
二
つ
を
除
い
て

は
、
両
者
の
聞
に
は
る
ま
り
差
異
が
認
め

ら
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ζ

の
二
つ
の
出
火
原

因
の
件
数
の
差
異
は
、
日
米
両
国
の
火
災

の
特
質
を
如
実
に
示
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
前
述
の
火
災
頻
度
の
と
と
ろ
で

も
述
べ
た
如
く
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
火

の
用
心
に
強
い
関
心
を
有
し
て
い
る
。
煙

車
の
場
合
で
考
え
て
見
る
と
、
木
と
紙
で

出
来
た
日
本
家
屋
の
中
に
住
居
す
る
日
本

人
は
、
吸
設
を
畳
の
上
に
捨
て
る
よ
う
な

事
は
誰
も
し
な
い
が
、
耐
火
構
造
に
住
み

な
れ
た
人
聞
は
、
床
上
に
無
雑
作
に
吸
殻

出火原因別に見た日米両国の比較

米 国 日 本
原 因

件 ラ4 件 % 

電 気 関 係 91,800 15. 3 1,990 lQ. 4 

t髪 房 関 係 45,000 7.5 1,889 9.8 

火 気 不 始 末 8,600 1.4 2,339 12.2 

煙 草及マ グチ 93,000 15.6 1,100 5.7 

煙 突 29,000 4.8 1,863 9,7 

ガ ス 7,800 1. 3 89 0. 5 

弄 火 20,200 3,4 1,114 5.8 

機 械 2,100 0.3 362 1. 9 

灯 火 31,000 5.2 312 1.6 

そ の 他 202,400’ 33. 7 4,977 25.9 

自 然 発 火 15,000 2.5 197 1. 0 

放 火 5,600 0.9 746 3. 9 

不 明 48,500 8. 1 2,221 11. 6 

c 31 ) 

〈第五表〉



ゃ
、

マ
ッ
チ
を
捨
て
て
し
ま
う
o

と
れ
が

紙
屑
舗
に
入
っ
た
り
、
カ
ー
テ
ン
に
燃

え
移
っ
て
火
災
に
な
る
例
は
屡
k

あ
る
。

一
応
、

「
火
気
不
始
末
」
に
つ
い
て
は
、

細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
な
が
ら
も
、

一

度
消
え
た
と
思
う
、
残
火
が
一
寸
再
燃
し

て
も
、
日
本
の
木
造
家
居
は
容
易
に
延
焼

（%〕

唱

よ

向

4
F
U
Z
U
0
4
E
U
’

n
U『
叫

u
n
u
n
u
n
U
A
U

－

し
始
め
る
が
、
不
燃
構
造
の
多
い
欧
米
で

は
火
災
に
致
ら
な
い
。
尤
も
生
活
文
化
の

程
度
が
両
国
間
に
は
大
分
異
hv
、
燃
料
に

電
気
、
ガ
ス
を
主
と
す
る
米
国
で
は
、
わ

が
国
の
よ
う
に
取
灰
や
残
火
が
出
な
い
と

と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

尚
、
放
火
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら

2.0 

9

3

5

7

－
 

L

Z

a

L

－
 

z
u
－
 

12,000 

11,500 

14,000 

51,500 

i旦4盟

居

ル

宿

ト

宅

？ア

E 住

オて

下

ア

住 64,4 387,000 

10,400 

14,800 

28,800 

－」z1.Q.O

... ~ 

E 店舗

事務所及店舗

料理店

雑店舗

倉庫

1950年中米国全州に於ける用途別建物火災

数〉（件

700 

1,500 

2，卯0

3,100 

1,100 

ム1QQ

物

別〉

7べ．
A 

官 公街

病院

学校

教会

劇場〈合映画館〉

娯 楽場

〈第六表〉

建

途

共

〈用

‘ 句、

わ
が
国
は
米
国
の
約
四
倍
の
数
字
を
示
し

て
い
る
口

（
＝
一
）

用

途

男U

た
も
の
で
あ
る
。
第
七
表
は
、
同
じ
く
日

本
の
統
計
で
る
・る。

と
の
こ
つ
を
比
較
し
て
見
る
と
、
住
居

店
舗
関
係
が
両
者
共
約
七

O
%近
く
を
占

め
て
い
る
o
工
場
火
災
は
日
本
の
方
が
梢

上
廻
っ
て
い
る
。
工
場
火
災
に
つ
い
て
は

業
種
別
に
両
者
を
比
較
し
て
見
た
い
が
、

第
六
表
は
、
米
国
に
於
け
る
建
物
火
災

六

O
O、
0
0
0件
を
用
途
別
に
分
類
し

9,9 

に
u
z
u
z
u
n
4

n4
0
0
唱

よ

円

4
8
a
z
n
v
E

n
u
n
u
n
U
A
U
n
u
n
u
n
u
n
U
A
U
A
U

－
 

59,300 

2,800 

3,100 

2,800 

1,200 

1,100 

4,700 

800 

1,500 

2,500 

斗止盟

lV 工 場

金属 工 場

木工場

製 粉 工 場

荷造場

製 パ y 工 場

織物 工 場

印刷工 場

洗濯工場

洋 服工場

そ の他 5.3 

18. 4 

100.0 

3.8 

4. 6 

0.2 

0.2 

o.7 
0.2 

3.1 

0.4 

0.2 

2.0 

4.1 

0.01 

32,000 

c 32 ) 

109,700 

600,000 

23,000 

28,000 

1,400 

1,600 

4,700 

1,200 

19,000 

2,800 

1,700 

12,000 

25,000 

100 

V その他

納屋

物 、置

貯木，貯炭場

埠 頭

鉄道

油槽所及精製所

ガ レ｛デ

充填場

動力皇室，ポゾプ室

酪農場

雑建物

上屋

計止』
口



残
念
な
が
ら
「
消
防
年
報
」
に
は
小
分
類

の
統
計
が
友
い
の
で
出
来
な
か
っ
た
。

の
特
質
が
は
っ
き
り
出
る
と
思
う
が
、
と

れ
も

N
F
P
A
の
と

の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に

は
集
計
さ
れ
て
い
な
い
の
で
実
施
出
来
・
な

か
っ
た
。

（
筆
者
は
東
京
海
上
火
災
保
険
K
K
技
術
課
員
）

x 

x 

以
上
、
日
米
両
国
間
の
火
災
に
つ
い
て

比
較
し
て
見
る
と
、

統
計
に
表
わ
れ
た
結

果
に
於
い
て
は
あ
ま
り
差
異
が
見
ら
れ
な

い
。
尚
、
焼
失
面
積
に
よ
る
比
較
を
し
て

見
る
と
、
建
物
の
構
造
、
及
び
消
防
力
等

× 

x 

x 

x 

13. 4 

1. 7 

1. 4 

0.9 

0.1 

15.7 

0.5 

0.3 

(%) 

100.0 

65.4 

昭和25年中日本に於ける用途別火災

〈件数〉

327 

172 

129 

263 

3,073 

91 

30 

12,578 

之止：§0

19,243 

街

校

院

会

場

場

店舗及一般住宅

他

百貨店，マーケYト

別〉

工

計

教

〈第七表〉

7、‘~ 

業

の

途

社，

社

〈用

輿

そ

1』
ロ

学

病

寺

会

官

「
防
火
検
査
便
覧
」

日
本
損
害
保
険
協
会
災
害
予
防
部
刊
行
物

(2) 

油
脂
製
造
工
場

「
職
業
危
険
ハ
ン
ド
プ
ツ
ク
」

「
E
ん
な
消
火
器
が
よ
い
か
」

「
自
動
火
災
報
知
装
置
」

「
危
険
薬
品
類
」

「
危
険
薬
品
の
保
管
取
扱
に
関
す
る
注

意
」

「
と
っ
さ
の
防
火
心
得
帖
」

「
防
火
委
員
会
設
立
要
綱
」

「
木
造
学
棟
建
物
の
防
火
診
断
要
領
」

「
映
画
フ
ィ
ル
ム
ぬ
火
災
危
険
と
対
策
」

「
不
燃
都
市
へ
の
捷
路
」

「
都
市
大
火
の
危
険
率
」

「
汽
缶
室
及
び
煙
突
煙
道
等
の
防
火
対

策
」「

乾
燥
装
置
の
防
火
対
策
」

業
態
別
工
場
防
火
資
料

製
粉
工
場

(1) 

(3) 

セ
ル
ロ
イ
ド
加
工
－
R

場

件）

回
刷
工
場

(5) 

自
動
車
整
備
工
場

(6) 

ぺ
＝
ャ
工
場

(7) 

電
球
工
場

(8) 

営
業
倉
庫

(9) 

石
鹸
工
場

( 33 ) 

0.0) 

製
薬
工
場

（叫

菓
子
工
場

。旬

電
線
工
場

(I:ゆ

ア
ル
コ
ー
ル
及
び
合
成
酒
工
場

(14) 

田
制
イ
ン
キ
工
場

同

電
気
通
信
機
工
場

Ml 

製
紙
工
場

なn
塗
料
工
場

。助

ゴ
ム
工
場

ω） 

羊
毛
紡
績
及
び
毛
織
物
工
場



も
と
も
と
、
科
学
と
宗
教
と
は
普
か
ら

西
欧
諸
国
に
於
て
も
血
の
闘
争
が
繰
返
さ

れ
て
き
た
o
そ
し
て
そ
と
で
は
封
建
的
な

文
化
か
ら
近
代
的
な
文
化
へ
の
発
展
が
な

し
遂
げ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
農
業
的
、
手

工
業
的
友
社
会
に
の
み
ふ
さ
わ
し
い
封
建

的
な
政
治
体
制
の
打
破
だ
け
で
事
が
済
ん

で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
世
紀
的
な
神

学
的
な
価
値
体
系
の
脱
却
、
呪
術
や
偶
像

崇
拝
や
権
威
主
義
に
連
友
る
た
よ
そ
非
合

理
的
非
実
証
的
な
思
惟
形
式
か
ら
の
脱
却

換
言
す
れ
ば
科
学
的
精
神
の
確
立
が
絶
大

な
抵
抗
を
排
除
し
な
が
ら
整
え
ら
れ
て
行

っ
た
。
一
方
日
本
で
は
、
明
治
政
府
は
、

封
建
的
な
ア
ン
シ
ャ
ン
、
レ
ジ

ー
ム
復
古

の
打
破
に
つ
い
て
は
敢
闘
的
で
あ
っ
た
が

同
じ
く
反
封
建
闘
争
で
は
あ
っ
て
も
、
そ

れ
が
下
か
ら
の
民
主
的
な
自
覚
に
基
く
行

動
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

き
に
は
忽
ち
に
し
て
反
動
的
な
弾
圧
者
と

変
り
、
表
面
的
な
科
学
技
術
的
友
面
に
於

て
近
代
化
を
リ
ー
ド
し
な
が
ら
、

一
方
に

於
て
と
く
に
政
治
意
識
の
近
代
化
、
自
由

主
義
的
、
民
主
主
義
的
な
諾
傾
向
の
成
長

に
対
し
て
は
板
力
之
を
阻
止
し
よ
う
と
し

た
と
と
は
そ
の
憲
法
に
も
歴
然
た
る
と
と

で
あ
り
、
と
の
二
重
的
性
格
が
日
本
人
に

真
の
科
学
的
精
神
の
確
立
を
不
可
能
な
ら

し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

新
消
防
が
科
学
消
防
で
る
る
と
と
か
ら

数
多
く
の
権
限
が
、
例
え
ば
、
建
築
同
意

権
や
火
災
原
因
調
査
権
や
予
防
消
防
等
の

今
迄
に
全
然
な
か
っ
た
諸
権
限
が
与
え
ら

れ
、
人
足
消
防
が
近
代
的
科
学
消
防
に
生

れ
変
る
ぺ
く
予
定
さ
れ
且
つ
現
実
に
そ
の

胎
動
を
見
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
明

開
化
の
世
界
に
突
然
踏
み
込
ん
だ
野
恋
人

が
な
す
す
べ
を
知
ら
な
い
も
の
の
よ
う

に
、
日
本
の
消
防
は
そ
の
目
前
に
拡
げ
ら

れ
た
新
ら
し
い
局
面
に
自
を
み
は
っ
た
ま

ま
立
往
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

単
に
火
災
原
因
の
一
周
目
を
捉
え
て
み
て

も
如
何
に
多
く
の
困
難
な
科
学
技
術
上
の

問
題
が
山
積
し
て
い
る
と
と
で
あ
ろ
う

か
。
日
本
の
消
防
が
之
等
の
事
実
を
認
識

し
て
か
せ
十
に
か
科
学
技
術
を
脇
へ
ほ
う

り
投
げ
よ
う
と
し
た
や
り
方
は
筆
者
に
は

到
底
納
得
で
き
な
い
。

由
来
封
建
的
社
会
を
批
判
し
啓
蒙
せ
ん

と
す
る
科
学
は
何
時
も
そ
の
濃
厚
な
封
建

的
雰
囲
気
に
阻
止
さ
れ
て
足
踏
み
せ
ざ
る

を
得
友
い
と
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
火
災
は

普
か
ら
今
ま
で
自
然
現
象
で
る
っ
た
し
、

そ
し
て
叉
今
後
も
永
久
に
自
然
現
象
で
あ

る
筈
で
る
る
。
日
本
の
消
防
が
昔
の
警
察

消
防
（
人
足
消
防
）
に
逆
行
す
る
と
と
が
好

ま
し
い
と
い
う
・
な
ら
ば
格
別
、
新
消
防
の

理
念
た
る
自
治
消
防
を
貫
徹
せ
ん
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
科
学
技
術
を
主
体
と
す

る
以
外
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
は

な
い
で
あ
ろ
う
口

回
、
階

級

章

終
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
が
日
本
へ

進
駐
し
て
来
た
時
、
海
軍
の
技
術
科
士
官

の
肩
章
を
も
ぎ
と
ら
れ
た
筆
者
に
と
っ
て

最
も
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
に

彼
等
の
階
紐
章
が
あ
る
o
日
本
で
は
、
技

術
科
と
か
主
計
科
と
か
い
う
よ
う
に
、
階

紐
章
の
両
横
に
色
が
つ
い

て
い
る
も
の
、

例
え
ば
、
技
術
科
な
ら
紫
色
、
主
計
科
な

ら
白
色
、
軍
医
科
な
ら
赤
と
い
っ
た
具
合

に
色
が
つ
い
て
い
る
も
の
、
を
所
謂
「
色

付
き
」
ー
ー
そ
の
言
葉
が
之
等
士
宮
の
聞

か
ら
出
た
も
の
か
或
は
そ
れ
と
反
対
の
立

場
に
あ
っ
た
兵
科
将
校
の
聞
か
ら
出
た
も

の
か
は
知
ら
な
い
が
｜
！
と
称
し
て
軽
蔑

と
ま
で
行
か
な
く
と
も
少
く
と
も
兵
科
将

校
と
は
別
の
待
遇
を
し
て
い
た
ら
し
い
。

事
実
、
技
術
と
か
主
計
と
か
軍
医
と
か
は

将
校
で
は
な
く
し
て
士
宮
で
あ
り
、
同
じ

よ
う
に
中
学
校
の
四
年
か
五
年
で
海
軍
を

志
願
し
て
学
校
に
入
学
し
同
様
に
シ
ボ
ら

れ
で
も
、

一
方
は
機
関
学
校
を
卒
業
し
た

が
た
め
に
海
軍
機
関
大
佐
で
行
き
止
り
で
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る
る
が
、
他
方
は
兵
学
校
を
卒
業
し
た
が

た
め
に
将
来
は
ア
ド
ミ
ラ
ル
の
ポ
ス
ト
を

p
k

も
獲
得
し
得
た
と
（
と
の
区
別
は
後
程
撤

廃
さ
れ
機
関
科
出
身
者
も
同
待
遇
と
な
り

同
時
に
階
級
章
の
色
も
と
ら
れ
、
と
れ
に

代
っ
て
技
術
科
が
で
き
て
そ
れ
が
そ
の
色

を
拝
領
し
た
と
か
い
う
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
実
質
的
に
は
と
ら
れ
る
前
と
変
り
は

友
か
っ
た
と
）
筆
者
の
友
人
が
諮
っ
て
く

れ
た
と
と
が
る
る
。
そ
し
て
叉
と
の
後
者

の
技
術
科
士
官
は
勿
論
兵
の
指
揮
権
は
終

戦
直
前
ま
で
与
え
ら
れ
て
い
友
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

恐
ら
く
生
命
を
的
に
働
ら
く
必
要
の
な

い
よ
う
な
｜
｜
表
面
的
に
は
そ
う
か
も
知

れ
ぬ
が
実
質
的
に
は
そ
う
で
も
な
い
者
も

多
く
居
た
と
と
で
る
ろ
う
が
1
1
1
科
の
士

宮
に
は
そ
の
必
要
を
認
め
る
と
れ
は
不
可

で
あ
っ
た
の
で
る
ろ
う
o
と
れ
は
単
に
往

時
の
軍
隊
だ
け
で
は
な
し
に
、
現
在
の
日

本
消
防
界
や
警
察
界
に
も
そ
の
影
響
が
見

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
の
僻

目
か
も
知
れ
な
い
が
1

1筆
者
は
希
望
す

る
o
そ
れ
が
筆
者
の
錯
誤
で
あ
る
と
と
を

｜
｜
機
関
士
出
身
の
消
防
士
が
筒
先
掛
の

消
防
士
に
比
較
し
て
、
そ
の
進
紐
（
そ
の

他
）
が
遅
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
成
程

機
関
士
は
命
を
的
に
働
ら
く
と
と
が
後
者

に
比
較
し
て
少
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
生
命

を
賭
し
て
働
ら
く
筒
先
掛
の
消
防
士
よ
り

差
別
待
遇
さ
れ
て
も
致
し
方
あ
る
ま
い
と

い
う
と
と
に
な
れ
ば
事
重
大
で
あ
る
o
警

察
関
係
で
も
刑
事
の
過
程
を
経
た
人
が
署

長
に
な
っ
た
り
警
視
と
か
い
う
も
の
に
な

っ
た
り
す
る
機
会
は
余
り
友
い
と
い
う
話

も
筆
者
は
聞
い
た
と
と
が
あ
る
。

さ
て
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
の
階
級
章
を
見

る
と
全
く
変
で
あ
る
。
｜
｜
筆
者
が
主
に

と
と
で
問
題
に
す
る
の
は
尉
官
佐
官
に
相

当
す
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が

i
l例

え
ば
、
米
国
陸
軍
少
尉
（
骨
本
語
で
少
、中
、

大
と
区
別
す
る
と
と
が
す
で
に
変
な
の
か

も
知
れ
な
い
）
は
サ
プ

・
リ
ウ
テ
ナ
ン

ト

（
ωロ
σaFFOEgω
ロ
C
で
、
中
尉
は
リ
ウ

テ
ナ
ン
ト

（口
0
5

0
ロ
自
民
）、
大
尉
は
キ

ヤ
プ
テ
イ
ン
（
わ
旦
】
宮
古
）

で
あ
る
が

｜
｜
岩
崎
良
三
著
「
現
代
ア
メ
リ
カ
英
語

の
研
究
」
に
よ
る
｜
｜
少
尉
の
階
級
章
は

長
方
形
の
金
色
の
金
属
板
で
あ
り
、
中
尉

は
銀
色
の
問
ヒ
も
の
が
一
個
、
大
尉
は
閉

じ
も
の
が
二
個
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で

金
が
銀
の
上
に
あ
る
と
と
は
金
が
銀
よ
り

少
い
と
と
ろ
か
ら
貴
重
な
も
の
と
し
て
尊

ば
れ
る
所
か
ら
招
来
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
米
国
と
て
も
全
く
同
じ
で
あ
る
の
に

金
と
銀
が
吾
A

の
中
尉
は
大
尉
よ
り
偉
い

と
す
る
之
は
逆
で
あ
る
o
更
に
佐
官
に
な

る
と
尉
官
の
そ
れ
と
は
全
く
似
も
つ
か
な

い
変
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
o
叉
右
の
語

か
ら
解
釈
す
る
と
、
少
尉
は
中
尉
の
「
下

位
に
あ
る
」

35σ
と
は
「
ー
ー
よ
り
下
位

の
」
の
意
）
と
と
ろ
か
ら
、
五
口
国
の
少
尉

に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
吾－
R

が

通
常
、
中
尉
は
少
尉
よ
り
も
、
大
尉
は
中

尉
よ
り
も
偉
い
と
い
う
観
念
か
ら
之
等
の
・

と
と
を
解
釈
す
る
と
と
は
大
き
な
誤
を
費

す
も
の
と
思
う
o
何
故
な
ら
ば
、
日
本
で

は
、
二
等
兵
か
ら
大
将
ま
で

l
l消
防
な

ら
消
防
士
か
ら
消
防
総
監
ま
で
｜
｜
星
と

金
筋
の
数
で
そ
の
階
級
が
定
め
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
、
米
国
の
よ
う
に
、
兵
隊
は
兵

隊
で
腕
の
山
形
の
棋
の
数
、
尉
官
は
尉
官

で
そ
れ
と
は
全
く
異
っ
た
し
る
し
の
も

の
、
佐
官
は
佐
官
で
そ
れ
と
は
遣
っ
た
も

の
、
将
官
は
将
官
で
星
の
数
の
多
少
に
よ

り
区
別
し
、
そ
の
階
級
毎
に
は
（
兵
な
ら

兵
、
尉
官
な
ら
尉
官
、
：
：：
で
）
或
し
る

し
の
多
少
又
は
色
別
、
標
識
別
、
星
数
別
’

で
異
っ
て
い
る
の
と
は
趣
を
異
に
す
る
か

ら
で
あ
る
o
勿
論
と
と
で
前
述
し
た
よ
う

に
米
国
の
階
級
を
吾
国
の
旧
来
の
も
の
に

（少
、
中
、
大
に
）
区
別
し
た
と
と
に
考

慮
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
を

考
え
併
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
不

幸
に
し
て
米
国
消
防
界
の
階
級
を
詳
か
に

す
る
と
と
を
得
な
い
が
、
ー

l
何
れ
何
か

の
機
会
に
研
究
し
よ
う
と
は
思
っ
て
い
る

が
、
｜
｜
之
等
の
事
か
ら
推
察
し
て
み
る

と
、
米
国
で
は
、
吾
国
で
一
等
兵
は
二
等

兵
よ
り
も
大
尉
は
中
尉
よ
り
も
偉
く
、
上

官
は
下
官
を
殆
ど
大
抵
の
場
合
に
拘
束
を

惑
に
す
る
と
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な

封
建
的
な
考
え
方
と
は
全
然
別
個
の
、
そ

の
階
級
の
一
不
ナ
責
任
を
標
示
す
る
た
め
の

標
識
に
す
ぎ
な
い
と
観
念
す
る
所
か
ら
来

て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る

の
で
る
る
ロ
尤
も
、
民
主
点
義
の
声
の
も

と
に
旧
軍
隊
が
犯
し
た
で
あ
ろ
う
都
合
の

良
い
「
朕
の
命
令
」
は
友
く
な
っ
た
で
あ

ろ
う
に
し
て
も
、
消
防
士
か
ら
消
防
総
監

ま
で
の
階
級
章
が
同
一
歩
調
で
認
識
さ
れ

る
と
な
る
と
、
封
建
色
の
濃
厚
た
日
本
消

防
界
で
、
旧
来
の
観
念
の
下
に
、
ナ
べ
て

の
事
が
雪
印
の
数
、
金
筋
の
数
で
規
律
し

去
ら
れ
る
と
い
う
危
険
が
包
蔵
さ
れ
て
い

な
い
と
も
限
ら
な
い
と
と
を
筆
者
は
犯
憂

す
る
も
の
で
あ
る
。
叉
話
は
前
後
す
る

が
、
米
国
で
一
民
間
人
が
い
き
な
り
大
尉

の
階
級
＆
与
え
ら
れ
た
り
大
佐
の
ポ
ス
ト

に
座
っ
た
り
す
る
と
と
が
筆
者
の
自
に
入

り
耳
に
き
か
れ
た
と
と
が
る
る
が
、
そ
れ

も
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
た
と
と
の
一
つ
で
あ

る
が
と
れ
は
吾
国
流
に
、
大
尉
に
な
る
た

め
に
は
中
尉
の
過
程
を
経
4

な
け
れ
ば
な
ら

や
、
若
干
米
固
に
似
た
と
と
に
昔
の
大
学

校
を
卒
業
し
た
者
が
い
き
な
り
軍
医
な
り
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技
術
科
士
宮
の
中
尉
に
任
官
し
た
と
と
が

あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
若
干
の
兵
隊
の

生
活
を
送
る
と
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
そ
の
階
級
に
な
る
た
め
に
一

定
の
コ
l
ス
を
必
要
と
し
た
と
と
は
、
封

建
社
会
に
濃
厚
な
権
威
主
義
支
配
下
に
軍

人
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
持
つ
た
め
の
教

育
と
は
い
う
も
の
の
、
米
国
の
よ
う
に
そ

の
階
級
が
標
示
す
る
責
任
を
持
つ
と
い
う

の
と
は
相
当
の
隔
り
が
あ
る
と
と
を
免
れ

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ロ

階
級
と
か
階
級
章
に
関
連
し
て
面
白
い

二
三
の
事
例
が
あ
る
。

過
年
、
筆
者
の
県
で
県
下
市
町
村
消
防

職
団
員
を
教
育
す
る
場
合
の
服
装
が
問
題

に
な
っ
た
と
と
が
あ
る
。

ま
だ
国
消
の
基
準
も
な
か
っ
た
と
と
で

も
あ
る
の
を
、
色
K

と
論
議
が
交
さ
れ
た

挙
旬
、
服
装
は
消
防
吏
員
の
そ
れ
で
間
に

合
っ
た
が
さ
て
階
級
章
を
附
け
る
段
に
な

っ
て
議
論
が
百
出
し
た
。
教
え
ら
れ
る
吏

員
の
徽
章
よ
り
も
余
り
低
い
の
で
は
い
け

な
い
、
と
い
っ
て
余
り
エ
ラ
イ
の
で
も
い

か
ぬ
し
、
叉
そ
の
人
達
が
警
察
の
消
防
に

従
事
し
た
と
と
が
あ
る
人
な
ら
基
準
を
定

め
る
の
に
都
合
が
よ
’い
が
、
全
く
経
験
の

な
い
｜
｜
筆
者
も
そ
の
中
の
一

人
で
あ
る

が

l
l者
で
は
定
め
る
基
準
が
な
い
の

で
、
一

一層
の
と
と
一
率
に
し
て
し
ま
え
と

い
っ
て
吏
員
の
階
級
に
な
い
一
つ
の
徽
章

を
出
し
た
。
所
が
消
防
署
で
二
十
年
位
勤

め
た
人
の
そ
れ
よ
り
も
所
謂
エ
ラ
ク
（
金

筋
や
雪
田
が
多
い
）
な
っ
て
了
っ
た
の

で
、
そ
の
よ
う
な
人
達
に
僻
ま
れ
た
り
皮

肉
を
言
わ
れ
た
り
し
て
合
う
人
毎
に
一

k

断
わ
り
を
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
に
な

っ
て
了
っ
た
。
と
れ
等
も
階
級
章
で
そ
の

人
の
地
位
と
か
果
て
は
人
格
に
類
す
る
も

の
ま
で
連
想
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
日
本
人

の
顕
が
な
っ
て
了
っ
て
い
る
か
ら
で
、
そ

う
い
う
徽
章
を
附
け
た
人
が
県
消
防
課
員

で
る
る
と
い
う
よ
う
に
割
切
っ
て
了
え
ば

別
に
問
題
は
な
い
筈
で
、
筆
者
を
し
て
極

言
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
階
級
章
を
附

け
た
人
で
な
け
れ
ば
教
授
す
る
時
に
気
分

が
出
た
い
と
か
教
え
ら
れ
る
気
が
し
な
い

と
い
う
気
持
と
そ
が
変
な
の
で
あ
っ
て
、

更
に
そ
れ
が
そ
の
責
任
に
あ
る
人
の
標
識

で
あ
る
と
す
れ
ば
別
に
ヒ
ガ
ん
だ
り
皮
肉

を
言
っ
た
り
す
る
と
と
は
な
く
な
る
筈
で

あ
る
。
階
級
章
が
或
階
級
・を
標
示
す
る
も

の
で
あ
る
以
上
何
ら
か
の
し
る
し
を
必
要

と
す
る
が
、
そ
れ
が
一
率
に
雪
田
と
金
筋

の
数
で
解
決
す
る
所
に
、
吾
K

日
本
人
の

封
建
的
思
考
が
拍
車
を
か
け
て
や
や
と
し

い
も
の
と
な
る
の
で
は
友
か
ろ
う
か
。

町
村
長
が
消
防
を
視
閲
す
る
に
し
て
も

必
ら
や
金
筋
の
多
く
入
っ
た
階
級
章
を
つ

け
て
高
い
壇
の
上
に
上
り
、
金
筋
の
入
っ

た
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
右
手
を
挙
げ
て
敬
礼

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
社
会
で
は

ハ
も
っ
と
も
、消
防
長
と
い
う
徽
章
は
責
任

を
重
視
し
て
表
示
す
る
も
の
で
ろ
う
が
、

そ
う
い
う
と
と
は
問
題
と
さ
れ
に
く
い

J

必
十
と
の
問
題
が
起
る
で
あ
ろ
う
し
、
十

万
の
都
市
の
消
防
団
長
が
二
千
の
村
の
消

防
団
長
の
徽
章
と
同
一
で
は
気
に
喰
わ
な

い
と
か
発
言
権
が
同
一
で
あ
る
と
と
は
怪
・喧

し
か
ら
ぬ
と
い
う
と
と
に
な
ろ
う
し
、
同

ヒ
金
筋
三
本
に
雪
印
一
個
で
も
大
都
市
の

方
が
小
都
市
の
そ
れ
よ
り
も
エ
ラ
ク
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
た
い
で
る
ろ
う
し
、
警
察

か
ら
消
防
に
移
る
と
き
に
は
警
部
補
は
消

防
司
令
補
以
上
で
な
け
れ
ば
嫌
だ
と
駄
k

を
と
ね
る
と
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
で
る
ろ
う
。

近
代
機
械
文
明
は
極
端
に
そ
れ
を
分
業

的
に
司
隼
す
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
の
進
歩

の
度
を
高
め
て
来
た
。
そ
れ
は
分
業
の
夫

k

の
職
域
に
沿
い
て
責
任
を
絶
対
化
す
る

所
に
一
大
原
因
が
あ
っ
た
と
い
う
と
と
は

明
ら
か
な
と
と
で
、
と
の
機
械
文
明
の
背

後
に
脈
k

と
し
て
波
打
っ
て
い
る
科
学
的

精
神
は
、
す
べ
て
在
と
の
責
任
に
帰
結
さ

せ
、
米
国
に
於
け
る
階
級
即
責
任
な
る
観

念
を
植
え
付
け
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
終

戦
後
の
人
事
院
が
、
す
べ
て
の
職
務
を
そ

－
の
有
す
る
責
任
の
重
大
性
を
分
類
す
る
と

と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
職
階
制
を
要
求
し

た
と
と
も
と
の
科
学
的
精
神
の
発
露
で
あ

り
、
前
歴
が
国
務
大
臣
で
あ
ろ
う
と
警
察

長
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
ポ
ス

ト
に
つ
け
ば

日
本
で
除
左
遷
で
あ
り
降
職
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
よ
ラ
な
も
の
で
あ
っ

て
も
そ
の

職
階
以
上
の
俸
給
職
務
を
与
え
る
と
と
は

で
き
な
い
と
い
う
事
を
帰
結
し
よ
う
o
自

己
が
責
任
あ
る
職
階
に
あ
れ
ば
、
徒
ら
な

指
揮
命
令
の
濫
用
を
阻
止
し
て
、
単
な
る

階
級
章
の
中
に
あ
る
金
筋
と
雪
印
の
多
少

に
よ
っ
て
、
上
官
の
使
用
す
る
自
転
車
を

磨
い
た
り
｜
｜
所
謂

「
ゴ
マ
を
磨
る
」
と

い
う
場
合
を
除
く
と
同
時
に
、
公
私
混
清

の
問
題
を
排
除
し
た
意
味
で
ー
ー
す
る
必

要
も
友
く
、
叉
そ
れ
が
職
務
の
中
に
あ
れ

ば
金
筋
が
何
本
入
っ
て
い
よ
う
と
も
別
に

之
を
噺
笑
し
た
り
軽
蔵
し
た
り
さ
れ
る
と

と
は
な
く
、
返
っ
て
之
を
侮
蔑
す
る
者
と

そ
排
斥
さ
れ
る
と
と
と
友
ら
な
け
れ
ば
な

ら
友
く
た
る
で
も
む
ろ
う
。

筆
者
は
如
上
の
意
味
か
ら
、
或
は
気
狂

い
ヒ
み
て
い
る
と
笑
わ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
消
防
士
の
階
級
章
を
す
っ
ぽ
り
と

と
っ
て
了
っ
て
、
丸
と
か
三
角
と
か
四
角

の
徽
掌
に
し
J

赤
と
か
黒
と
か
白
で
消
防

士
を
、
司
令
補
を
標
示
す
る
｜
｜
責
任
を

標
示
す
る
標
識
と
し
て
｜
｜
琉
具
の
消
防

隊
を
作
っ
て
み
た
い
。

ハ
筆
者
は
石
川
県
消
防
課
勤
務
〉

( 36 ) 



羊毛紡績及び毛

織物工場の

火災危険三対策

戸一一一一

修

主~ノ、

要

概

繊
維
は
一
般
に
高

度
の
可
燃
物
で
る
る

が
、
繊
維
工
場
で
は

之
を
多
量
に
取
扱
う

ば
か
り
で
な
く
、
作

業
中
に
粉
塵
状
態
の

繊
維
屑
（
毛
羽
）
が

多
量
に
発
生
し
、
と

れ
が
極
め
て
引
火
し

易
い
の
で
火
災
の
危

険
は
非
常
に
大
き

い。羊
毛
は
綿
花
や
ス

－
フ
（
ス
テ
l
プ
ル

・
フ
ァ
イ
バ

ー
）
、
人

絹
ほ
ど
に
は
燃
焼
性
が
強
く
な
い
の
で
、

一
般
的
に
は
羊
毛
紡
績
は
、
綿
紡
績
や
ス

・
フ
紛
績
に
比
べ
て
危
険
が
低
い
と
考
え

ら
れ
る
が
、
日
本
で
は
原
料
事
情
か
ら
、

羊
毛
結
績
と
い
っ
て
も
二
割
乃
至
八
割
の

ス
・
フ
混
紡
が
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
の

で
、
火
災
危
険
は
相
当
高
い
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
然
し
一
方
に
は
羊
毛
工
場

で
は
あ
ま
り
空
気
が
乾
燥
し
て
い
る
と
繊

維
が
切
れ
た
り
静
電
気
が
発
生
し
て
、
作

業
に
支
障
が
あ
る
の
で
、
作
業
上
の
必
要

か
ら
、
室
内
の
空
気
湿
度
を
六

O
M
l入

O
%位
に
調
節
し
て
あ
る
場
合
が
多
い
の

で、

極
め
て
乾
燥
し
た
状
態
に
比
べ
れ
ば

比
較
的
安
全
で
る
る
と
も
考
え
ら
れ
る
口

羊
毛
作
業
に
は
杭
毛
作
業
と
紡
毛
作
業

と
あ
る
が
、
原
料
か
ら
一
玄
つ
で
も
、
作
業

か
ら
云
っ
て
も
、

一
般
に
紡
毛
の
方
が
危

険
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
紡
毛

・

は
原
料
が
比
較
的
短
繊
維
で
、
毛
羽
の
発

生
が
多
い
と
と
、
異
物
混
入
の
危
険
が
多

い
と
と
、
ス
・
フ
其
他
の
混
紡
さ
れ
る
場

合
が
多
い
と
と
、
反
毛
作
業
、
化
炭
作
業

起
毛
作
業
な
ど
の
よ
う
な
危
険
作
業
が
行

わ
れ
る
と
と
等
の
た
め
で
あ
る
。

繊
維
工
場
で
は
一

般
に
女
子
工
員
が
多

く
、
ま
た
恩
夜
連
続
作
業
の
行
わ
れ
る
場

合
が
多
く
、
従
っ
て
構
内
に
工
員
寄
宿
舎

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
も
、

火
災
危
険
の
上
か
ら
は
不
利
な
要
素
で
あ

る。
前
記
の
よ
う
な
繊
維
粉
塵
、
毛
羽
等
に

対
す
る
一
般
的
友
対
策
と
し
て
は
、

次
の

様
な
事
項
が
考
え
ら
れ
る
。

（
イ
）
毛
羽
、
粉
塵
の
頻
繁
な
清
掃
除
去
。

（
ロ
）
毛
羽
、
粉
塵
を
発
生
す
る
機
械
に

集
慶
装
置
を
つ
け
て
、
そ
の
局
部
で

除
去
す
る
と
と
。

（
ハ
）
排
風
機
を
備
え
て
、
室
内
の
換
気

を
よ
く
す
る
と
と
。

（
一一）

ス
イ
ッ
チ
、
モ
ー
タ
ー
其
他
の
電

気
設
備
は
防
塵
型
の
も
の
と
す
る
と

と。

( 37 ) 

（ホ）

電
球
が
破
れ
な
い
よ
う
に
保
護

し
、
裸
電
球
を
禁
じ
る
と
と
。

（
へ
）
機
械
の
摩
擦
、
ベ
ル
ト
の
ス
リ
ッ

．

プ
、
軸
受
の
過
熱
等
を
防
止
す
る
と

と
0

・

（
ト
）
露
出
し
た
婚
や
裸
火
、
火
花
等
を

禁
や
る
と
と。

（
チ
）
静
電
気
に
対
し
て
機
械
や
装
置
を

接
地
す
る
と
と
。



温反

毛
毛

作

2 室業

紡
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程
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温
毛
室
（
原
毛
を
ほ
ぐ
し
易
く
す
る
た
め
に
ス
チ
ー
ム
で

温
め
る
室
）
は
、
乾
燥
隻
に
似
た
状
態
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
温
度
管
理
を
厳
重
に
す
る
と
共
に
、
設
の
子
の
下
の
ス

チ
ー
ム
パ
イ
プ
の
廻
り
の
清
掃
を
頻
繁
に
行
っ
て
、
毛
羽

や
塵
挨
の
堆
積
を
無
く
す
る
と
と
。

反
毛
作
業
の
割
紙
機
（
ラ
グ
マ
シ
ン
）
、
反
精
機
（
ガ
ー
ネ

ッ
ト
）
、除
塵
機
（
ラ
グ
シ
ェ

ー
カ
ー
）

等
で
は
、
原
料
に

混
じ
て
い
る
異
物
（
釘
、
針
、
ボ
タ
ン
な
ど
の
金
物
類
、

そ
の
他
）
に
よ
っ
て
摩
擦
火
花
を
生
ヒ
、
反
毛
に
着
火
し

て
発
火
す
る
と
と
が
あ
る
。
ま
た
機
械
の
摩
擦
や
、
ス
フ

と
化
織
の
摩
擦
な
H

と
に
よ
っ
て
発
火
す
る
と
と
も
あ
る
。

従
っ
て
と
れ
ら
金
物
や
異
物
の
類
の
除
去
を
厳
重
に
行
う

と
共
に
、
機
械
の
注
油
を
怠
ら
ぬ
と
と
口
火
気
や
電
気
火

花
が
禁
物
で
あ
る
の
は
一
玄
う
ま
で
も
友
い
。

従
っ
て
近
く
に
充
分
な
消
火
用
水
を
準
備
し
て
置
き
、
急

速
に
使
用
出
来
る
よ
う
工
夫
と
訓
練
が
大
切
で
あ
る
o
ま

た
各
機
械
に
は
鉄
製
の
固
い
を
設
け
、
そ
の
内
部
に
手
動

式
注
水
消
火
装
置
（
ド
レ
ン
チ
ヤ
l
）
を
設
け
る
の
が
よ
い

反
毛
室
で
は
毛
羽
が
多
量
に
発
生
す
る
か
ら
集
塵
装
置
を

設
け
て
之
を
排
出
し
、
又
は
頻
繁
に
清
掃
除
去
し
、
機
械

の
上
や
下
、
床
面
、
梁
上
、
小
屋
組
、
パ
イ
プ
類
の
上
等

に
堆
積
し
た
ま
ま
放
置
し
な
い
と
と。

原
料
や
中
間
製
品

も
可
燃
性
が
強
い
の
で
、
室
内
へ
置
く
量
を
最
小
限
に
す

る
と
と
。

反
毛
作
業
室
及
び
反
毛
貯
蔵
所
は
此
の
様
に
危
険
な
の
で

建
物
は
成
る
ぺ
く
耐
火
構
造
叉
は
不
燃
構
造
の
別
棟
と
し

2 3 4 5 

製
造
工
程

の
概
要

紡

工

程
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出
来
る
な
ら
ば
自
動
式
叉
は
手
動
式
の
撒
水
消
火
装
置
を

設
け、

一
周
は
防
火
戸
と
し
、
反
毛
を
送
る
風
道
は
防
火
遮

断
し
得
る
よ
う
に
す
る
と
と
。
電
気
設
備
は
防
塵
型
と
す

る
と
と
。
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毛糸

作作作作

業油業室業業

6 

化
炭
乾
燥
機
其
他
の
乾
燥
機
や
熱
処
理
機
の
温
度
管
理
を

厳
重
に
し
て
、
過
熱
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
ナ
る
と
と
。

化
炭
乾
燥
機
の
内
部
に
は
手
動
式
注
水
消
火
装
置
を
設
け

た
方
が
よ
い
。

直
火
で
化
炭
す
る
の
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
か
ら
止
め
る

と
と
。

羊
毛
に
注
加
す
る
油
は
、
現
在
で
は
不
燃
性
の
乳
化
剤
を

用
い
る
と
と
が
多
い
が
、
植
物
油
を
用
い
、
又
は
植
物
油

を
含
ん
だ
も
の
を
用
い
る
と
と
も
る
り
、
そ
の
場
合
は
発

熱
の
恐
れ
が
あ
る
o
そ
れ
で
な
く
て
も
羊
毛
は
水
に
濡
れ

る
と
発
熱
す
る
傾
向
が
あ
り
、

注
油
し
た
も
の
を
長
時
間

多
量
に
堆
積
し
て
置
く
と
、
自
然
発
熱
又
は
発
火
の
恐
れ

が
あ
る
。

洗
毛
、
乾
燥
等
が
度
K

行
わ
れ
る
が
、
乾
毛
作
業
は
化
炭

乾
燥
や
温
毛
と
同
様
友
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
ス

・

フ
を
取
扱
う
場
合
は
危
険
が
大
き
い
。

乾
燥
機
内
の
毛
羽
の
堆
積
を
頻
繁
に
清
掃
除
去
す
る
と
と

調
合
室
で
は
堆
積
し
た
羊
毛
や
ス

・
フ
な
ど
に
着
火
し
た

場
合
に
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
か
ら
、
建
物
は
耐
火
構
造

と
し
た
方
が
よ
い
。
止
む
を
得
な
け
れ
ば
室
内
を
鉄
板
張

り
等
の
防
火
構
造
と
す
る
と
と
。

カ
ー
ド
機
な
ど
は
毛
羽
の
発
生
が
多
く
、
機
械
の
廻
転
が

早
い
の
で
、
混
入
し
た
異
物
や
、
メ
タ
ル
の
摩
擦
な
ど
に

よ
っ
て
発
火
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
特
に
ス

・
フ
原
料
を
使

用
す
る
場
合
は
危
険
が
大
き
い
。

機
械
の
注
油
を
怠
ら
ぬ
と
と
。
異
物
の
混
入
を
防
ぐ
と
と

杢
撚
り
な
ど
で
、
糸
を
蒸
ナ
の
に
石
油
コ
ン
ロ
、
薪
等
の

直
火
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
火
気
管
理
を
厳
重
に
す

る
と
と
o
な
る
べ
く
直
火
を
使
わ
や
、
ス
チ

ー
ム
を
使
用

7 8 9 10 11 12 13 

三十年の俸統に輝

泡消火器機沼沸火剤

く

国家消防本部被定合格

損害保険料寧算定曾認史

10立

10立

20立

10立

10立

50～200立

0銅製顛倒式消火器
O織製顛 倒式消火器

O開底背 負 式 消火 器

O船舶用開底式消火器

0船舶用破鉛顕倒式消火器

O手引用車輪付大型消火器

O 蓮績 泊 殺生器

製

品

御一報カタログ準呈

日本商曾製作所
大阪市東成区深江中ーノ一三
電話東（94)3 2 9 2, 3 2 9 3 
東京都港区芝白金基町二ノ六七
電話大崎 （49) 8 0 1 6 

場ヱ枇本

式
枇

株
曾

東京出張所
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す
る
と
と
。

3 

織

布

工

程

織
布
工
程
で
は
、
細
か
い
工
程
毎
の
特
別
の
危
険
よ
り
は
、
全
般
的
に
次
の
よ
う
な
危

険
が
考
え
ら
れ
る
o
之
等
は
勿
論
紡
績
や
整
理
工
程
に
も
当
て
は
ま
る
。

a

毛
羽
や
繊
維
屑
の
堆
積
（
特
に
ス

・
フ
繊
維
の
毛
羽
）

機
械
の
摩
擦

電
気
の
ス
パ

ー
ク
、

漏
電
等

b c 

紡

毛

力

~· fl'! 

機

d 

タ
パ
コ
其
他
の
火

気
、，
冬
期
の
援
房

機
械
修
理
の
熔
接

作
業
等

e 4 

染
色
整
理
工
程

染
色
整
理
工
程
は
、
上

場
作
業
、
下
場
作
業
の
二

つ
に
大
別
す
る
事
が
出
来

る
。
下
場
作
業
と
は
洗
紙

縮
紙
、
染
色
等
水
を
使
う

と
と
の
多
い
作
業
で
、
従

っ
て
布
が
濡
れ
た
状
態
で

取
扱
わ
れ
る
事
が
多
い
の

で
、
火
災
危
険
は
比
較
的

少
な
い
。
之
に
反
し
て
上

場
作
業
は
仕
上
作
業
で
、

布
は
乾
燥
し
て
居
り
、

起
毛
、
現
毛
等
毛
羽
の
発
生
が
多
く
、
そ
の
上
、
乾
紙
、
艶
出
し
、
プ
レ
ス
等
ス
チ
ー
ム

や
電
気
を
使
う
と
と
が
多
い
の
で
、
下
場
作
業
に
比
ペ
て
火
災
危
険
は
甚
だ
大
き
い
。
と

の
理
由
か
ら
、
上
場
作
業
と
下
場
作
業
と
は
別
棟
に
隔
離
す
る
か
、
又
は
防
火
壁
及
び
防

火
戸
で
遮
断
す
る
の
が
よ
い
。

ガ

ス

焼

作

業

（

毛

焼

作

業

）

14 

と
の
作
業
は
極
め
て
危
険
な
の
で
、
建
物
は
別
棟
と
し
、

構
造
は
耐
火
構
造
、
不
燃
構
造
と
す
る
の
が
よ
く
、
止
む

を
得
な
け
れ
ば
内
部
の
壁
、
天
井
、
床
等
を
防
火
構
造
と

す
る
と
と
o
若
し
他
の
作
業
室
に
接
続
し
て
居
る
場
合
は

防
火
壁
及
び
防
火
戸
で
遮
断
す
る
と
と
。

毛
焼
機
械
を
鉄
板
製
固
い
で
包
む
の
も
よ
い
。

毛
羽
、
塵
挨
等
の
発
生
が
甚
だ
し
い
か
ら
、
排
塵
装
置
を

設
け
る
、と
共
に
、
そ
の
清
掃
除
去
を
励
行
す
る
と
と
。
電

気
設
備
は
防
塵
型
と
す
る
と
と
。

停
電
等
に
よ
っ
て
機
械
が
停
止
す
る
と
危
険
で
あ
る
か
ら

成
る
ペ
く
ガ
ス
自
動
停
止
装
置
を
設
け
た
方
が
よ
い
。
火

口
に
自
動
的
に
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
の
か
か
る
装
置
が
あ
れ
ば

一
層
よ
い
。

電
熱
毛
焼
装
置
の
場
合
は
、
停
電
し
て
も
コ

イ
ル
に
尚
ほ
余
熱
が
か
な
り
残
存
す
る
の
で
．危
険
で
あ

る。

( 4.0) 

15 16 17 

自
家
用
ガ
ス
発
生
の
場
合
は
そ
の
装
置
を
完
全
に
す
る
と

と。

18 

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
の
場
合
は
ガ
ス
発
生
器
の
管
理
、
カ
ー

バ
イ
ド
の
保
管
や
取
扱
を
厳
重
に
す
る
と
と
o
ガ
ソ
リ
ン

を
気
化
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
気
化
装
置
室
の
位
置
、

構
造
や
ガ
ソ
リ
ン
の
保
管
を
完
全
に
ち
る
と
と
。

毛
焼
し
た
布
の
置
場
は
、
耐
火
構
造
又
は
少
く
と
も
内
部

防
火
構
造
と
す
る
と
と
。

毛
焼
し
た
布
は
成
る
ペ
く
堆
積
せ
や
、
直
ち
に
湯
通
し
或



起現

毛
、

電仕

気
毛

プ
上

作
刷
毛
作
業

し，
作

業

は
ス
チ
ー
ム
ボ
ッ
ク
ス
を
通
し
た
方
が
よ
い
。

此
の
作
業
室
も
危
険
な
の
で
、
建
物
の
位
置
構
造
に
つ
い

て
は
、

ガ
ス
焼
作
業
室
と
同
様
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
口

（
水
起
毛
即
ち
ア
ザ
ミ
起
毛
の
場
合
は
、
濡
れ
て
い
る
の

で
比
較
的
安
全
で
あ
る
J

毛
羽
の
発
生
が
甚
だ
し
い
か
ら
、
起
毛
機
K
集
塵
装
置
を

取
付
け
て
屋
外
へ
排
出
す
る
と
共
に
、
室
内
の
毛
羽
の
清

掃
を
励
行
す
る
と
と
。

電
気
設
備
は
防
塵
型
と
す
る
と
と

軸
受
の
過
熱
、
機
械
の
摩
擦
、
特
に
針
金
起
毛
の
場
合
の

針
の
摩
擦
等
に
よ
っ
て
発
火
す
る
と
と
が
あ
る
か
ら
、

ベ

ア
リ
ン
グ
の
注
油
を
怠
ら
ね
と
共
に
、
機
械
の
シ
ャ
フ

ト

等
は
室
外
に
置
い
た
方
が
よ
い
。

辺

起
毛
作
業
と
同
様
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

お

抽
出
毛
屑
の
堆
積
は
、
湿
気
を
含
む
と
自
然
発
熱
す
る
と
と

・
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
置
場
は
安
全
な
位
置
に
不
燃
質
の
材

料
で
造
る
と
と
。

ス
イ
ッ
チ
の
切
り
忘
れ
及
び
停
電
等
の
危
険
が
る
る
の
で

必
十
パ
イ
ロ
ッ
ト
ラ
ン
プ
を
設
け
る
と
と
。

織
物
の
シ
ぎ
を
取
る
た
め
、
ア
ル
コ

ー
ル
、
ベ
ン
ジ
ン
等

を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
保
管
、
取
扱
を
厳
重
に
す
る

と
と
。
成
る
ペ
く
不
燃
性
の

ト
リ
ク
ロ
ル
ヱ
チ
レ
ン
、
四

塩
化
炭
素
等
を
使
用
す
る
の
が
よ
い
。

織
物
に
マ
l
ク
を
回
し
、
又
は
耳
を
直
す
た
め
な
ど
に
、

ア
イ
ロ
ン
を
使
用
す
る
場
合
は
、
ス
イ
ッ
チ
の
切
り
忘
れ

な
ど
の
友
い
様
に
そ
の
管
理
を
厳
重
に
す
る
と
と
。
成
る

べ
く
パ
イ
ロ
ッ

ト
ラ
ン
プ
を
備
え
た
方
が
よ
い
。
ま
た
各

ア
イ
ロ
ン
に
は
番
号
を
附
け
、
終
業
後
は
ア
イ

ロ
ン
を
一

定
場
所
に
集
め
て
集
計
す
る
と
と
。
保
管
籍
は
金
属
製
、

硝
子
張
と
し
、
棚
に
は
板
を
用
い
や
金
網
を
使
用
す
る
と

19 20 21 

ス

24 

業

25 26 

石油‘鉱山化学肥料‘紡績、製1紛火薬I場c
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染火喫

色

作

防
塵
型
電
気
設
備 業5 気煙

27 

と
。
ア
イ
ロ
ン
台
は
不
燃
質
材
料
の
と
と
。

硫
化
染
料
は
熱
が
加
わ
る
と
危
険
で
、
硫
化
染
め
を
乾
燥

中
に
発
火
し
た
例
が
あ
る
o
特
に
ス

・
フ
の
硫
化
染
は
危

険
で
あ
る
。

ハ
イ
ド
ロ
サ
ル
フ
ァ
イ
ト
は
水
を
吸
う
と
危
険
で
あ
る
か

ら
、
危
険
物
倉
庫
に
保
管
の
と
と
。

ス
・
フ
染
色
の
乾
燥
機
の
廻
り
の
毛
羽
の
堆
積
は
危
険
で

あ
る
。
清
掃
除
去
を
よ
く
行
う
と
と
。

染
色
作
業
で
は
、
種
K

の
薬
品
や
水
蒸
気
を
多
量
に
使
用

す
る
の
で
、
電
気
設
備
の
腐
蝕
が
甚
だ
し
く
、
そ
の
た
め

絶
縁
不
良
、
漏
電
、
短
絡
等
の
恐
れ
が
多
い
の
で
、
電
気

設
備
の
点
検
保
守
を
完
全
に
す
る
必
要
が
あ
る
o
配
線
に

ビ
ニ

ー
ル
電
線
を
使
う
と
と
も
考
慮
す
る
と
と
。

28 29 30 火
気
管
理
そ
の
他

31 

繊
維
工
場
で
は
焚
火
、
ロ

l
ソ
ク
、
其
の
他
の
裸
火
や
電

－
気
火
花
、
熔
接
火
活
等
は
最
も
危
険
で
あ
る
か
ら
、
之
等

は
一
般
に
禁
止
す
る
と
共
に
、
止
む
を
得
な
い
も
の
は
特

に
許
可
を
受
け
て
、

「
火
気
使
用
許
可
済
」
の
標
札
を
掲

げ
さ
せ
、
管
理
を
厳
重
に
す
る
と
と
0

（
例
え
ば
火
気
作

業
の
時
は
周
囲
一

O
米
以
内
に
は
可
燃
物
を
置
か
守
、
且

つ
防
火
用
水
パ
ケ
ツ
を
二
、
三
用
意
す
る
と
と
）

作
業
場
内
は
勿
論
、
工
場
構
内
で
も
、
指
定
喫
煙
所
以
外

の
禁
煙
を
励
行
し
、
安
全
な
位
置
に
指
定
喫
煙
所
を
設
け

て
、
水
入
り
灰
皿
を
多
数
備
え
る
と
と
。
禁
煙
の
表
示
を

多
数
明
瞭
に
施
し
、
外
来
者
の
喫
煙
を
厳
重
に
注
意
す
る

と
と
。

繊
維
工
場
で
は
繊
維
粉
塵
、
毛
羽
の
－発

生
が
多
い
か
ら
、

32 33 

漏
電
、

蒸

メ
ガ

l
検
査

気

． ノ、

イ

プ

( 42 ) 

業作スff 

電
気
設
備
は
防
塵
型
密
閉
式
の
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る

と
共
に
、
電
気
器
具
類
の
廻
り
や
、
ス
イ
ッ
チ
箱
の
内
部

等
の
清
掃
を
よ
く
す
る
必
要
が
あ
る
口

繊
維
↑工
場
で
は
火
災
原
因
の
う
ち
短
絡
、
漏
電
、
過
賞
荷

ス
メ

1
ク
、
そ
の
他
の
電
気
に
よ
る
も
の
が
重
要
な
部
分

を
な
す
の
で
、
之
等
の
防
止
に
留
意
し
、
メ
ガ

l
検
査
を

定
期
的
に
行
い
、
記
録
す
る
と
と
ぴ
特
に
染
色
整
理
工
程

で
は
、
薬
品
類
や
蒸
気
の
た
め
配
線
や
器
具
の
腐
蝕
又
は

絶
縁
低
下
が
甚
し
い
の
で
、
そ
の
整
備
、
補
修
を
完
全
に

す
る
と
と
。

缶

羊

毛

工

場
で
は
各
作
業
で
蒸
気
を
使
う
と
と
が
多
い
が
、

蒸
気
パ
イ
プ
と
可
燃
物
の
接
触
は
出
火
の
も
と
に
な
る
の
で

3,4 



油毛作

業

女

t雪？

羽
、
繊

維

屑

場

σコ

子

工

ろ床員

36 

パ
イ
プ
に
繊
維
類
を
接
触
さ
せ
た
り
、
毛
羽
を
堆
積
さ
せ

た
り
し
な
い
と
と
。

機
械
の
清
掃
等
に
使
う
油
漫
み
ぼ
ろ
類
は、

放
置
せ
や
蓋

付
き
の
金
属
製
缶
に
入
れ
る
と
と
。

「
概
要
」
の
項
を
参
照
の
と
と
。
尚
、
毛
羽
や
粉
塵
の
出

火
に
つ
い
て
は
、
着
火
か
ら
発
火
迄
の
時
間
的
ゃ
れ
に
注

意
を
要
す
る
。即
ち
羊
毛
粉
塵
は
綿
や
ス

・
フ
に
比
べ

て
着

火
は
困
難
で
あ
る
が
、
然
し
一
度
着
火
す
れ
ば
火
持
ち
が

良
い
傾
向
が
あ
る
。
従
っ
て
着
火
し
．て
も
直
ち
に
発
火
せ

歩
、
徐
K

に
火
面
を
広
げ
て
次
第
に
火
熱
を
高
め
、
或
る

一
定
の
温
度
（
燃
焼
温
度
）
に
達
し
た
時
に
、

一
時
に
広

範
囲
に
発
火
す
る
場
合
が
多
い
。
と
の
場
合
に
四
、
五
時

間
乃
至
六
、
七
時
間
の
や

J

れ
が
あ
る
o
過
去
の
記
録
で
は

作
業
中
の
出
火
よ
り
も
、
終
業
後
の
出
火
が
多
い
。
然
し

と
の
場
合
、
出
火
の
原
因
は
既
に
作
業
中
に
発
生
し
て
い

る
の
で
る
る
口
比
の
理
由
か
ら
終
業
後
の
清
掃
と
、
注
意

深
い
監
視
が
必
要
に
友
っ

て
く
る
の
で
あ
る
口

左
記
の
各
作
業
室
は
成
る
ペ
く
壁
、
床
、
天
井
等
建
物
全

体
を
耐
火
構
造
又
は
不
燃
構
造
と
し
た
方
が
よ
い
が
、
建

物
が
木
造
の
場
合
は
、
少
く
と
も
床
及
び
腰
壁
部
分
（
高

さ
四
尺
位
）
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
た
方
が
安
全
で
あ

る
o
粉
塵
や
毛
羽
等
が
建
物
の
す
き
ま
に
入
る
の
を
防
ぎ

万
一
着
火
の
場
合
に
火
勢
の
拡
大
を
防
止
す
る
。
若
し
床

h

を
木
造
板
張
り
床
と
す
る
場
合
は
、
板
床
の
下
に
空
聞
を

設
け
友
い
様
に
、
土
聞
に
密
着
施
工
を
行
う
と
と
。

〔
起
毛
室
、
勢
毛
、
刷
毛
室
、
瓦
斯
焼
室
、
反
毛
室
、
注

油
室
、
調
合
室
、
化
炭
室
、
乾
毛
室
〕

一
般
に
繊
維
工
場
に
は
女
子
工
員
が
多
く
、
火
災
の
場
合

に
消
火
作
業
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
防
火
管
理
を
徹
底
さ

37 38 39 

夜寄
倉

間
宿

作

撒

水

消

火

装

置
庫
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せ
て
火
災
を
起
さ
な
い
様
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

紡
績
作
業
は
底
夜
連
続
作
業
を
行
う
場
合
が
多
い
の
で
、

夜
間
の
疲
労
、
寒
冷
等
に
対
し
火
気
管
理
を
厳
重
に
す
る

必
要
が
あ
る
。

繊
維
工
場
で
は
寄
宿
舎
を
設
け
た
も
の
が
多
い
が
、
寄
宿

舎
及
び
附
属
の
食
堂
、
炊
事
場
等
は
火
災
を
起
す
と
と
が

多
い
か
ら
火
鉢
、

コ
タ
ツ
、
カ
マ
ド
、
煙
突
、
電
熱
器
等

の
火
気
管
理
を
厳
重
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

女
子
寄
宿
舎
の
ア

イ
ロ
ン
も
火
災
原
因
に
な
る
と

と
が
多

い
か
ら
、
ア
イ
ロ
ン
は
一
定
の
室
に
不
燃
性
の
ア
イ
ロ

ン

台
を
設
け
て
使
用
さ
せ
監
督
者
の
見
易
い
場
所
に
パ
イ

ロ

ッ
ト
ラ
ン
プ
を
設
け
て
監
督
を
厳
重
に
す
る
の
が
よ
い
。

原
毛
倉
庫
、
生
地
倉
庫
、製
品
倉
庫
等
は
収
容
口
聞
が
燃
え
易

い
上
に
高
価
放
の
で
、建
物
は
成
る
べ
く
耐
火
構
造
と
し
、

出
来
る
な
ら
ば
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
や
自
動
火
災
報
知
装

置
を
設
備
し
、
ま
た
電
気
に
基
づ
く
火
災
を
防
止
す
る
た

め
、
原
則
と
し
て
倉
庫
内
に
は
配
電
設
備
の
な
い
と
と
が

望
ま
し
い
。
然
し
電
気
設
備
を
設
け
る
場
合
は
工
事
を
完

全
に
行
い
、
配
線
は
金
属
管
工
事
と
し
、
電
球
に
は
グ

ロ

ー
ブ
及
び
保
護
金
物
を
設
け
、
外
線
と
内
線
の
接
続
方
法

は
左
頁
の
図

（
省
略
）
の
よ
う
に
す
る
の
が
よ
い
。

〈晶3) 
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繊
維
工
場
に
は
成
る
ペ
く
ス
プ
九
ン
ク
ラ

l

（
自
動
撒
水

消
火
装
置
〉
を
設
け
た
方
が
よ
い
。
少
く
と
も
反
毛
室
、

調
合
室
、
ガ
ス
焼
室
、
起
毛
室
、
化
炭
乾
燥
機
等
に
は
自

動
式
叉
は
手
動
式
の
撒
水
消
火
装
置
ま
設
け
た
方
が
よ
い



の

火災報知機
消防署直通

ALARM 

分 間．．．．．． ノ

FIRE 

，、
最初

火事

東京都港区芝田村町五丁目三番地

東京報知機株式曾祉
喝通~ 電話芝（43）八三一八三七番

其
の
他
の
消
火
設
備

消

火

火

災

通

報

設

備

消
防
隊
及
び
防
火
査

察
班

器

45 

消
火
設
備
と
し
て
は
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

ー
の
他
に
屋
外
及
び

屋
内
消
火
栓
、
消
火
ポ
ン
プ
、
貯
水
池
、
貯
水
槽
、
消
火

器
、
水
パ
ケ
ッ
、
防
火
用
水
等
種
K

あ
る
か
ら
之
等
を
工

場
の
所
在
地
や
規
模
に
応
ヒ
て
成
る
ペ
く
十
分
に
備
え
る

と
と
。
最
近
は
小
型
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン
消
火
ポ
ン
プ
も

種
K

の
も
の
が
あ
る
か
ら
之
を
利
用
す
る
と
と
。
羊
毛
工

場
の
消
火
に
は
、
多
量
の
水
を
使
う
の
が
最
も
有
効
で
あ

る。消
火
器
に
つ
い
て
は
別
冊
「
ど
ん
な
消
火
器
が
よ
い
か
」

を
参
照
す
る
と
と
。

火
災
通
報
の
た
め
、
火
災
報
知
機
、
サ
イ

レ
ン
、
半
鐘
、

警
報
板
等
の
報
知
設
備
を
備
え
る
と
と
o
成
る
べ
く
自
動

火
災
報
知
装
置
を
備
え
た
方
が
よ
い
。
別
冊
「
自
動
火
災

報
知
装
置
」
を
参
照
の
と
と
。

工
場
従
業
員
で
私
設
消
防
隊
を
編
成
し
訓
練
す
る
と
と
。

従
業
員
で
防
火
査
察
班
を
編
成
し
、
毎
月
一
回
、
各
職
場

を
巡
回
査
察
し
、
不
備
友
点
を
改
善
す
る
の
は
効
果
が
あ

る。女
子
工
員
に
も
消
火
器
等
の
使
用
方
法
を
熟
知
さ
せ
て
置

く
と
と
。
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フカダ 式 空気泊消火 装置

Air -Foam System 

フ カ ダ 式 噴 霧 消 火 装置

Fog System 

其 他 特 殊 消火器設計製 作

米国NFPA&NS C奮員

深田工業株式曾枇

石
油
施設

計
・
製
作
・
施
工

設
消
火
装
置

東京都港区本芝四ノ一六（都電三田車庫前） 電三田（45)3902～3 

輝かしき惇統と不朽の功績
専 責特許

蓄墜式 四盟化茨素消火器

，・・・・・．－－－・－．．．一－ーー．ー・・・・・
．’ .... , ．．．、．．－．．． 
．－－－－ 

パ ルフ レ ス
〈自動車用 1/4gal.3/sgal.一般用3/4gal. l gal.) 

金大消火銃

国家消防本部検定合格

損害保険料率算定曾認定

運 輸 省 認 定

製造元

ゴールデンエンゼル株式曾粧
本社 東京都中央区銀座東6-7c商工協会木挽館ピル〉

電話銀 座 く57)2171. 5741 c代表〉内線 208

銀座 （57)7379 く直通〕

工場 東 京都杉 並区八成町 1 5番地
電話 荻 窪 （39) 2 0 8 2 

(lgal. 1. 5gal.) 



回坦星魁5
勧銀文化預金を御利用下さい

。 製品価格の仰積立で製品が届きます

f}s回掛で気楽に買えます

＠ サービスは完全に行います

。 預金の利息が戻ります

260カロン

25馬力

80～120ポンド

詳細 は 最寄 勧 銀支店 又 は

弊社特約店に御問合せ下、さい

。 のめVの片隅に

＠の平和に

匝 狙Zヨ
阻圏直~

ρ 

PA-13型

の富士工業株式翫： 東京都千代田区霞ヶ関三 r三

〈電〉東京（59）局代表2221～5
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