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会密閉 蓄 圧 式消火器・圭，
.7G 
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特殊精製四塩化 炭 素

超強 力消火剤使用

JL- スブレ
（車綱船舶用弘 ・o/sgal・・…・一般用%、1gal入）

金 大消火
（放射管 。特殊背負ノマン F＇付）

( 1 gal ・1.5gal入）

国 家消防本部検定合格｜
損 害保険料率算定会認定｜
運輸省車顎用．船舶型式承認品！

消火器専門メーカ ー

銃

ゴールデンエンゼル株式 会社
太 平土 京京都中央区銀座東六の七 電話・東京（54)7379,4611～4639 

北海道出張所 札幌市南一条西十四丁目一番地電話 札 幌匂 -
工 場 東京都杉並区入成町十五番地。電話東京 （3り 20 8主

日本

lこ

爆発強度試験ど爆発引火試験Tイ果証す5完主防爆型

!f京『色紙株えを必
東京都港区芝三回四国町 2 ノ 4
電話 三回（45) （代） 4 1 9 1～ 4番

伊東電機防爆研究所工学博士 米 田 勝 彦
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KMC漣滑車
損害保隙協会御用命
圏様

Al級 合格

日本機械工業株式嘗紅
LTD. 

電話東京〔28)8 0 5 5-8・7709番

電話土佐堀（44)5 0 7 8 - 9番

電話中 13 7 1・2"( 4 2番

電 話東（ 3) 6538・65 3 9番

電話 仙台 8 8 3 1 番

電話 八王子 2810-4番

GO., KOGYO 
東京都中央区京橋 3ノ2c片倉ヒ.，レ内）
大阪市北区中之島 7 ノ 10

名古屋市中区南大津通バノ3c日新ピル内）

福 岡 市 西 堅粕 2 ノ 2 8 1 

仙台市南町通リ 17駅前 （日新ピル内）

東京都八王子市 中野町 36 1 7 
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社
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カ
ッ
ト
は
東
京

宝
塚
劇
場
火
災

浅

見

~~ 
J百

昭
和
泥
仕
斗

一
、
年
々
こ
ん
な
風

に
増
え
て
き
た

昭
和
二
十
年
に
戦
争
が
終

っ
た
と
き
、
東
京
は
ど
こ
へ

行
っ
て
も
焼
野

原
で

あ
っ

た
。
そ
の
頃
元
の
様
に
家
が

立
ち
並
ぶ
東
京
に
な
る
ま
で

に
、
何
十
年
位
か
か
る
だ
ろ

う
、
と
考
へ

た
も
の
で
あ

る。
そ
し
て
叉
そ
の
頃
は
、
も

う
東
京
に
は
、
当
分
消
防
は
い
ら
な
い
、

警
防
団
位
で
も
十
分
だ
、
と
云
う
声
さ
え

と
き
ど
き
聞
い
た
も
の
で
あ
る
。

吾
々
の
中
で
も
、
眼
先
の
き
い
た
連
中

は
、
ど
ん
ど
ん
荷
物
を
ま
と
め
て
、
田
舎

へ
帰
っ
て
行
っ
て
し
ま
い
、

気
の
き
か
な

い
者
は
そ
れ
等
の
様
子
を
み
て
、
只
h
H

…驚

き
の
限
を
見
張
っ
て
許
り
い
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
十
三
年
経
っ
た
今
日
、
当
時

吾
々
の
、
予
想
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
様

な
建
物
が
、
次
か
ら
次
と
出
来
て
き
て
、

も
う
都
心
部
に
は
、
空
地
ら
し
い
空
地
は

殆
ど
な
い
と
一
去
っ
て
よ
い
。

そ
れ
が
最
近
で
は
都
心
部
だ
け
で
な

く
、
戦
前
に
は
所
謂
郊
外
農
村
地
帯
と
一玄

は
れ
て
い
た
地
域
に
ま
で
、
ど
し
ど
し
住

宅
が
延
び
て
行
く
傾
向
に
あ
る
。

そ
の
昔
、
練
馬
大
根
の
産
地
と
し
て
有

名
で
あ
っ
た
練
馬
区
な
ど
は
、
今
毎
月
五

千
軒
位
づ
つ
の
、
建
築
申
請
書
が
出
さ
れ

て
い
る
と
一
去
は
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
東
京
は
、
毎
年
ど
ん
ど
ん
と

膨
れ
上
っ
て
き
て
い
る
。
家
が
出
来
れ

ば
、
人
の
動
き
、
荷
物
の
動
き
の
増
え
る

の
は
当
然
で
、
パ
ス
路
線
な
ど
も
、
ど
ん

ど
ん
郊
外
え
郊
外
え
と
伸
び
つ
つ
あ
る
。

人
家
が
増
へ
れ
ば
豆
腐
屋
も

出
来
よ

う
、
蕎
麦
屋
も
出
来
た
で
あ
ろ
う
、
又
惣

莱
屋
も
繁
昌
す
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ

等
の
新
し
い
町
に
は
、
所
謂
都
市
の
施
設

と
し
て
の
ガ

ス
水
道
の
な
い
の
が
通
例

で
、
従
っ
て
消
火
栓
な
ど
も
な
い
の
で
あ

る
。
人
が
住
め
ば
煮
炊
を
す
る
。
ガ
ス
が

な
い
の
で
婦
で
飯
を
炊
く
、
炭
で
飯
を
炊

く
、
火
種
を
絶
や
す
と
お
茶
も
飲
め
な
く

な
る
の
で
、

一
日
中
練
炭
を
起
し
て
置

く
、
こ
う
云
う
住
宅
の
集
団
地
で
は
、
中

に
は
火
の
不
始
末
を
す
る
家
も
出
来
て
き

て
、
火
災
を
起
す
の
で
あ
る
。

今
試
み
に
、
昭
和
二
十
三
年
自
治
体
消

防
の
形
に
な
っ
て
か
ら
の
、
東
京
の
火
災

件
数
、
損
害
額
、
焼
失
坪
数
等
を
一
示
す

と
、
第
一
表
の
様
に
な
り
、
逐
年
増
加
の

線
を
辿
っ
て
い
る
。

こ
の
表
を
み
る
と
、
昭
和
二
十
三
年
に

は
、
二
、
O
二
五
件
だ
っ
た
火
災
発
生
が
、

年
と
共
に
増
え
て
来
て
、
昭
和
三
十
一
年

に
は
遂
に
五
千
件
を
突
破
し
、
昨
年
は
更

に
二
百
件
増
え
て
、
玉
、
二
四
六
件
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
調
子
で
上
昇
し
て
行
く
と
、
昭
和

四
十
三
年
頃
に
は
、
火
災

一
万
件
と
云
う

事
に
も
な
り
兼
ね
な
い
の
で
あ
る
。
火
災

が
一
万
件
と
云
う
こ
と
だ
け
の
こ
と
な
ら

そ
う
驚
く
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ

れ
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
同
一
消
防
署

2 



第

状

況

理E

火

災

年 l]lj 火災件数｜増加率%｜焼失坪数 損害見積額｜ 前年との比較 ｜死者l傷者

昭和23年 2,025 30,644 862, 706,335 285 

24 2,307 13. 9 33,044 1. 561. 141, 705 ＋ 698,435,370 19 545 

25 2,542 10. 1 29, 161 1. 249, 809, 618 311, 332, 087 23 397 

26 2,865 12. 7 25,460 1 '458. 808, 503 ＋ 208,998.885 39 338 

27 3, 164 10.4 22. 846 1,336, 746, 740 122, 061.763 15 431 

28 3, 892 23. 0 26, 397 1. 796, 895, 296 ＋ 460, 148.556 21 578 

29 4,290 1o.2 28, 501 2' 041. 966, 953 ＋ 245, 071. 657 

30 4,682 9. 1 34, 556 2, 531. 540, 719 ＋ 489,573, 766 66 737 

31 5,045 7. 7 28.238 2. 548, 729, 079 ＋ 17, 188,360 48 893 

32 5.246 3.9 34,564 3, 478, 841. 793 ＋ 930, 112, 714 

の
管
内
に
、
同
時
に
二
つ
の
火

災
が
発
生
し
た
と
仮
定
す
る

と
、
そ
の
ど
ち
ら
か
の
火
災

は
、
数
分
間
或
は
十
数
分
間
は

放
任
火
災
と
な
る
恐
れ
が
出
て

く
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
大

火
災
と
な
る
恐
れ
も
十
分
予
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
そ
れ
も
、
消
防
力
が
今

の
状
態
の
ま
ま
と
云
う
仮
定
の

上
に
立
つ
て
の
場
合
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
様
な
状
況
に
な
れ

ば
、
消
防
の
強
化
と
云
う
問
題

と
な
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
仮
に
今
の
消
防

の
配
備
状
態
の
ま
ま
で
、
そ
の

時
代
を
迎
え
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
こ
そ
東
京
に
は
大
火
災
は
な

い
な
ど
と
云
つ
て
は
い
ら
れ
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
。
叉
こ
の
表

で
、
火
災
損
害
額
を
み
る
と
、

昭
和
二
十
七
年
ま
で
は
、
増
え

た
り
減
っ
た
り
し
て
い
る
が
、

そ
れ
か
ら
は
増
え
る
一
方
で
、

昨
年
は
遂
に
三
十
五
億
に
垂
k

と
す
る
、
莫
大
な
る
損
害
を
示

し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
火

災
は
ど
の
区
に
多
い
か
と
云
う

と
、
第
二
表
の
様
に
な
り
、
太
田
区
が
三

百
八
十
六
件
で
第
一
位
と
な
っ
て
い
る
。

尚
こ
の
表
の
外
に
ど
の
行
政
区
に
も
属
さ

な
い
水
面
上
の
火
災
が
、
二
十
六

件
あ

る
。
こ
れ
は
主
に
舟
の
火
災
で
あ
る
が
、

こ
の
表
か
ら
は
除
外
し
て
あ
る
の
で
御
了

承
を
得
た
い
の
で
あ
る
。

更
に
こ
れ
を
人
口
十
万
人
に
対
す
る
出

火
率
で
み
る
と
、
第
二
表
下
欄
に
あ
る
様

な
数
字
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
出
火
率
で
み
る
と
、
都
心
部
で
あ

る
千
代
田
区
、
中
央
区
、
港
区
が
高
率
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
面
白
い
現
象
で
あ

る
。
ど
う
し
て
こ
う
云
う
率
に
な
る
か

は
、
深
く
研
究
も
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ

を
深
く
調
べ
て
み
た
ら
、
非
常
に
面
白
い

答
が
出
て
き
そ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な

出
火
率
で
案
外
高
い
数
字
の
出
て
い
る

台
東
区
、
荒
川
区
の
様
な
所
は
、
家
内
工

業
の
多
い
地
域
で
あ
り
、
工
場
と
し
て
の

形
態
で
作
業
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

住
宅
の
一
部
を
改
造
し
て
、
家
族
が
力
を

合
せ
て
、
手
工
業
の
様
な
仕
事
を
し
て
い

る
場
所
の
多
い
為
の
影
響
で
は
な
か
ろ
う

、
。

品川叫

一一、

」
れ
を
原
因
別
に
み
る
と

原
因
の
中
で
は
、
毎
年
の
こ
と
で
は
あ

る
が
煙
草
が
第
一
位
で
、
六
七
三
件
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
煙
草
を
吸
う
人
の
数

が
非
常
に
多
い
と
云
う
こ
と
も
、
理
由
の

重
要
な
事
で
あ
り
、
更
に
煙
草
の
火
位
と

思
っ
て
何
処
に
で
も
棄
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
、
理
由
の
一
つ
と
し
て
上
げ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
馬
鹿
に
し

て
何
処
に
で
も
棄
て
ら
れ
て
い
る
陣
草
の

火
が
、
こ
の
様
な
莫
大
な
数
の
火
災
を
出

し
て
い
る
。

終
戦
直
後
、
喫
い
か
け
の
側
草
を
灰

m

の
縁
に
置
く
と
、
そ
の
ま
ま
立
消
え
て
し

ま
っ
た
記
憶
を
憎
草
喫
い
の
人
は
み
な
経

験
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
の
煙
草
に

は
、
そ
う
し
た
こ
と
は
殆
ど
な
く
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
開
草
に
は
、
こ
の
頃
助
燃

剤
が
入
っ
て
い
る
模
様
で
、
分
析
の
結
果

に
も
出
て
き
て
い
る
。

従
っ
て
紙
類
、
綿
類
、
葉
等
の
比
較
的

に
着
火
し
易
い
物
に
、
開
草
の
火
を
接
し

て
置
く
と
出
火
す
る
危
険
が
あ
る
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
厳
密
に
は
、
そ
の
肴
火
物

の
質
や
乾
燥
度
等
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が

大
き
く
、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
着
火
の
可
能
性
が
非
常
に
大

き
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
云
う
こ
と
だ
け

は
、
云
い
得
る
と
思
う
。

3 



昔
か
ら
火
災
発
生
の
大
小
は
、
火
を
使

う
機
会
の
大
小
に

E
比
例
す
る
と
一
去
は
れ

て
い
る
様
に
、
煙
草
に
よ
る
火
種
は
、
正

に
天
文
学
的
の
数
字
で
あ
る
。

専
売
公
社
で
聞
く
処
に
よ
る
と
、
東
京

で
消
費
さ
れ
る
煙
草
の
数
は
、
次
の
様
に

な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
三
十
一
年

三
二
億
四
一
八
五
万
一

O
O
O本

昭
和
三
十
二
年

一
二
八
億
四
二
九
三
万
四

O
O
O本

こ
の
数
か
ら
み
る
と
、
煙
車
火
災
を
起

す
も
の
は
、
こ
の
中
の
正
に
九
牛
の
一
毛

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
尚
火
災
原
因
の

第
一
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
次
は
、
マ
ッ
チ
、
煙
突
の
順
に
な

っ
て
い
る
が
、
煙
突
火
災
を
更
に
分
け
て

み
る
と
、
亀
裂
、
破
損
、
構
造
不
備
の
順

に
な
っ
て
い
る
。

煙
突
火
災
は
、
四
季
を
通
じ
て
み
る
と

春
と
秋
に
多
く
、
四
月
と
十
月
が
多
い
様

に
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
頃
が
、
風
が

変
る
時
季
に
当
り
、
又
比
較
的
風
も
強
い

の
で
、
こ
ん
な
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

一
日
を
単
位
と
し
て
更
に
こ
れ
を
調
べ

て
み
る
と
、
一
日
の
中
に
は
、
三
つ
の
山

の
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
即
ち
朝
の
六
時

か
ら
七
時
頃
が
第
一
の
山
、
午
前
十
一
時

か
ら
午
後
の
四
時
頃
ま
で
の
第
二
の
山
、

更
に
午
後
の
七
時
か
ら
八
時
か
九
時
頃
ま

で
の
第
三
の
山
で
あ
る
。

第
一
の
山
は
朝
の
炊
事
の
と
き
の
煙
突

火
災
、
第
二
の
山
は
工
場
食
糧
品
製
造
等

の
業
務
上
に
使
用
し
て
い
た
と
思
は
れ
る

も
の
で
あ
り
、
第
三
の
山
は
、

一
般
家
庭

の
炊
事
後
の
も
の
や
、
風
呂
場
の
煙
突
か

ら
出
火
し
て
い
る
も
の
の
様
に
思
は
れ

る。
石
油
ヨ
ゾ
ロ
の
火
災
は
、

一
昨
年
に
比

較
し
て
、
百
件
以
上
も
の
著
し
い
減
少
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
昨
年
か
ら
始
め

て
い
る
、
当
庁
の
検
定
制
度
の
効
果
が
、

表
は
れ
て
き
た
も
の
と
、
些
一か
自
責
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、

一
般

の
人
の
石
油
コ
ン

ロ
に
つ

い
て
の
知
識
が

序
々
に
向
上
し
て
き
て
い
る
証
差
と
も
思

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
四
、
五
年
前
に

余
り
に
も
石
油
コ
ン
ロ
の
火
災
が
多
い
の

で
、
当
庁
と
し
て
も
、
こ
の
火
災
の
防
止

に
懸
命
の
運
動
を
行
な
っ
て
き
た
の
が
、

漸
く
効
果
が
出
て
き
た
も
の
と
、
こ
れ
も

叉
自
責
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
で
も
未
だ
未
だ
東
京
の
中
に
は
、

石
油
コ
ン
ロ
を
使
っ
て
い
る
家
庭
は
多

く
、
特
に
郊
外
で
は
、
殆
ど
が
こ
れ
に
よ

っ
て
炊
事
を
し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ

る
。
東
京
都
経
済
局
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

昨
年
都
内
で
消
費
さ
れ
た
石
油
の
量
は
、

実
に
十
六
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
越
し
て
い

る
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
石
油
は
、
農
業

用
、
工
業
用、

船
舶
用
と
し
て
も
、
相
当

量
使
用
さ
れ
て
は
い
る
と
思
う
が
、
こ
の

石
油
コ
ン
ロ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の

方
が
、
遥
か
に
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

木
炭
コ
ン
ロ
の
火
災
は
、
そ
の
年
の
気

候
に
影
響
す
る
こ
と
が
非
常
に
大
き
い
の

で
あ
る
。
例
え
ば
落
火
跳
火
の
様
な
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
比
較
的
に
温
度
の
高
い
と

き
に
は
、
な
か
な
か
着
火
し
難
い
が
、
極

度
に
乾
燥
し
て
い
る
様
な
と
き
に
は
、
す

ぐ
着
火
す
る
し
、
又

一
度
燃
焼
を
始
め
る

と
発
生
す
る
温
度
も
高
い
の
で
、
そ
れ
だ

け
延
焼
し
て
行
く
速
度
も
、
危
険
も
高
い

の
で
あ
る
。

電
気
コ
ソ
ロ
の
火
災
の
殆
ん
ど
は
、
正

し
い
使
い
方
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
多

く
、
そ
の
一
番
多
い
の
は
、
炊
事
用
の
六

O
O
W
位
の
も
の
を
、
胆
爆
に
入
れ
て
使

っ
て
付
け
忘
れ
し
た
も
の
等
に
多
い
同

こ
の
様
な
火
災
を
、
よ
く
よ
く
調
査
し

て
み
る
と
、
そ
う
一
式
う
使
い
方
を
し
た
人

で
も
、
そ
う
し
た
こ
と
が
危
険
で
あ
る
と

云
う
こ
と
は
、
み
な
よ
く
知
っ
て
い
る
の

第
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第三表 昭和32年度における火災原因について （総件数 5,246件〉

発 火 源 32午－！交件数 率｜ 31年度件数 率
1 t.こ hま 」、， 673件 12.8% 568件 11. 3% 

2 マ ソ 1・ 568f寸 11. 0% 404件 8.0%' 

3 煙 ~＂、, 321｛＇中 6. 1% 288件 5. 7% 

4 :/I /rti 」、， ん ろ 290件 5.5% 398件 7. 9%' 

5 木 i長 」ヤ ん ろ 192件 3.6% 192件 3.8% 

6 不 明 火 190件 3.6% 151件 3.0% 

7 電 気 」、， ん ろ 180件 3.4% 180件 3.6% 

8 i/!1 炭 と 取 灰 147件 2.8% 119件 2.4% 

9 焚 火 1461'牛 2.8% 152件 3.0% 

10 ガ ス 」、， ん ろ 131件 2.5% 95件 1.9% 

11 
、，

fニ つ 107件 2.0% 144件 2. 9%' 」

12 炊 事用か ま ど 93件 1.8% 81件 1.6% 

13 風 呂 用かま ど 84件 1.6% 73件 1.4% 

14 熔 接 r.:t 72件 1.4% 76件 1.5% 

15 m n ス タ ‘／ 66｛＇牛 1. 3% 681'牛 1.3% 

16 屯 ＇＞＜~ アイ ロ 、／ 52件 1.0% 63件 1.2% 

17 コ 51件 1.0% 36件 0. 7% 

18 ネ オ ン 灯 48件 0.9% 28件 0.6% 

19 火 鉢 46件 0. 9% 36件 0. 7% 

20 モ ~ 45件 0.9% 46件 0. 9%' 

21 ロ ソ ク 41件 0.8% 46件 0. 9% 

22 送 円己 車以 37件 0. 7% 38件 0.8% 

23 炭 火 27件 0.5% 26件 0.5% 

24 づ｜ 込 線 24件 0.5% 45件 0. 7%' 

25 イ1油 ス フ 23件 0.4% 16件 0.3% 

26 ラ イ タ 18件 0.3% 24件 0.5% 

27 ラ +・ オ 161'1' 0.3% 15件 0.3% 

28 燃 え さ し 16件 0.3% 12件 0.2% 

29 ガス 7、 ノ 151'1- 0.3% 15件 0.3% 

30 屯 ~＼ 」予 fニ つ 131'1= 0.2% 10付 0.2% 

向苦手fo/火災昭和32年度 636例 12.1% 昭和31年度 718件 14.3% jiェ γ ヂン 削 附
配線関係 190件 198件
排気 管 印件 68件

lY その他 65｛＇牛 68件
放火 112件 2.1%1 86件 1.7%1 

~~~i~ 葬火の要 f~f:i ~ ： 6~r昭和辺年度 l~~：； ~ ： ~~f昭和31年度
漏電 63f＇牛 1.2%J 59件 1.2%J 

昭和32年度火災による死傷者の状況

死者 ！大人（20才以上〉 ｜小人（20才未満〕 ｜傷者
I －~－~I JJ I 女 ｜

46 I E正11了寸－ 61  5「l，白刊
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で
あ
る
。
だ
か
ら
最
初
に
使
用
す
る
と
き

は、

実
に
細
か
に
神
経
を
使
っ
て
い
る
の

に
段
点
と
慣
れ
て
く
る
に
従
っ
て
、
こ
の

位
な
ら
、
と
云
う
気
持
が
段
A

と
湧
い
て

来
て
、
遂
に
通
電
状
態
の
偉
近
所
に
お
使

い
に
出
て
い
っ
た
り
、
近
所
の
家
に
話
し

に
出
掛
け
た
り
し
て
い
る
聞
に
、
出
火
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

火
災
と
云
う
も
の
は
、
種
A

調
べ
て
み

る
と
、
火
気
取
扱
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
よ

る
も
の
が
非
常
に
多
い
。
だ
か
ら
火
災
予

防
の
運
動
と
云
う
も
の
は
、
わ
か
り
き
っ

て
い
る
様
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
ん
な
当
然

な
こ
と
が
と
思
は
れ
る
様
な
こ
と
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
ゃ
る

処
に
そ
の
要
諦
が
あ
る
様
な
気
が
す
る
。

そ
の
外
に
車
斬
火
災
が
あ
る
。
草
稿
火

災
は
毎
年
増
加
し
て
き
た
の
に
、
昭
和
三

十
二
年
に
な
っ
て
、
漸
く
減
少
し
て
き

た
。
車
鞠
火
災
で
は
、
調
節
不
良
に
よ
る

逆
火
が
一
番
多
く
、
そ
れ
に
次
い
で
配
線

の
車
体
部
に
触
れ
た
た
め
に
火
花
を
発

し
、
そ
の
火
花
が
漏
洩
し
て
い
る
ガ
ソ
リ

ソ
に
着
火
す
る
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
配

線
が
車
体
に
触
れ
な
い
様
に
す
る
こ
と

と
、
送
油
パ
イ
プ
の
接
続
部
か
ら
、
燃
料

が
漏
洩
し
な
い
様
に
し
て
置
く
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
悪
道
路
で
有
名
な
日
本
で

は
、
毎
日
よ
く
点
検
を
し
て
い
な
い
と
、

躍
動
に
よ
っ
て
、
パ
イ
プ
の
付
け
根
の
緩

み
は
生
じ
勝
ち
な
の
で
、
よ
く
よ
く
注
意

が
大
切
で
あ
る
。

東
京
で
消
費
さ
れ
る
ガ
ソ
リ
ン
の
量
は

逐
年
増
加
す
る
一
方
で
、
こ
れ
だ
け
自
動

車
が
余
計
に
走
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し

て
い
る
。

こ
れ
を
参
考
に
記
す
と
、

る。

次
の
様
に
な

間
和
三
十
年
五
四
万
七
四
回
三
K
立

と
二
十
一
年
六
七
万
一

一O
一
五
K
立

広
三
十
二
年
七

O
万
一
五
一
四
K
立

こ
の
数
字
を
み
る
と
毎
年
の
増
え
方
の

大
き
い
の
に
は
、
篤
く
許
り
で
あ
る
。

尚
原
因
別
に
み
た
、
昨
年
一
昨
年
の
関

係
は
、
第
三
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

一一一、
ど
ん
な
業
態
に
多
か
っ
た
か

年
点
火
災
は
増
え
て
い
る
が
、
そ
れ
で

は
ど
ん
な
業
態
の
火
災
が
増
え
て
い
る
か

調
べ
て
み
る
と
、
一
般
の
専
用
住
宅
が
増

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
豆
腐
屋
、
料
理
飲
食
店
、
工

場
等
色
々
な
業
態
は
あ
る
が
、
そ
の
何
れ

も
が
、
増
え
た
り
減
っ
た
り
し
て
い
て
、

結
果
的
に
は
、
そ
う
は
違
は
な
い
も
の
で

あ
る
。
東
京
に
発
生
す
る
火
災
の
自
然
増

を
決
定
付
け
る
も
の
は
、
何
と
云
っ
て
も

一
般
の
住
宅
で
あ
る
。

従
っ
て
火
災
予
防
の
重
点
は
、
こ
の
住

宅
に
主
力
を
注
が
な
け
れ
ば
、
到
底
火
災

発
生
の
増
加
を
圧
え
る
こ
と
は
出
来
な
い

様
に
思
う
。
東
京
に
於
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の

業
態
の
欽
は
、
そ
の
必
要
な
る
限
度
に
於

て
、
そ
れ
ぞ
れ
増
加
は
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
業
態
別
の
出
火
率
と
云
う
も
の
は

殆
ど
上
っ
て
き
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で

あ
る
。然

も
そ
の
絶
対
数
が
、
そ
う
急
激
に
増

加
し
て
い
る
と
は
思
は
れ
な
い
の
で
、
一去

は
ば
住
宅
火
災
を
除
い
た
、
そ
の
他
の
業

態
の
火
災
と
云
う
も
の
は
、
東
京
で
は
や

L
定
ま
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
至
当
で

あ
る
。
云
い
換
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
避

け
ら
れ
な
い
火
災
、
文
化
生
活
を
し
て
い

る
東
京
と
云
う
都
市
の
上
に
、
宿
命
的
に

起
る
火
災
の
数
と
云
う
一
定
の
限
度
は
ど

う
し
て
も
あ
る
様
に
思
は
れ
て
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
処
の
都
市
に
も
あ
る
と
思
は

れ
、
そ
こ
に
立
地
条
件
、
都
市
構
成
の
条

件
、
地
勢
等
に
よ
っ
て
、
多
少
の
差
の
生

じ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
避
け
ら
れ

な
い
火
災
数
、
と
云
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
都
市
に
各
A

あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
う
し
た
数
の
上
に
、
年
毎
の
変
動

を
招
く
も
の
は
、
そ
の
年
の
気
象
、
経
済

の
動
き
に
伴
う
物
の
移
動
、
活
用
に
伴
う

事
故
で
あ
る
様
に
思
う
。

然
し
な
が
ら
出
火
率
も
、
例
え
ば
化
学

工
業
の
如
き
、
化
学
の
進
歩
に
伴
う
出
火

率
の
緩
漫
な
上
昇
等
は
あ
る
と
思
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
一
玄
う
観
点
に
立
つ
と、

住
宅
火
災

は
、
家
庭
の
電
気
或
は
ガ
ス
等
の
諾
器
具

の
進
歩
普
及
に
伴
い
、
出
火
率
の
変
っ
て

行
く
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
し
、
住
宅
そ
の

も
の
の
絶
対
数
も
、
急
激
に
増
加
し
て
い

る
の
で
、
住
宅
火
災
の
自
然
増
と
な
っ

て
、
数
字
の
上
に
表
は
れ
て
く
る
の
で
あ

る。

6 

間
和
三
十
一
年
度
に
な
い
て
、
東
京
の

全
住
宅
数
と
住
宅
火
災
と
の
比
率
は

0
・

一
四
%
と
な
っ
て
表
れ
た
が
、
昭
和
三
十

三
年
は
ど
ん
な
率
に
な
る
か
、
こ
れ
を
研

究
し
て
行
く
と
面
白
い
結
果
が
出
来
そ
う

な
気
が
す
る
。

昨
年
中
に
東
京
に
起
き
た
火
災
の
中
か

ら
業
態
別
に
上
位
十
位
ま
で
の
も
の
を
抜

き
出
し
て
み
る
と
、
次
の
様
に
な
る
。
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i
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H

夜
灰
燈
に
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し
て
お
り
ま
す
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日
本
損
害
保
険
協
会
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山
和
刊
二
十
三
年
以
来
毎
年
火
災
の
防
止
、
火
災
保
険
の

A

ι

を
目
的
と
し
て
防
火
映
一幽
を
製
h

げ
し、

広
く
一
般
の
防
火
及
び
保
険
恩
州
芯
の
普
及
に
努
力
し

～

v

り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
三
年
度
は
よ
り
よ
い
映
岡
を
製
作
す
る
為
（
内
｛
容
は
三
巻
程
度
に
し

山

ム
の
主
旨
に
そ
い
う
る
も
の
な
ら
白
由
〉
下
記
要
項
に
よ
り
シ
ナ
リ
オ
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

ん

…

募

集

要

項

…

山

一

、

応

募

資

格

ど
な
た
で
も
結
構
で
す
。

J

…

ニ

、
作
品
の
送
り
先

東
京
都
千
代
田
区
神
間
淡
路
町
二
丁
目
九
損
保
会
館
内

～

社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
災
害
予
防
部

V

…

三

、

〆

切

昭
和
三
十
三
年
五
月
三
十
一
日
迄

一

～

四
、
審

査

当
協
会
災
害
予
防

部

審

査

委

員

会

一

九

・

玉
、

発

表

六

月
末
日
保
険
毎
日
新
聞
及
日
木
保
険
新
開
校
に

F
防
時
報

（当
協

〉

～

会
発
行
〉
に
発
表
し
、
併
せ
て
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

一

…

六
、

賞

金

入
選
作
品
一

等

一

編

五

万

円

～

二

等

二
一制

名

二
万
五
千
円

ザ

～

（
入
選
一懇
話
変
更
叉
は
選
外
佳
作
を
設
け
る
背
中
が
あ
り
ま
す
）

ん〆

…

応

募

上

の

御

注

意

V

れ

O
作
品
は
未
発
表
の
も
の
（
一
般
誌
、
そ
の
他
に
掲
載
、
亦
は
掲
載
の
予
定
で
な
い
も
の）

一

～

O
応
募
編
数
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈

…

O
入
選
作
品
の
版
権
は
日
木
損
害
保
険
協
会
に
属
し
ま
す
。

…

ム

O
応
募
作
品
は
返
却
い
た
し
ま
せ
ん
。

〆

…

O
応
募
作
品
は
シ
ナ
リ
オ
梗
一
械
を
付
し
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
を
使
川
（
五

O
枚
程
度
〉
、
必
ず
住
所

・

同

氏
名

・
年
齢

・
職
業
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
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順
位

業

態

別

出
火
件
数

① 

一
般
住
宅

② 

一
、
一
七

料
理
飲
食
業

③ 

二
O
三

ア
パ
ー

ト、

共
同
住
宅

一
六
四

東
京
電
力
関
係

一
一
八

④ ＠ 

建
築
業

＠ 

八
八

鉄
製
品
の
塗
装
業

七
四

⑦ 

日
刷
業

七

③ 

寮
、
寄
宿
舎

六

O

⑨ 

公
衆
浴
場

五
八

パ
ン
及
菓
子
製
造
業五

六

尚
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
し
て

は
、
女
房
具
屋
、
パ
ン
菓
子
小

売
屋
、
旅
館
、
洗
濯
屋
、
自
動

車
修
理
業
、
の
順
序
に
出
火
し

て
い
る
。

⑩ こ
れ
ら
の
も
の
を
、
出
火
場

所
、
原
因
、
出
火
の
模
様
等
を

書
い
て
い
る
と
、
長
く
な
る
の
で
省
略
す

る
が
、
こ
こ
に
書
い
た
様
な

業

態

の

所

は
、
そ
の
順
序
の
入
れ
交
る
よ
う
な
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
毎
年
上
位
の
十
五
位
ぐ
ら

い
ま
で
の
中
に
は
、
何
れ
も
入
る
も
の
で

あ
る
と
思
は
れ
る
。

初
め
に
書
い
た
様
に
、
東
京
の
火
災
は

此
の
と
こ
ろ
数
年
間
、
年
と
共
に
四
百
件

位
づ
っ
増
加
し
て
き
た
が
、
昨
年
は
二
百

件
増
加
で
止
っ
た
の
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で

は
あ
る
が
、
そ
の
二
百
件
は
住
宅
火
災
で

あ
っ
て
、
そ
の
他
の
業
態
の
火
災
は
、
増

え
た
の
も
あ
り
、
減
っ
た
の
も
あ
っ
て
、

差
引
き
で
そ
う
変
化
は
な
か
っ

た
の
で
あ

る。
東
京
の
昨
年
中
の
全
火
災
件
数
は
実
に

四
、
二
四
六
件
の
多
き
に
上
っ
た
が
、
そ

の
中
で
住
宅
火
災
は
、

一
、

一
七
二
件
と

な
っ
て
治
り
、
更
に
そ
の
他
に
住
宅
附
属

物
の
で
三

O
件
と
云
う
も
の
も
あ
る
の
で

あ
る
。

住
宅
火
災
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
っ
と

注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
、
つ
く
づ
く
考
え

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（終）

（
悠
者
は
東
京
消
防
庁
予
防
部
調
査
課
長
〉

〉7 



「
四
番
ハ
ッ
チ

火
災
、
甲
板
員
は

全
員
集
合
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
非
常
放

送
に
身
仕
度
を
整
え
て
デ
ッ
キ
に
出
る
。

日
頃
か
ら
危
険
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

硝
酸
の
甲
板
積
付
近
か
ら
白
煙
が
上
っ
て

い
る
。
然
し
何
処
が
燃
え
て
い
る
の
か
分

ら
な
い
。
因
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
と
思
っ

て
い
る
聞
に
、
幹
部
が
続
－
R

飛
出
し
て
来

る
。
船
長
が
船
医
に
四
番
ハ
ッ
チ
と
通
路

の
間
に
あ
る
防
火
戸
の
目
張
り
を
す
る
よ

う
命
じ
て
い
る
。

火事
σ〉
体
験
と
そ
σ3 
教

．ι， 
｝＼ 回ニt=.

ロ

私
の
乗
っ
て
い

た
貨
物
船
A
号
が

ボ
ン
ベ

イ
の
ヴ
イ

ク
ト
リ
ヤ
ド
ッ

ク

を
出
帆
し
た
の
が

一
九
五
六
年
五
月

一
日
午
前
九
時
で

あ
っ
た
。

波
静
か
な
ア
ラ

ピ
ヤ
海
の
航
海
が

一
一日
半
も
続
い
た

ろ
う
か
、
五
月
四

日
午
前
二
時
四

O

分
私
は
無
気
味
な

非
常
ベ
ル
に
よ
っ

て
夢
を
破
ら
れ

た
。

幸
い
私
の
手
許
に
は
M
新
聞
の
友
人
が

託
し
て
く
れ
た
英
字
新
聞
が
多
数
あ
っ
た

の
で
糊
と
共
に
小
脇
に
か
か
え
て
現
場
に

行
く
。
事
務
員
の
I
君
と
三
人
で
目
張
作

業
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
相
当
の
雌
が
噴

出
し
て
来
る
。
次
第
に
呼
吸
が
困
難
に
な

る
の
を
感
じ
タ
オ
ル

で
マ

ス
ク
を
し
な
が

ら
作
業
を
続
け
る
。
ふ
と
戦
時
中
の
防
空

演
習
が
思
い
出
さ
れ
た
が
そ
ん
な
感
傷
に

ふ
け
っ

て
い
る
時
で
は
な
い
。

誰
か
が
味
噌
々
点

と
叫
ん
で
味
噌
の
手

聞
を
す
る
。
古
く
か
ら
味
噌
は
土
蔵
扉
の

目
塗
り
に
使
用
さ
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ

る
。
私
に
は
こ
の
着
想
は
浮
か
ん
で
来
な

か
っ
た
が
、
こ
れ
で
一
応
煙
の
漏
出
を
止

め
る
こ
と
が
出
来
た
。

デ
ッ
キ
で
は
甲
板
員
が
ベ
ン
チ
レ
ー

タ

ー
の
カ
パ
l
、
注
水
、
硝
酸
ド
ラ
ム
缶
の

投
捨
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

三
時
二

O
分
炭
酸
ガ
ス
（
三

0
キ
ロ
）

五
一
本
、
次
い
で
二

O
本
が

注

入

さ
れ

た
。
こ
れ
で
一
応
鎮
火
す
る
の
で
は
な
い

か
と
云
う
大
き
な
期
待
を
一
同
持
つ
。
本

船
に
は
吸
煙
式
自
動
火
災
報
知
装
置
と
炭

酸
ガ
ス
消
火
装
置
が
設
備
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

午
前
四
時
三

O
分
パ
ン
に
コ
ー
ヒ
ー
の

夜
食
が
出
て
ほ
っ
と
一
息
入
れ
る
。

五
時
、甲
板
に
酸
素
吸
入
式
と
送
気
式
防

煙
マ
ス
ク
が
持
出
さ
れ
船
匠
の

T
君
が
着

装
し
て
い
る
。
ど
う
す
る
気
な
の
だ
ろ
う
。

勿
論
出
火
現
場
の
確
認
に
行
く
気
な
の
で

あ
ろ
う
が
、
私
に
は
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と

が
と
い
う
憤
り
の
気
持
が
お
こ
っ
て
来
る

の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。

半
禍
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
生
れ
て
か
ら

マ
ス
ク
な
ど
を
着
装
し
た
こ
と
が
な
い
と

思
わ
れ
る
者
が
、
ど
う
し
て
出
火
現
場
の

確
認
な
ど
に
船
鎗
に
入
っ
て
行
か
れ
よ

う
。
彼
を
死
地
に
追
い
や
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
か
。
私
は
云
い
知
れ
ね
不
満
を

い
だ
き
な
が
ら
そ
っ
と
着
装
の
点
検
を
し

て
や
る
。
密
着
し
て
い
な
い
、
こ
れ
で
は

一
酸
化
炭
素
に
や
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は

疑
う
余
地
は
な
い
。
併
し
私
は
た
だ
の
パ

ツ
セ
ン
ヂ
ヤ
l
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
非
常

事
態
に
無
暗
に
口
出
し
す
べ
き
で
は
な
い

と
は
思
っ
た
が
士
官
の

T
君
に
「
彼
は
マ

ス
ク
の
着
装
法
を
知
ら
な
い
様
だ
か
ら
充

分
点
検
し
て
あ
げ
な
い
と
危
険
で
す
よ
」

と
注
意
を
す
る
。

一
方
送
気
式
マ
ス
ク

に
至
つ

て
は
操
作

方
法
説
明
書
（
英
文
）
を
デ
ッ
キ
の
上
で

懐
中
電
灯
の
明
り
を
頼
り
に
見
て
い
る
。

出
港
後
一

度
も
消
防
、
避
難
訓
練
を
や
ら

な
い
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
て
不
安
な
気
持

に
な
る
。
ど
う
い
う
理
由
か
分
ら
な
い
が

8 



船
匠

T
君
の
現
場
確
認
は
中
止
さ
れ
私
は

ほ
っ
と
し
た
。

午
後
ご
時
三

O
分
士
官
の

K
氏
が
酸
素

吸
入
式
マ
ス
ク
に
身
を
か
た
め
て
船
備
に

入
っ
て
行
く
。
決
死
隊
の
出
発
を
思
わ
せ

る
悲
壮
な
も
の
が
あ
っ
た
。
然
し
船
匠
が

や
る
よ
り
は
よ
ろ
し
い
。
や
は
り
こ
う
い

う
重
要
任
務
は
士
官
が
や
る
べ
き
で
あ

る
。駿

素
が
不
足
し
て
五

t
六
分
で
出
て
来

る
。
午
後
四
時
士
官
二
名
が
再
び
現
場
点

検
に
入
っ
た
が
約
八
分
で
出
て
来
た
。
吸

入
式
は
酸
素
の
不
足
、
送
気
式
は
送
気
管

長
の
不
足
に
よ
っ
て
共
に
目
的
を
達
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
時
火
災
温
度
は
、
低
下
の
傾
向
を
示

し
た
が
夕
刻
か
ら
再
び
上
昇
を
始
め
る
。

残
る
炭
酸
ガ
ス
は
二

O
本
で
あ
る
。

出
火
点
と
思
わ
れ
る
デ
ッ
キ
に
穴
を
あ

げ
、
こ
こ
か
ら
炭
酸
ガ
ス
の
局
所
注
入
を

行
つ
て
は
と
い
う
提
案
が
あ
り
、
事
の
重

大
さ
に
七
時
か
ら
約
一
時
間
の
幹
部
会
議

が
開
か
れ
た
後
八
時
三
O
分
ド
リ
ル
で
甲

板
に
穴
を
あ
け
こ
こ
か
ら
炭
酸
ガ
ス
六

本
、
次
い
で
一
一
時
に
二

・
五
ガ
ロ
ン
の

軽
便
泡
沫
消
火
液
が
入
本
分
注
入
さ
れ

た
。
炭
酸
ガ
ス
の
投
入
総
数
合
計
二

一O

本
に
達
し
残
な
し
。
．

以
上
は
出
火
当
日
の
日
誌
の
一
節
で
あ

る
。
私
は
一
昨
年
渡
英
の
途
中
九
日
間
に

百
一る
貴
重
な
船
火
事
を
体
験
す
る
機
会
を

得
た
。
船
火
事
特
に
船
総
の
火
災
は
陸
上

火
災
と
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
面
も
あ

る
が
又
一
面
、
地
下
室
乃
至
耐
火
構
造
倉

庫
の
火
災
に
類
似
し
て
い
る
面
も
多
A

あ

る
の
で
、
そ
の
聞
の
処
置
な
り
対
策
に
は

防
災
上
幾
多
の
教
訓
と
な
る
も
の
も
多

い
。
そ
こ
で
、
そ
の
後
如
何
な
る
経
過
を

た
ど
っ
た
か
そ
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
よ

、フ。五
日午

前
五
時
甲
板
混
度
六
三
度

F

一
二
時
甲
板
温
度
入

O
度

こ
の
間
に
機
関
部
用
の
炭
酸
ガ
ス
一
六

本
を
注
入
す
る
。

午
後
六
時
三

O
分
ア
デ
ン
潜
入
港

午
後
八
時
炭
酸
ガ
ス
九

O
本
来
着

午
後
一

O
時
よ
り
六
日
午
前
四
時
ま
で

六
時
間
に
こ
の
九

O
本
を
投
入
（
一
時

間
に
一
五
本
）

六
日午

前
一

O
時
三

O
分
淡
水
二
四

O
噸
補

給
を
受
く
。

午
後
二
時
炭
酸
ガ
ス
三

O
本
来
着

こ
の
三
O
本
を
効
果
的
に
使
用
す
る
た

め
に
穴
を
あ
け
た
パ
イ
プ
を
焼
け
て
い

る
貨
物
に
ボ
ー
リ
ン
グ
し
、
こ
れ
に
局

所
注
入
す
る
方
法
も
提
案
さ
れ
た
が
使

用
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

午
後
四
時
三

O
分

一

五
本
注
入

午
後
九
時
三

O
分
一
五
本
注
入

七
日炭

酸
ガ
ス
一
二
本
補
給
あ
り
、
こ
の
地

の
供
給
力
も
底
を
つ
い
て
来
た
よ
う
で

あ
る
。

午
後
六

t
七
時
の
間
、
幹
部
会
議
が
あ

り
全
員
に
よ
る
徹
底
的
な
密
封
作
業
実

施
の
決
定
を
見
た
。

午
後
七
時
か
ら
九
時
三

O
分
ま
で
約
一

一

時
間
半
に
亘
っ
て
パ
テ

・
ペ
イ
ン
ト
ま

で
持
出
さ
れ
密
封
作
業
が
行
わ
れ
た
。

八
日午

前
七
時
三

O
分
東
廻
り
の
僚
船
H
号

よ
り
炭
酸
ガ
ス
四

O
本
の
補
給
を
受
く

午
後
七
時
現
地
よ
り
炭
酸
ガ
ス
一

三
本

の
補
給
を
受
く
。

九
日午

後
三
時
カ
イ
ロ
よ
り
空
輸
の
炭
椴
ガ

ス
六
四
本
（
二

0
キ
ロ
）
が
到
着
。

一O
日

第
二
次
空
輸
分
六
四
本
と
チ
ヤ
l
ヂ
し

た
二
七
本
を
持
っ
て
午
後
五
時
ポ
l
ト

ス
l
ダ
ン

に
向
け
出
港
。

一
一
日

翌
日
の
ポ
l
ト
ス
l
タ
ン
入
港
に
備
え

午
後
一

時
よ
り
約
三
時
間
消
火
に
関
す

る
打
合
せ
が
行
わ
れ
た
。
船
側
は
い
よ

い
よ
同
港
で
注
水
に
よ
る
消
火
を
決
意

し
た
模
様
で
あ
る
。
打
合
せ
の
内
容
は

部
外
者
で
あ
る
私
に
は
知
る
由
も
な
い

が
概
ね
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

①
水
濡
損
防
止
の
為
極
力
淡
水
に
よ
る

消
火
に
努
め
る
。

②
消
火
栓
三
本
を
用
意
す
る
。

③
消
火
用
非
常
梯
子
を
取
り
付
け
る
。

④
泡
沫
消
火
器
九
本
消
火
弾
三

O
個
を

用
意
す
る
。

＠
各
人
は
長
袖
の
シ
ャ
ツ
を
着
用
し
、

帽
子
、
タ
オ
ル
を
携
行
す
る
。

＠
デ
ッ
キ
カ
バ
ー
を
準
備
す
る
。

⑦
小
型
消
防
ポ
ン
プ
を
用
意
す
る
。

＠
各
室
は
凡
て
閉
鎖
す
る
。

＠
残
留
炭
酸
ガ
ス
の
検
知
に
は
安
全
ラ

ン
プ
、
又
は
小
鳥
を
使
用
す
る
。

⑬
船
艦
の
照
明
に
は
五

O
OW
、
ヵ
ー

ゴ
ラ
ン
プ
を
主
力
と
し
、
八

O
W
の

燐
帯
ラ
ン
プ
を
併
用
す
る
。

一
二
日

前
日
の
計
画
に
基
づ
い
て
諸
準
備
が
進

め
ら
れ
た
。

正
午
ポ
l
ト
ス

l
ダ
ン
入
港
、
海
岸
よ

り
二
五

O
米
の
地
点
に
投
錨
。
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消
防
艇
サ
ン
ガ
、
ネ
ブ
号
来
援
、

一
O
O

噸
の
淡
水
槽
付
、
ポ
ン
プ
は
凶

O
馬
力

消
防
士
八
名
で
あ
る
。

現
地
消
防
士
が
物
A

し
く
ホ

1
ス
を
延

長
し
て
待
機
す
る
。
黒
人
消
防
士
の
持

っ
て
い
る
筒
先
が
噴
霧
ノ
ズ
ル
で
あ
っ

た
の
が
回
象
的
で
あ
っ
た
。

午
後
二
時
全
員
注
視
の
う
ち
に
四
番
ハ

ッ
チ
が
あ
け
ら
れ
た
が
艇
も
殆
ど
な
く

一
同
安
心
す
る
と
同
時
に
一
寸
出
足
を

く
じ
か
れ
た
形
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
船
側
は
バ

リ
ケ
ー
ド
を
く
づ

し
出
火
点
の
確
認
を
主
張
し
た
が
現
地
損

害
査
定
人
が
日
曜
日
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
月
曜
日
ま
で
現
場
の
保
存
を
強
く
主

張
、
こ
れ
が
打
開
の
た
め
現
地
側
と
船
側

の
会
議
が
聞
か
れ
た
。
こ
の
間
来
援
の
消

防
艇
は
撤
収
を
は
じ
め
て
い
る
。

私
は
、
久
し
振
り
で
解
放
さ
れ
た
気
持

ち
に
な
り
入
浴
を
楽
し
ん
で
い
る
時
再
び

非
常
ベ
ル
に
よ
っ
て
浴
柑
か
ら
飛
出
し
て

み
る
と
物
す
ご
い
煙
で
あ
る
。

一
応
完
全
に
鎮
火
し
た
か
に
み
え
た
火

災
が
新
し
い
空
気
と
炭
酸
ガ
ス
と
が
置
き

替
え
ら
れ
る
に
及
ん
で
再
燃
焼
を
始
め
た

の
で
あ
る
。
時
は
午
後
三
時
五

O
分
。

予
め
準
備
さ
れ
て
い
た
消
火
栓
と
消
防

艇
の
ホ
l
ス
が
再
延
長
さ
れ
極
め
て
困
難

な
消
火
作
業
が
始
ま
っ
た
。
現
地
土
人
の

消
防
隊
長
は
防
煙
マ
ス
ク
を
着
装
し
て
い

る
が
筒
先
係
は
無
防
護
で
あ
る
。
煙
に
巻

か
れ
て
あ
と
す
だ
り
す
る
の
を
隊
長
に
追

い
か
え
さ
れ
て
い
る
。
船
長
は
煙
の
中
に

あ
っ
て
よ
く
部
下
の
指
揮
を
し
て
い
る
。

私
は
余
り
に
も
船
長
が
危
険
を
お
か
し
て

陣
頭
指
揮
を
す
る
の
で
こ
れ
は
責
任
を
感

じ
て
死
ぬ
つ
も
り
で
は
な
い
か
と
云
う
心

配
の
念
が
頭
を
か
す
め
た
。
想
は
同
じ
な

の
で
あ
ろ
う
船
員
の
中
か
ら
も
船
長
を
殺

す
な
と
い
う
声
が
か
か
っ
て
い
る
。
全
く

息
づ
ま
る
よ
う
な
一
時
間
で
は
あ
っ
た
が

午
後
四
時
五

O
分
完
全
に
鎮
火
さ
せ
る
こ

と
が
出
来
た
。
勇
敢
な
る
現
地
と
船
側
の

協
同
消
火
作
業
に
は
、
お
し
み
な
く
讃
辞

を
さ
さ
げ
る
も
の
で
あ
る
が
小
型
消
防
ポ

ン
プ
は
遂
に
作
動
し
な
か
っ
た
。

A
号
は
そ
の
後
十
七
日
ま
で
ポ
l
ト
ス

ー
ダ
ン
に
停
泊
、
各
種
の
手
続
を
す
ま
せ

て
ス
エ
ズ
に
向
っ
て
出
帆
し
た
。

以
上
は
火
災
の
概
要
で
あ
る
が
火
災
の

経
過
か
ら
問
題
を
抽
出
し
て
見
ょ
う
。

1
原

因

①

硝
酸
の
漏
出
・
：
当
初
皆
の
考

え
た
原
因
で
は
あ
っ
た
が
そ
の
後
点
検

の
結
集
こ
れ
が
原
因
で
は
な
い
こ
と
は

明
ら
か
に
な
っ
た
。

②
荷
役
の
煙
草
の
吸
殻

③
ヒ
マ
シ
油
の
自
然
発
火

こ
の
②
③
の
原
因
は
伺
れ
と
も
判
定
が

つ
か
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

註
火
災
を
起
し
た
船
鎗
に
は
原
毛
、
洋

紙
、
ヒ
マ
シ
油
、
缶
詰
等
が
積
込
ま
れ

て
い
た
。

2
教
訓

①
強
酸
化
性
の
危
険
ロ
聞
を
甲
板
積
す
る
場

合
に
は
先
ず
ビ
ニ
ー
ル
の
シ

ー
ト
を
敷

き
、
そ
の
上
に
砂
を
置
い
て
納
置
す
る

こ
と
。
砂
の
み
で
は
危
険
で
あ
る
。

⑨
自
動
火
災
報
知
装
置
は
常
時
作
動
す
る

ょ
う
指
導
と
点
検
を
強
化
す
る
こ
と
。

＠
荷
積
に
際
し
て
は
、
点
検
と
消
火
活
動

を
容
易
な
ら
し
め
る
よ
う
一
定
の
通
路

を
確
保
す
る
こ
と
。

④
防
火
戸
、
そ
の
他
の
目
張
り
用
具
を
常

備
し
て
お
く
こ
と
。

本
船
の
場
合
幅
五
種

t
七
糎
の
セ
ロ
テ

ー
プ
が
あ
っ
た
ら
、
密
封
作
業
は
極
め

て
容
易
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
消
火
栓
は
必
ず
両
側
に
配
置
す
る
こ
と

本
船
の
場
合
に
は
片
側
に
し
か
設
備
さ

れ
て
居
ら
な
い
。

⑥
消
火
栓
並
び
に
ポ
ン
プ
に
は
慣
霧
ノ
ズ

ル
を
併
備
す
る
こ
と
。

特
に
ア
プ
リ
ケ
l
タ
l
の
必
要
が
痛
感

さ
れ
た
。

⑦
防
煙
マ
ス
ク
を
整
備
す
る
こ
と
。

本
船
の
場
合
前
述
の
通
り
二
個
で
あ
っ

た
が
少
く
共
数
個
は
常
備
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
酸
素
ボ
ン
ベ
は
大
型
の
も
の

〈
熔
接
作
業
用
に
大
型
の
も
の
が
あ

る
）
か
ら
チ
ヤ

1
デ
が
自
由
に
出
来
る

装
置
と
訓
練
を
積
ん
で
お
く
こ
と
。

⑨
可
搬
動
力
ポ
ン
プ
は
少
く
共
二
台
以
上

で
あ
る
ニ
と
。

本
船
の
場
合
一
台
で
あ
り
遂
に
作
動
し

な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
。

⑨
ガ
ス
検
知
器
を
常
備
す
る
こ
と
。

⑩
炭
酸
ガ
ス
ボ
ン
ベ
口
金
用
の
ア
ダ
プ
タ

ー
を
常
備
す
る
こ
と
。

供
給
地
に
よ
っ
て
口
金
の
大
き
さ
に
相

違
が
あ
る
か
ら
平
素
か
ら
ア
ダ
プ
タ
ー

の
用
意
が
望
ま
し
い
。

⑪
火
災
専
用
照
明
具
を
常
備
す
る
こ
と
。

本
船
の
場
合
機
関
部
が
健
在
で
あ
っ
た

か
ら
問
題
は
な
か
っ
た
が
、
送
電
停
止

の
場
合
も
考
慮
し
て
小
型
発
動
機
に
よ

る
発
電
機
を
有
す
る
可
搬
式
照
明
装
置

を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

、っ。
⑬
平
素
の
訓
練
を
強
化
す
る
こ
と
。

勤
務
の
交
代
に
よ
っ
て
職
場
の
編
成
の

変
る
こ
と
は
船
ば
か
り
で
は
な
い
。

何
事
に
よ
ら
ず
一
度
経
験
し
た
こ
と
は

確
信
を
も
っ
て
行
え
る
も
の
で
あ
る
。

平
素
の
各
個
訓
練
は
勿
論
、
団
体
訓
練

の
必
要
な
所
以
で
あ
る
。
－

（
筆
者
は
安
田
火
災
海
上
株
式
会
社
業
務
部
防

災
第
一
課
長
）
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の角度からみた務
八防

者ド

市「
理
窟
は

ぬ
き
に
し
て

古
今
東
西
を

通
ず
る
歴
史

と
い
う
歴
史

が
殆
ど
あ
ら

ゆ
る
災
難
の

歴
史
で
あ
る

と
い
う
事
実

か
ら
見
て
、

今
後
少
な
く

も
二
千
年
や

三
千
年
は
普

か
ら
の
あ
ら

ゆ
る
災
難
を

小

古

問

隆

蔵

計

画
根
気
よ
く
繰
返
す
も
の
と
見
て
も
大
し
た

間
違
い
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
少
な
く

も
そ
れ
が
一
つ
の
科
学
的
宿
命
観
で
あ
り

得
る
訳
で
あ
る
」。

（
岩
波
新
書
「
天
災
と

国
防
」

一
八
九
ペ

ー
ジ
）
こ
れ
は

「
天
災

は
忘
れ
た
頃
に
来
る
」
と
つ
ね
に
警
令
さ

れ
て
い
た
寺
田
寅
彦
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

災
害
に
よ
っ
て
陶
汰
さ
れ
、
災
害
に
よ

っ
て
錬
え
ら
れ
、
進
歩
し
発
展
し
て
き
た

結
果
、
か
ち
得
た
の
が
今
日
の
文
明
で
あ

る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ

れ
わ
れ
の
周
囲
に
は
毎
日
あ
ま
り
に
も
災

害
に
恵
ま
れ
す
ぎ
て
い
る
。
忘
れ
る
ど
こ

ろ
か
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
い
う

不
幸
な
ニ
ュ
ー
ス
に
、
ひ
と
び
と
は

マ
ヒ

し
、
や
が
て
諦
観
し
て
し
ま
い
、
辛
う
じ

て
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
る
こ
と
を
免
れ
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

い
か
な
る
災
害
も
人
智
を
活
か
せ
ば
被

害
を
最
少
限
度
に
止
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
か
え
せ
ば
、

大
事
な
と
き
に
人
の
智
恵
を
は
た
ら
か
さ

な
か
っ
た
た
め
に
、
い
か
に
災
難
を
大
き

く
し
て
し
ま
っ
た
場
合
が
多
い
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
防
災
科
学
の
研
究
は
相
当

に
進
ん
で
い
て
も
、
政
府
は
政
策
に
こ
れ

を
と
り
あ
げ
ず
、
あ
る
い
は
政
争
の
具
に

供
し
て
抹
殺
し
、
大
衆
は
関
心
を
一
不
さ
な

い
。
そ
し
て
大
事
の
後
で
は
科
学
の
貧
困

に
帰
し
て
し
ま
わ
れ
て
は
科
学
者
も
立
つ

瀬
が
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
貧
困

な
の
は
こ
の
よ
う
な
社
会
の
仕
組
を
、
ど

う
す
れ
ば
改
善
で
き
る
か
と
い
う
答
案
が

書
け
な
い
社
会
科
学
の
非
力
さ
は
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

災
害
が
都
市
計
画
を
押
進
め
る

こ
こ
で
は
都
市
計
画
に
つ
い
て
述
ペ
る

は
ず
で
あ
る
が
、
都
市
計
画
と
い
う
も
の

は
災
害
と
は
な
は
だ
密
接
な
関
係
が
あ

る
。
防
災
と
い
う
こ
と
も
都
市
計
画
の
目

的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
災
害

そ
の
も
の
が
都
市
計
画
を
促
進
す
る
。
災

害
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
都
市
計
画
が
具
体

化
す
る
。
こ
の
本
末
顕
倒
が
実
際
の
す
が

た
で
あ
っ
て
、
災
害
は
ま
こ
と
に
都
市
計

画
の
育
て
の
親
と
も
い
う
べ
き
次
第
な
の

で
あ
る
。

一
九
二
三
年
の
関
東
大
地
震
は

今
世
紀
世
界
で
も
っ
と
も
大
き
な
都
市
を

ゆ
す
ぶ
っ
た
地
一
躍
で
、
東
京
だ
け
で
も
九

万
九
千
余
の
死
者
を
出
し
、

一
二
万
八
千

戸
の
家
屋
を
倒
し
、
四
四
万
七
千
戸
を
焼

い
た
。
こ
の
大
震
火
災
で
東
京
・
横
浜
の

両
大
都
市
は
大
規
模
な
復
興

都
市
計
画

事
業
を
実
施
し
て
大
い
に
そ
の
都
市
形
態

の
面
白
を
一
新
し
た
。
昭
和
通
や
入
重
洲

口
の
大
通
を
造
っ
た
り
、
広
く
区
画
整
理

を
行
っ
て
町
並
を
改
め
、
小
公
園
な
ど
も

数
多
く
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
太
平

洋
戦
争
で
は
東
京

・
大
阪
を
は
じ
め
一
一

五
の
主
要
都
市
が
被
災
し
た
。
被
災
面
積

に
し
て
一

億
八
千
万
坪
の
戦
災
復
興
事
業

は
現
在
ま
だ
継
続
さ
れ
て
治
り
、
本
年
度

を
含
め
て
国
費
だ
け
で
も
三
九
四
億
円
が

投
入
さ
れ
明
年
度
中
に
は
五
大
都
市
を
除

い
て
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

は
な
治
一

O
三
億
円
の
事
業
費
が
見
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
多
く
の
戦
災
都
市

は
近
代
化
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
戦
後
大
火
の
災
禍
を
喫
し
た
烏
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取

・
新
潟
を
は
じ
め
裏
日
本
の
諸
都
市
も

禍
を
転
じ
て
福
と
す
る
都
市
計
画
を
実
施

し
つ
つ
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
か
と
て
都
市
計
画
の
た
め

に
は
災
害
も
ま
た
歓
迎
す
べ
き
も
の
だ
と

い
う
の
で
は
毛
頭
な
い
。
そ
の
た
め
の
貴

い
人
命
や
財
産
の
損
失
は
、
な
ん
ら
償
い

の
な
い
絶
対
的
な
国
力
の
損
失
、
国
富
の

減
少
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
自

明
の
理
で
あ
る
。
た
だ
こ
う
い
う
機
会
で

も
な
い
と
都
市
計
画
も
は
か
ば
か
し
く
実

現
し
な
い
の
で
は
な
さ
け
な
い
わ
け
で
あ

る。
都
市
計
画
と
い
う
仕
事
は
本
来
、

都
市

と
い
う
大
き
な
地
域
社
会
が
ス
ム
ー
ズ
に

そ
の
機
能
を
果
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

こ
の
社
会
を
容
れ
る
構
造
物
を
整
備
す
る

こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
大
都
市
の
ビ
ル
デ

ィ
ン
グ
に
は
一
棟
よ
く
一
小
都
市
の
人
口

を
収
容
す
る
ほ
ど
の
も
の
が
沢
山
あ
る
。

そ
の
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
で
も
、
そ
れ
が
事
務

所
用
で
あ
る
か
、
J

ア
パ
ー
ト
で
あ
る
か
、

ホ
テ
ル
で
あ
る
か
で
そ
の
設
計
は
根
本
的

に
遣
う
。
デ
パ
ー
ト
は
間
仕
切
壁
を
ま
っ

た
く
嫌
う
か
ら
太
い
強
力
な
柱
と
梁
が
必

要
で
あ
る
が
、
貸
事
務
所
や
ホ
テ
ル
は
間

仕
切
壁
が
強
度
を
補
う
か
ら
柱
や
梁
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
て
す
む
。
人
出
入
が

多
い
か
少
な
い
か
で
通
路
の
広
さ
や

エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
数
も
違
う
し
、
水
道
や
ガ
ス

の
配
管
、
電
線
や
電
話
線
の
配
線
も
ピ
ル

の
使
用
目
的
で
異
る
わ
け
で
あ
る
。
す
べ

て
は
そ
の
ど
ル
内
で
行
わ
れ
る
活
動
が
も

っ
と
も
円
滑
に
ゆ
く
よ
う
に
配
慮
す
る
の

が
正
し
い
よ
い
設
計
で
あ
る
。
機
能
と
い

う
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る
。

機
能
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は
都
市
計
画

に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
前
世
紀
ま
で

の
都
市
計
画
で
は
装
飾
的
な
要
素
が
高
く

評
価
さ
れ
て
い
た
。
都
市
が
王
侯
の
権
威

や
勢
力
を
一
示
威
す
る
も
の
で
あ
っ
た
時
代

に
は
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
今
日
の
都
市
計
画
で
も
美
観
地

区
と
か
高
度
地
区
と
か
の
地
域
制
に
は
そ

う
い
う
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
基
調

は
機
能
主
義
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
な
ら
使
用
目

的
も
単
純
で
あ
る
が
、
都
市
は
ま
こ
と
に

多
種
の
複
雑
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
も
の

な
の
で
そ
の
設
計
は
容
易
な
も
の
で
は
な

い
。
第
一
都
市
と
な
る
と
、
そ
れ
は
生
産

活
動
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
消
費
生
活
の

場
で
も
あ
る
。
近
代
的
な
経
営
で
は
個
人

企
業
で
も
事
業
活
動
と
居
住
と
は
分
離
す

る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
も
能
率
化
の
方
法

で
あ
り
、
機
能
主
義
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
を
整
理
統
制
す
る
の
が

地
域
制
で
あ
る
。
工
業

地

域

・
商
業
地

域

・
住
居
地
域
な
ど
を
指
定
し
て
、
そ
れ

で
そ
の
機
能
に
即
し
て
環
境
を
整
備
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
産
活
動
を
能
率
化
し
、

あ
る
い
は
静
閑
な
住
宅
地
を
確
保
す
る
方

策
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
機
能
的
配
置

を
徹
底
す
れ
ば
生
産

・
流
通

・
消
費
の
漏

れ
を
結
ぶ
交
通
体
系
を
整
備
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
。
交
通
機
関
や
道
路
を
必
要

に
応
じ
て
配
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

住
宅
も
ま
た
機
能
化
す
る
。
住
宅
は
家

族
の
日
常
生
活
が
で
き
る
だ
け
楽
し
く
温

せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
本
義
と
な
り
、

ふ
だ
ん
に
は
使
わ
れ
な
い
訪
客
や
泊
り
客

の
た
め
の
客
室
は
割
愛
す
る
。
事
実
広
い

都
市
の
末
端
ま
で
私
宅
を
訪
問
す
る
よ
り

は
都
心
の
集
会
施
設
を
利
用
す
る
方
が
便

利
で
あ
る
。
喫
茶
店
そ
の
他
の
繁
盛
す
る

の
は
単
な
る
遊
び
の
た
め
ば
か
り
で
は
な

い
。
小
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
で
は
各
自
が
庭

を
も
っ
と
い
う
こ
と
も
な
く
な
る
の
で
、

保
健
的
な
空
間
や
子
ど
も
の
遊
び
場
も
公

共
施
設
と
し
て
都
市
計
画
で
配
備
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
都
市
計
画
は
、
経
済

上
か
ら
い
え
ば
生
産

・
流
通

・
消
費

・
個

人
生
活
か
ら
い
え
ば
所
得
の
た
め
の
活
動

と
住
居
を
中
心
と
し
た
消
費
生
活
、
こ
れ

を
円
滑
に
楽
し
く
で
き
る
よ
う
な
都
市
と

い
う
巨
大
な
構
造
物
を
改
造
整
備
し
て
ゆ

く
の
が
任
務
で
あ
る
。
自
動
車
が
溢
れ
て

都
心
の
交
通
が
閉
塞
し
て
し
ま
っ
た
り
、

毎
日
の
通
勤
に
満
員
電
車
で
身
心
を
い
た

ず
ら
に
疲
労
さ
せ
た
り
、
と
い
う
不
都
合

も
当
然
都
市
計
画
の
責
任
で
あ
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
都
市
計
画
が
災
害
と
い
う
こ
と
に

た
い
し
て
ど
ん
な
考
慮
を
払
っ
て
い
る

か
、
こ
れ
が
こ
の
稿
の
主
題
で
あ
る
。
都

市
に
起
る
災
害
に
も
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が

考
え
ら
れ
る
。
天
災
に
た
い
し
て
人
災
と

い
う
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
天
災

す
な
わ
ち
自
然
災
害
に
し
て
も
人
為
的
な

要
素
が
災
害
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
少
な

く
な
い
。
今
日
地
震
や
台
風
を
避
け
る
方

法
は
な
い
に
し
て
も
、
都
市
が
耐
震
構
造

の
建
築
物
で
で
き
て
い
れ
ば
被
害
も
少
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
水
道

や
電
気
の
供
給
が
止
っ
た
り
、
電
話
が
不

通
に
な
っ
た
り
し
た
ら
思
わ
ぬ
被
害
が
拡

大
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

人
為
的
な
災
害
は
人
智
の
工
夫
に
よ
っ

て
避
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て

も
こ
れ
に
も
不
可
抗
力
と
い
う
場
合
も
な

い
で
は
な
い
。
都
市
で
は
人
為
的
な
災
害
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が
少
な
く
な
い
。
火
災
・
煤
煙

・
騒
音

・

交
通
事
故
な
ど
そ
の
も
っ
と
も
多
く
発
生

を
み
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
火
災

は
普
か
ら
の
問
題
で
あ
り
、
今
日
の
都
市

計
画
の
上
で
も
も
っ
と
も
工
夫
が
払
わ
れ

て
い
る
こ
と
な
の
で
こ
れ
を
中
心
に
と
り

あ
げ
て
み
よ
う
。

地
域
制
と
防
火
地
域

都
市
計
画
で
都
市
を
整
備
し
て
行
く
方

法
の
ひ
と
つ
は
地
域
制
の
設
定
で
あ
る
。

商
業
地
域

・
工
業
地
域
・
住
居
地
域
と
い

う
よ
う
な
用
途
地
域
制
は
都
市
の
内
部
活

動
の
機
能
的
配
分
を
整
備
す
る
こ
と
が
主

眼
で
あ
る
が
、
防
火
地
域
な
ら
び
に
準
防

火
地
域
は
都
市
の
火
災
予
防
が
第
一
義
で

あ
る
。
防
火
地
域
や
準
防
火
地
域
で
は
建

築
物
の
構
造
上
の
耐
火
性
や
防
火
設
備
を

当
然
要
求
さ
れ
る
。
商
業
地
域
で
は
敷
地

面
積
の
七
割
ま
で
し
か
建
築
で
き
な
い
が

も
し
そ
の
簡
業
地
域
が
防
火
地
域
に
な
っ

て
い
れ
ば
こ
の
制
限
は
全
然
は
ず
さ
れ

る
。
ま
た
準
防
火
地
域
に
な
っ
て
い
れ
ば

八
割
ま
で
に
緩
和
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
用

途
地
域
の
と
こ
ろ
で
は
敷
地
面
積
か
ら
三

十
平
方
メ
ー
ト
ル
引
い
た
も
の
の
六
割
し

か
建
築
で
き
な
い
が
、
防
火
地
域
か
準
防

火
地
域
に
な
っ
て
い
れ
ば
構
造
上
の
耐
火

性
の
条
件
を
備
え
な
い
で
も
三
十
平
方
メ

ー
ト
ル
の
天
引
を
緩
和
さ
れ
る
し
、
耐
火

構
造
に
す
れ
ば
七
割
ま
で
建
築
で
き
る
。

用
途
地
域
の
指
定
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
は
七
割
し
か
建
築
で
き
な
い
が
、
防
火

地
域
に
な
っ
て
い
れ
ば
八
割
ま
で
建
築
で

き
る
。
都
市
の
相
当
広
い
部
分
が
全
体
と

し
て
耐
火
性
を
高
め
れ
ば
建
築
密
度
を
高

め
て
も
危
険
度
は
増
大
し
な
い
と
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

昭
和
三
十
二
年
度
の
「
建
設
白
書
」
に

よ
れ
ば
都
市
計
画
を
決
定
し
て
い
る
都
市

は
八
九
六
で
あ
る
が
、
地
域
地
区
の
決
定

し
て
い
る
都
市
は
そ
の
う
ち
の
二
五

O
市

三
九
町
あ
わ
せ
て
二
八
九
都
市
で
あ
る
と

い
う
。
そ
の
中
で
も
防
火
地
域
制
の
で
き

て
い
る
都
市
は
、
防
火
地
域
の
あ
る
都
市

七
三
、
準
防
火
地
域
の
あ
る
都
市
二
ハ
ム
ハ

で
あ
る
。
防
火
地
域
だ
け
あ
っ
て
準
防
火

地
域
の
な
い
と
い
う
都
市
は
二
、
三
し
か

な
い
。
設
定
地
域
の
面
積
は
、
防
火
地
域

が
二
、

O
一
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
準
防
火
地

域
は
六
五
、
五
六
五
ヘ
ク
ク

ー
ル
で
あ

る
。
面
積
は
、
建
設
省
の
資
料
を
載
せ
て

い
る
「
日
本
都
市
年
銑
」
か
ら
計
算
し
た

が
、
こ
の
総
面
積
は
い
わ
ば
、
人
口
三
十

万
か
ら
五
十
万
ぐ
ら
い
の
都
市
の
市
街
地

面
積
に
相
当
す
る
。
東
京
の
区
な
ら
二
つ

あ
わ
せ
た
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も

防
火
地
域
の
面
積
の
半
分
は
東
京
に
設
定

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
準
防
火
地
域

の
同
じ
く
半
分
は
六
大
都
市
で
占
め
て
い

る
。
防
火
地
域
制
は
東
京
を
は
じ
め
大
都

市
に
比
較
的
広
く
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

防
火
地
域
は
東
京

・
大
阪
に
次
い
で
憤
浜

が
、
準
防
火
地
域
で
は
東
京
に
次
い
で
名

古
屋
が
大
き
い
面
積
を
も
っ
て
い
る
。
大

阪
府
の
都
市
の
よ
う
に
用
途
地
域
制
は
整

備
し
て
い
て
も
防
火
地
域
制
の
ほ
と
ん
ど

な
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
静
岡
県
下
の
都

市
の
よ
う
に
前
者
が
あ
ま
り
決
定
し
て
い

な
い
で
も
防
火
地
域
制
が
各
市
に
で
き
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

防
火
地
域
制
ば
か
り
で
な
く
、
用
途
地

域
制
の
住
居
地
域
に
は
空
地
地
区
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
住
居
地
域
に
治
け

る
敷
地
面
積
に
た
い
す
る
建
築
制
限
を
い

っ
そ
う
強
化
す
る
も
の
で
、
そ
の
制
限
に

は
第
一
種
か
ら
第
九
種
ま
で
の
段
階
が
あ

る
。
空
地
地
区
は
、
住
居
地
域
の
う
ち
で

も
建
築
密
度
を
で
き
る
だ
け
低
く
た
さ
え

て
、
閑
静
な
よ
い
住
宅
地
を
確
保
す
る
趣

旨
の
も
の
で
、
住
居
環
境
に
そ
ぐ
わ
な
い

用
途
の
建
築
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
て
よ

い
住
宅
地
を
保
持
し
て
ゆ
こ
う
す
る
住
居

専
用
地
区
と
相
似
た
目
的
の
も
の
で
あ

る
。
空
地
地
区
を
設
け
て
い
る
都
市
は
二

O
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
う
ち
一

二
は
東

京
は
じ
め
そ
の
周
辺
の
都
市
で
あ
る
。
周

辺
都
市
も
地
方
の
小
都
市
と
同
じ
く
水
道

の
普
及
や
消
防
力
の
充
実
に
な
い
て
欠
け

て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
現
状
か
ら

み
て
、
建
築
密
度
の
低
い
緑
地
に
準
ず
る

地
域
が
存
す
る
こ
と
は
防
災
上
の
見
地
か

ら
も
消
極
的
で
は
あ
る
が
相
当
な
効
果
を

も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

街
路
・
公
園
と
市
街
地
造
成

都
市
計
画
の
第
二
の
重
要
な
る
方
法
は

都
市
の
公
共
施
設
を
配
置
す
る
こ
と
で
あ

る
。
公
共
施
設
の
う
ち
で
も
防
災
的
考
慮

と
も
っ
と
も
関
連
の
あ
る
の
は
街
路
と
公

園
で
あ
ろ
う
。
街
路
計
画
は
都
市
計
画
の

第
一
歩
で
あ
る
。
家
並
と
街
路
と
い
う
も

の
は
ま
ず
都
市
的
な
表
現
で
あ
る
。
自
然

に
で
き
た
家
並
と
街
路
を
整
形
し
て
ゆ
く

こ
と
が
都
市
計
画
の
第
一
段
階
で
あ
っ

た
。
ほ
か
に
何
も
や
っ
て
い
な
い
小
都
市

の
都
市
計
画
で
も
街
路
計
画
だ
け
は
あ

る
。
地
域
地
区
の
計
画
が
あ
れ
ば
地
域
地

区
内
の
交
通
な
ら
ぴ
地
域
地
区
間
の
交
通

が
街
路
に
よ
っ
て
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
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れ
て
は
じ
め
て
機
能
的
に
分
化
し
た
都
市

の
活
動
が
一
体
化
す
る
。
大
都
市
で
は
軌

道
や
高
速
度
鉄
道
に
よ
っ
て
交
通
系
統
は

い
っ
そ
う
高
度
化
す
る
。
地
域
地
区
が
設

定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
都
市
に
は
お
の
ず

か
ら
社
会
機
能
の
地
域
的
分
化
は
行
わ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
分
化
し
た
機

能
を
有
機
的
に
結
合
し
て
都
市
活
動
を
能

率
的
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
の
が
街
路
計

画
で
あ
り
、
交
通
機
関
の
配
置
計
画
で
あ

る。
そ
の
街
路
は
平
素
の
都
市
活
動
が
能
率

的
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
そ
の
防
災
的
効
果
も
考
慮
に
入
れ
て

計
画
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
戦
災
復

興
都
市
計
画
で
は
五
十
メ
ー
ト
ル
と
か
百

メ
ー
ト
ル
と
い
う
よ
う
な
幅
員
の
街
路
を

都
心
部
に
と
り
い
れ
た
都
市
も
あ
る
が
、

広
い
道
路
は
火
災
の
延
焼
を
止
め
る
火
除

地
に
な
り
、
大
火
を
抑
止
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
火
災
の
み
な
ら
ず
い
か
な
る
非
常

の
際
に
も
避
難
路
や
避
難
所
と
し
て
役
立

つ
。
そ
し
て
こ
れ
は
公
園
体
系
が
整
備
し

て
い
れ
ば
い
っ
そ
う
有
効
に
作
用
す
る
わ

け
で
あ
る
。

そ
の
公
園
体
系
が
ま
こ
と
に
貧
弱
な
の

が
わ
が
国
の
都
市
の
現
状
で
あ
る
。
今
日

の
都
市
生
活
で
は
、
広
大
な
自
然
公
園
や

美
し
い
庭
園
的
な
公
園
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
誇
る
よ
り
も
、
市
民
の
だ
れ
も
が
い

つ
で
も
レ
ク
リ
ェ

ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て

楽
し
め
る
公
園
が
手
近
に
あ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
こ
と
に
生
活
圏
域
の
狭
い
こ
ど

も
た
ち
に
遊
び
場
所
を
設
け
て
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
住
宅
が
狭
少
化
し
高
屑

化
し
市
民
各
自
が
庭
を
持
て
な
い
よ
う
に

な
る
と
公
共
施
設
と
し
て
の
庭
や
遊
び
場

所
が
必
要
に
な
る
。
大
小
の
公
園
や
運
動

場
が
地
域
的
に
広
く
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
公
園
の
計
画
的
配

置
を
公
園
体
系
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
で

き
れ
ば
大
都
市
で
は
公
園
と
緑
地
帯
で
都

市
を
い
く
つ
か
の
地
域
に
分
割
す
る
よ
う

な
形
態
が
で
き
れ
ば
な
お
結
構
で
あ
る
。

ま
た
こ
う
い
う
空
聞
を
十
分
に
と
れ
ば
建

築
物
を
高
層
化
し
て
も
息
の
つ
ま
る
よ
う

な
感
じ
も
緩
和
で
き
る
し
、
平
面
的
な
伸

長
に
と
も
な
う
都
市
施
設
の
不
経
済
な
配

備
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
災
害
に
た
い

し
て
も
安
全
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

る。
わ
が
国
の
都
市
公
園
は
五
七

O
都
市
で

四
、
四

O
Oカ
所
、
面
積
に
し
て
約
四
、

四
五

O
万
坪
で
あ
る
が
、
市
街
地
に
あ
る

公
園
は
約
二
、

0
0
0万
坪
で
、
市
街
地

人
口
一
人
あ
た
り
0
・
五
三
坪
で
あ
る
と

い
う
。
本
年
制
定
さ
れ
た
都
市
公
園
法
で

は
住
民
一
人
あ
た
り
六
平
方
メ
ー
ト
ル
、

市
街
地
の
住
民
一

人
あ
た
り
三
平
方
メ
ー

ト
ル
を
設
置
基
準
と
し
、
建
設
省
で
は
都

市
計
画
事
業
一

0
ヵ
年
計
画
に
も
と
づ
き

公
園
整
備
一

0
ヵ
年
事
業
計
画
を
た
て
、

二
、

0
0
0万
坪
の
都
市
公
園
を
造
成
す

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

関
東
大
混
災
の
あ
と
の
東
京
の
復
興
都

市
計
画
で
は
、
わ
が
国
で
は
じ
め
て
土
地

区
整
理
を
実
施
し
て
、
多
く
の
小
公
園
を

産
み
出
し
た
。
小
学
校
建
築
の
不
燃
化
と

小
公
園
と
は
当
時
復
興
帝
都
の
新
し
い
景

観
を
も
た
ら
し
、
大
き
な
都
市
計
画
上
の

収
穂
で
あ
っ
た
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う

に
今
回
の
戦
災
で
は
一
一
五
都
市
が
被
災

し
た
。
戦
災
復
興
都
市
計
画
事
業
の
中
心

を
な
し
た
も
の
は
こ
の
土
地
区
画
整
理
事

業
で
あ
る
。
大
火
災
の
復
興
計
画
に
は
、

か
な
ら
ず
土
地
区
画
整
理
を

行
っ
て
い

る
。
土
地
区
画
整
理
は
被
災
地
で
な
け
れ

ば
実
施
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

が
、
既
成
市
街
地
を
改
造
す
る
こ
と
は
こ

う
い
う
機
会
で
な
い
と
な
か
な
か
困
難
で

あ
る
。
も
っ
と
も
改
造
の
必
要
な
の
は
主

要
駅
の
周
辺
で
あ
る
と
か
中
心
市
街
地
で

あ
る
の
で
こ
と
に
む
ず
か
し
い
。
昭
和
二

十
九
年
に
制
定
さ
れ
た
土
地
区
画
整
理
法

で
は
、
宅
地
の
立
体
化
と
い
う
方
法
を
と

り
い
れ
て
、
市
街
地
の
利
用
を
高
度
化
す

る
と
同
時
に
不
燃
化
を
は
か
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来
は
整
理
後
配

分
は
土
地
を
平
面
的
に
再
配
分
す
る
だ
け

で
過
小
宅
地
や
不
均
衡
に
た
い
し
て
は
金

銭
的
に
精
算
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
が
、
新

し
く
務
理
地
に
不
燃
構
造
の
建
築
物
を
建

て
て
各
階
の
一
部
ず
つ
を
換
地
に
あ
て
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
も

防
災
の
上
か
ら
も
ひ
と
つ
の
進
展
で
あ

る
。
既
成
市
街
地
の
土
地
区
画
整
理
事
業

は
十
カ
年
計
画
で
二
、
五

O
O万
坪
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。

近
ど
ろ
は
ま
た
大
都
市
周
辺
で
は
衛
星

都
市
開
発
の
た
め
新
し
い
市
街
地
造
成
の

た
め
の
土
地
区
画
整
理
が
行
わ
れ
つ
つ
あ

る
。
都
市
当
局
や
日
本
住
宅
公
団
の
手
に

よ
っ
て
こ
れ
に
よ
る
大
規
模
な
住
宅
地
開

発
が
計
画
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
住
宅
用

地
ば
か
り
で
な
く
、
学
校

・
病
院

・
商

店

・
工
場
な
ど
の
施
設
の
た
め
の
用
地
の

造
成
も
同
公
団
が
施
行
で
き
る
よ
う
に
公

団
法
が
三
十
二
年
四
月
改
正
さ
れ
た
の

で
、
住
宅
公
団
は
イ
ギ
リ
ス
の
新
都
市
建

設
と
同
じ
よ
う
な
事
業
を
行
う
よ
う
に
な

り
つ
つ
あ
る
。
（
イ
ギ
リ
ス
の
新
都
市
は

都
市
ど
と
に
そ
の
建
設
経
営
を
全
面
的
に
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担
当
す
る
公
団
的
組
織
が
で
き
て
い
る
の

で
、
本
質
的
に
は
遺
っ
た
も
の
で
あ
る
）

計
画
的
に
市
街
地
を
造
成
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
地
域
の
機
能
的
配
分
も
街
路
網
も
公

共
施
設
の
配
置
も
合
理
的
に
建
設
で
き
れ

ば
た
の
ず
か
ら
防
災
的
配
慮
も
十
分
折
込

む
こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。

都
市
不
燃
化
え
の
努
力

地
域
制
と
か
都
市
公
共
施
設
計
画
と
か

土
地
区
画
整
理
と
い
う
よ
う
な
都
市
計
画

本
来
の
手
法
に
よ
る
防
災
的
配
雌
は
ほ
ぼ

右
に
挙
げ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

近
来
建
設
省
当
局
が
都
市
の
建
築
物
そ
の

も
の
に
直
接
助
成
あ
る
い
は
指
導
を
行
っ

て
不
燃
都
市
を
造
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
努

力
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一

は
防
火
建
築
帯
で
あ
る
。
防
火
地
域
内
に

街
路
に
沿
っ
て
帯
状
に
防
火
建
築
帯
を
指

定
し
、
こ
れ
に
三
階
以
上
（
増
築
を
予
定

す
る
場
合
は
二
階
で
も
よ
い
）
の
耐
火
建

築
を
す
る
場
合
、
地
下
一
階
か
ら
地
上
四

階
ま
で
補
助
金
が
与
え
ら
れ
る
。
補
助
金

は
木
造
と
耐
火
構
造
と
の
標
準
建
築
費
の

差
額
に
た
い
し
て
地
方
公
共
団
体
が
補
助

金
を
出
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
国
庫
補
助

も
行
わ
れ
る
仕
組
で
み
る
。
こ
れ
で
建
築

主
は
木
造
と
大
差
の
な
い
寅
担
で
耐
火
構

造
の
建
築
物
が
建
て
ら
れ
、
こ
う
し
て
完

成
し
た
防
火
建
築
帯
は
都
市
の
重
要
な
中

心
部
を
縦
断
す
る
ひ
と
つ
の
防
火
壁
と
な

っ
て
火
災
の
燃
焼
を
牒
断
す
る
役
割
を
果

す
わ
け
で
あ
る
。
大
火
後
の
鳥
取
市
で
ま

ず
実
施
さ
れ
、
防
火
建
築
帯
の
指
定
を
う

け
た
都
市
は
六
四
、
建
設
さ
れ
た
建
築
帯

の
延
長
は
二
万
メ

ー
ト
ル
（
指
定
さ
れ
た

建
築
帯
の
総
延
長
は
五
五
万
余
メ
ー

ト

ル
）
と
な
っ
て
い
る
。
建
設
省
で
は
、
来

年
度
か
ら
さ
ら
に
こ
の
方
式
を
拡
大
し

て
、
小
都
市
で
街
路
の
拡
幅
を
行
う
際
同

時
に
不
燃
建
築
化
で
き
る
よ
う
に
補
助
率

を
高
く
し
た
特
殊
防
火
建
築
帯
の
構
想
も

洩
ら
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
日
本
住
宅
公
団
が
建
設
し
て

い
る
住
宅
は
同
公
団
法
に
も
規
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
す
ペ
て
耐
火
構
造
で
建
て

ら
れ
て

い
る
。
ま
た
住
宅
金
融
公
庫
も
当

初
か
ら
耐
火
梢
造
の
住
宅
に
は
融
資
期
聞

を
長
く
し
て
、
不
燃
建
築
の
普
及
を
助
長

し
て
き
た
が
、
三
十
二
年
度
か
ら
は
住
宅

に
店
舗

・
事
務
所
を
併
存
す
る
中
高
層
耐

火
建
築
物
に
も
融
資
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
公
営
住
宅
に
沿
い
て
さ
え
、

す
で
に
こ
の
中
層
耐
火
構
造
の
併
存
住
宅

が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
戦
後
の
住
宅
政
策
が
、
初
期

に
は
個
別
的
分
散
的
に
あ
る
い
は
都
市
周

辺
部
に
治
い
て
建
設
を
行
っ
て
い
た
の
に

た
い
し
、
よ
う
や
く
新
し
い
市
街
地
の
大

規
模
な
開
発
や
既
成
市
街
地
の
集
約
的
利

用
を
目
的
と
す
る
高
層
化
不
燃
化
に
積
極

的
意
欲
を
一
示
し
て
き
た
の
を
み
る
と
、
そ

の
都
市
計
画
的
意
義
、
と
く
に
防
災
的
効

果
を
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
以
上
に
述
ペ
て
き
た
よ
う
に
法
的
規

E
や
政
策
の
表
面
だ
け
を
眺
め
て
楽
観
し

日

本

損

害

保

険

協

会

防

火

映

画

損
保
協
会
災
害
予
防
部
で
は
火
災
予
防
運

動
の
一
環
と
し
て
防
火
に
関
す
る
快
画
を
毎

年
企
画
製
作
し
て
お
り
、
脱
に
次
の
九
本
が

完
成
し
て
い
る
。
特
に
「
衝
を
守
る
子
た
ち
」

は
全
日
本
P
－

R
映
画
コ

ソ
グ

1

ル
に
入

賞
、
教
育
映
画
と
し
て
文
部
省
か
ら
選
定
さ

れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
映
画
を
学
校

や
工
場
、
消
防
署
等
で
上
映
御
希
望
の
場
合

に
は
無
料
で
貸
出
に
応
ロ
て
お
り
ま
ず
か
ら

広
く
御
利
用
下
さ
い
。（主

と
し
て
十
六
耗
版
）

て
い
て
は
い
け
な
い
。
都
市
こ
と
に
大
都

市
の
発
展
は
都
心
に
周
辺
に
日
日
絶
え
間

な
く
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
が
た

は
ま
っ
た
く
生
存
競
争
そ
の
も
の
で
、
建

築
基
準
法
を
故
意
に
か
善
意
で
か
踏
み
に

じ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
例
も

少
な
か
ら
ず
見
受
け
る
の
で
あ
る
。
と
く

に
防
災
的
見
地
か
ら
簡
単
に
見
過
ご
せ
な

い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

〈
悠
者
は
全
国
市
長
会
研
究
室
主
幹
、
慶
応
義

塾
大
学
講
師）

御製

紹作

介
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昭
和
斜
年
度
作
品

「
燃
え
な
い
町
」

ご
巻

グ

お
年
度
作
品

「
私
達
の
家
庭
防
火
」二

巻

初
年
度
作
品

「
一
人
は
万
人
の
為
に
万

人
は
一
人
の
為
に
」
二
巻

幻
年
度
作
品

「
音
楽
一
家
」

二
巻

お
年
度
作
品

「
工
場
の
防
火
」

二
巻

（
国
家
消
防
本
部
並
に
労
働
省
推
薦
）

m年
度
作
品

「
衡
を
守
る
子
た
ち
」

（
文
部
省
選
定
）

一一巻

初
年
度
作
品

「
修
学
旅
行
」

二
巻

幻
年
度
作
品

「
と
も
だ
ち
」
四
巻

ヘ
国
家
消
防
本
部
推
薦
J

f

文
部
省
選
定

、

犯
年
度
作
品
「
只
今
勉
強
中
」
＝
一
巻

ヘ国

家
消
防
本
部
推
薦
J

f

文
部
省
選
定
〈
特
別
選
定
と

，， ，，， ，， ，， ，，，， ，， 
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の

三
、
火
災
通
報
状
況

（
続
）

た
だ
電
話
の
欠
陥
は
火
災
発
見
当
事
者

の
心
理
状
態
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
昂
奮

し
て
い
る
の
で
う
ま
く
一
一
九
に
か
か
ら

ぬ
こ
と
が
あ
る
し
、
ま
た
通
話
内
容
も
上

っ
て
し
ま
っ
て
必
要
事
項
（
何
区
、
何

町
、
何
番
地
、
火
元
建
物
名
、
主
要
目
標
）

が
伝
え
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
補
う
方
法
と
し
て
テ
l
プ
レ

芦

浦

義

雄

そ

の

2 

コ
ー
グ
l
利
用
の
盗
難
火
災
非
常
通
報
容

の
よ
う
に
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
に
よ
っ
て

自
動
的
に
一
一
九
に
通
話
す
る
仕
組
の
も

の
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
火
災
報
知
機
は

ま
た
こ
の
点
を
解
決
し
た
最
も
単
純
な
動

作
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
も
の
で

あ
る
。通

報
に
要
す
る
時
間
の
短
縮
の
問
題
は

今
後
と
も
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
現
在
実
施
せ
ら
れ
て
い
る
諸
方

法
の
所
要
時
聞
は
火
災
報
知
機
で
あ
れ
ば

火
災
発
見
箇
所
か
ら
そ
の
設
置
位
置
に
到

着
す
る
迄
の
時
間
が
主
で
、
硝
子
を
破
り

ボ
タ
ン
を
押
す
に
要
す
る
時
聞
は
計
算
に

入
れ
な
く
て
も
よ
い
位
の
も
の
で
あ
る
か

ら
結
局
報
知
機
分
布
が
密
に
設
け
ら
れ
れ

ば
そ
れ
だ
け
時
聞
を
短
縮
出
来
る
こ
と
と

な
る
。
馳
付
報
も
亦
消
防
果
迄
の
距
離
に

関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
諸
電
話
の
場
合

は
電
話
の
位
置
に
趣
く
迄
の
時
間
と
一
一

九
の
呼
出
し
及
び
場
所
主
要
目
標
の
通
話

に
要
す
る
時
間
の
合
計
で
あ
る
が
、
今
日

迄
の
統
計
に
よ
る
と
そ
れ
等
に
要
す
る
時

間
は
ま
ち
ま
ち
で
正
確
に
は
算
出
で
き
な

い
が
、
別
表
の
覚
知
別
焼
失
坪
数
の
比
較

が
即
ち
そ
の
所
要
時
間
の
比
を
表
わ
す
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

而
し
乍
ら
実
情
は
通
報
を
忘
れ
て
物
品
の

搬
出
或
は
消
火
等
に
当
り
、
手
に
治
え
な

く
な
っ
て
始
め
て
消
防
え
の
通
報
に
気
付

く
場
合
が
非
常
に
多
く
、
従
っ
て

出

火

（
こ
の
場
合
は
必
ず
し
も
建
物
に
着
火
し

た
時
間
と
は
限
ら
な
い
）
か
ら
発
見
、
消

防
機
関
え
の
通
報
、
そ
し
て
署
所
え
の
出

場
指
令
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
時
間
は
平
均

し
て
四
乃
至
七
分
位
で
あ
る
と
見
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
通
話
時
間
の
短
縮
の
具
体

的
対
策
と
し
て
は
、
か
か
る
施
設
問
題
以

外
に
も
そ
の
対
象
物
内
に
於
け
る
消
防
計

画
の
樹
立
と
訓
練
が
重
要
と
な
っ
て
く

る
。
即
ち
通
報
責
任
者
を
定
め
て
確
実
迅

速
に
通
報
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

東
京
に
於
け
る
火
災
は
例
え
ば
昭
和
白

年
は
玉
、

O
四
五
件
で
あ
っ
た
が
、
実
際

に
通
報
を
受
け
た
件
数
は
七
、
入

O
六
件

に
及
び
、
而
も
実
火
災
に
つ
い
て
は
そ
の

一
件
一
件
に
つ
き
実
際
は
数
館
所
か
ら
各

種
の
通
報
が
重
複
し
て
入
っ
て
く
る
の
で

通
信
勤
務
員
は
大
童
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

他
に
誤
報
、
悪
戯
の
多
い
こ
と
は
誠
に
残

念
な
こ
と
で
、
昭
和
白
年
は
誤
報
で
は
電

話
類
五
六
五
件
、
報
知
機
四
一
件
、
馳
付

一
一
一
件
に
及
び
、
誤
報
は
己
を
得
な
い
と

し
て
も
悪
戯
で
は
電
話
類
六
八
件
、
報
知

機
は
な
ん
と
一

、
二
二
一

一件
に
達
し
之
等

の
た
め
の
出
場
ポ
ン
プ
そ
の
他
の
車
輸
台

数
は
実
に
七
、
八
四
一
台
、
出
場
人
員
四

て

二
七
九
人
に
及
び
茜
し
い
無
駄
を
費

し
、
時
と
し
て
時
を
同
じ
う
さ
る
実
火
災

に
対
す
る
消
防
行
動
に
蹴
簡
を
来
す
場
合

も
あ
る
の
で
、
特
に
悪
戯
者
の
反
省
と
悪

戯
防
止
え
の
近
隣
者
の
協
力
が
強
く
求
め

ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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初
期
消
火
の
状
況

火
災
を
発
見
し
た
場
合
は
消
防
機
関
え
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の
通
報
、
構
内
え
の
警
報
、
と
同

時
に
初
期
消
火
を
行
う
の
が
通
常

で
あ
る
が
、
実
際
は
別
表
の
如
く

m
vb
は
初
期
消
火
を
行
わ
な
い
も

の
、
ま
た
幸
に
自
然
鎮
火
し
た
も

の
で
あ
る
の
で
唖
然
と
さ
せ
ら
れ

る
。
消
火
を
行
っ
た
も
の
の
内
訳

は
全
火
災
に
つ
い
て
見
る
と
叩

%

余
が
バ
ケ
ツ
注
水
、
勾
V
A
位
が
消

火
器
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
を

建
築
火
災
の
み
に
つ
い
て
見
た
場

合
、
そ
の
内
で
も
条
例
＋
条
で
一
不

す
特
殊
建
築
の
み
の
場
合
、
事
輔

船
舶
の
み
の
場
合
等
に
分
け
て
見

る
と
表
の
示
す
如
く
後
者
程
消
火

器
使
用
が
多
く
そ
の
特
性
を
表
わ

し
て
い
る
。

初
期
消
火
、
飛
火
警
戒
に
水
が

有
効
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
バ

ケ
ツ
と
水
の
用
意
は
当
然
必
要
な

こ
と
で
、
前
述
の
如
く
実
火
災
に

於
て
も
バ
ケ
ツ
注
水
が
盛
に
行
わ

れ
て
い
る
が
、
現
今
で
は
消
火
器

で
な
け
れ
ば
消
火
し
得
な
い
種
類

の
火
災
が
多
く
な
っ
て
来
た
の
で

一
般
に
消
火
器
の
整
備
の
要
に
迫

ら
れ
て
い
る
。
即
ち
油
そ
の
他
の

化
学
薬
品
火
災
、
水
で
は
感
電
危

159 

険
を
伴
ふ
電
気
火
災
等
が
そ
れ
で
、
こ
の

外
高
所
或
は
注
水
し
に
く
い
狭
い
場
所
等

の
火
災
の
消
火
に
は
文
口
、
斧
等
の
破
嬢

器
具
と
ポ
ン
プ
式
の
消
火
器
が
必
要
と
な

っ
て
来
る
。

戦
前
に
は
消
火
器
に
依
存
し
過
ぎ
て
消

防
機
関
え
の
通
報
を
行
わ
ず
却
っ
て
大
事
・

に
し
て
し
ま
う
場
合
や
、
い
ざ
鎌
倉
の
場

合
に
有
効
に
機
能
を
発
揮
し
得
な
い
消
火

器
が
多
か
っ
た
の
で
、
専
門
家
の
間
で
も

一
般
に
消
火
器
不
用
論
す
ら
あ
っ
た
が
戦

争
中
の
諸
体
験
及
び
戦
後
の
進
駐
軍
の
影

響
も
あ
っ
て
、
今
日
で
は
寧
ろ
そ
の
よ
う

な
欠
陥
を
克
服
解
決
す
る
こ
と
に
努
力
を

払
い
、
大
い
に
消
火
器
を
使
い
こ
な
す
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
積
極
論
に
転

換
し
て
、
現
在
で
は
消
防
関
係
法
令
に
よ

っ
て
強
制
設
置
の
扱
い
を
受
け
る
対
象
が

多
く
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
状
態
で
あ

る
。消

火
器
の
整
備
に
つ
い
て
の
諸
条
件
は

消
防
法
、
火
災
予
防
条
例
、
危
険
物
取
締

条
例
、
運
輸
関
係
法
令
等
に
定
め
ら
れ
て

い
る
通
り
で
あ
る
が
、
先
づ
国
家
規
格
に

適
合
す
る
消
火
器
の
う
ち
か
ら
設
置
箇
所

の
目
的
物
に
適
す
る
種
類
の
消
火
器
を
選

定
し
、
且
つ
そ
の
場
所
の
条
件
に
必
要
と

す
る
単
位
数
の
消
火
器
容
量
並
び
筒
数
を

c 17 ) 



満
た
す
必
要
が
あ
る
。
消
火
器
の
種
類
に

は
色
k

あ
る
が
全
国
統
計
に
よ
る
と
火
災

に
際
し
使
用
さ
れ
た
消
火
器
の
種
類
と
そ

の
多
寡
の
率
は
表
の
如
く
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
率
で
現
実
的
に
消
火
器
が

全
国
に
設
備
さ
れ
て
い
る
と
見
倣
す
こ
ど

も
出
来
る
。

こ
の
傾
向
は
市
部
と
郡
部
と
に
よ
っ
て

異
る
こ
と
は
ま
た
当
然
で
あ
る
。
消
火
器

の
設
置
に
当
つ
て
は
所
要
消
火
単
位
数
を

計
算
し
て
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

一
消
火
単
位
と
い
う
の
は
初
期
に
於
て
そ

の
目
的
物
火
災
を
消
火
す
る
に
足
る
水
又

は
薬
量
を
持
つ
消
火
器
を
云
う
の
で
あ
る

が
、
消
火
器
の
種
類
様
式
等
に
よ
っ
て
夫

々
異
る
。
之
等
消
火
器
は
不
時
使
用
に
際

し
て
直
に
そ
の
機
械
的
機
能
な
り
、
化
学

的
性
能
を
充
分
に
発
揮
し
得
る
よ
う
に
整

備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
消
火
器

は
こ
の
よ
う
に
火
災
初
期
の
対
策
用
と
し

て
絶
対
外
れ
の
な
い
効
果
を
期
待
さ
れ
て

い
る
だ
け
に
、
公
安
的
責
任
を
担
う
重
要

器
材
で
あ
る
と
云
え
る
。
従
っ
て
そ
れ
等

は
直
ち
に
動
員
出
来
る
よ
う
な
位
置
に
、

容
易
に
識
別
し
得
る
状
態
に
設
備
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
誰
も
が
そ
れ
の
使
用

の
時
期
、
起
動
の
方
法
、
消
火
の
こ
っ
、

消
火
直
後
の
注
意
事
項
等
を
熟
知
し
何
時

で
も
使
用
出
来
る
状
態
に
ま
で
訓
練
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

消
防
機
関
の
行
う
予
防
査
察
の
結
果
の
指
摘
事

項
中
包
括
は
消
火
器
に
関
す
る
も
の
で
単
位
不

足
、
選
択
の
誤
り
、
設
置
位
置
不
良
、
機
能
性
能

の
不
良
、
使
用
方
法
の
未
知
等
で
、
之
等
の
不
良

事
項
は
即
実
火
災
の
際
に
前
記
の
よ
う
な
消
火
器

不
効
果
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
東
京

に
於
け
る
初
期
消
火
不
効
果
の
傾
向
は
別
表
の
一
示

す
如
き
状
態
で
各
手
段
と
も
何
が
し
か
の
失
敗
を

喫
し
て
い
る
。
こ
の
表
は
ま
た
バ
ケ
ツ
だ
け
で
な

く
消
火
器
を
も
備
え
た
方
が
よ
い
こ
と
を
も
示
し

て
い
る
が
、
バ
ケ
ツ
の
方
が
消
火
器
よ
り
不
効
果

率
が
大
で
あ
る
し
、
ま
た
小
火
で
消
し
止
め
得
る

率
も
亦
パ
ケ
ツ
よ
り
消
火
器
の
方
が
大
き
い
か
ら

で
あ
る
。

消
火
栓
の
利
用
は
東
京
で
は
昭
和
初
年
7
件
、

出
年
目
件
、
ロ
年
6
月
迄
日
件
で
漸
増
を
一
示
し
、

ま
た
不
成
功
率
は
約
日
%
に
及
ん
で
い
る
が
、
な

お
整
備
並
び
に
訓
練
の
必
要
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
設
置
件
数
は
少
い
の
で
奏

功
例
も
未
だ
少
な
い
。

本
格
的
火
掛
り
に
要
す
る
時
聞
は
放
水
開
始
後

早
い
場
合
で
数
分
か
ら
長
時
間
の
も
の
は
拾
数
時

間
以
上
を
要
す
る
が
、
消
火
器
に
よ
る
初
期
の
消

火
は
液
さ
え
発
射
さ
れ
、
無
駄
な
く
火
点
に
集
中

さ
れ
る
な
ら
ば
消
火
に
要
す
る
時
間
は
殆
ん
ど
か

か
ら
な
い
、
寧
ろ
消
火
器
の
所
定
位
置
に
趣
き
そ

初期消火不効果内訳詞ベ（東京23区内〉
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早
期
発
見
で
小
火
で
消
し
と
め
た
屋
内
火
災

fill 

上

早
期
発
見
で
小
火
で
消
し
と
め
た
屋
外
火
災

滑
時

発
見
が
遅
れ
自
衛
消
防
で
は
手
が
つ
け
ら
れ
な
く
な

っ
た
映
画
館
火
災

こ
か
ら
火
点
ま
で
の
搬
送

に
要
す
る
往
復
所
要
時
閣

の
方
が
影
響
す
る
。
も
し

消
火
に
時
間
が
か
か
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
初
期
消
火

行
為
そ
の
も
の
が
既
に
時

期
を
失
し
て
い
る
か
、
ま

た
そ
の
目
的
物
に
不
適
当

な
消
火
器
で
あ
る
か
、
或

は
薬
液
不
足
の
た
め
一
部

消
火
し
た
部
分
が
逆
に
再

燃
す
る
結
果
と
な
っ
て
い

る
場
合
等
で
あ
り
、
初
期

消
火
不
成
功
で
本
格
的
炎

上
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

実
火
災
に
於
け
る
不
成
功
率
の
未
だ
高
い

こ
と
は
前
述
諸
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な

い
証
拠
で
あ
る
の
で
今
後
は
こ
の
点
に
つ

い
て
一
層
の
注
意
が
払
わ
れ
施
策
さ
れ
る

必
要
を
感
ず
る
。
ま
た
仮
り
に
消
火
器
の

使
用
が
不
成
功
に
帰
し
て
も
次
の
手
段
と

し
て
消
火
栓
そ
の
他
の
器
材
の
威
力
を
発

揮
す
べ
き
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
の
で
こ
れ
等

を
う
ま
く
活
用
し
て
火
災
を
喰
止
め
消
防

機
関
に
バ
ト
ン
を
渡
す
べ
き
で
あ
る
。
人

為
的
消
火
行
為
が
到
底
許
さ
れ
な
い
危
険

な
場
所
、
或
は
絶
対
に
間
に
合
わ
な
い
場

所
等
に
於
て
は
自
動
消
火
装
置
を
設
け
て

之
に
備
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
場

合
そ
の
装
置
に
水
、
噴
霧
、
化
学
薬
品
等

の
何
れ
を
選
ぶ
か
は
消
火
器
の
場
合
と
同

様
そ
の
目
的
物
如
何
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て

く
る
。
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五
、
ま

と

め

火
災
現
場
に
見
る
穣
災
者
の
半
狂
乱
の

婆
に
は
思
わ
ず
目
を
そ
む
け
ざ
る
を
得
な

い
し
、
ま
た
新
学
期
間
際
の
こ
と
で
あ
っ

た
が
着
の
み
着
の
ま
ま
で
片
手
に
手
提
か

ぱ
ん
、
も
う
片
方
に
新
品
の
赤
い
ラ

ン
ド

セ
ル
を
吊
げ
て
飛
び
出
し
て
く
る
父
親
を

見
か
け
た
が
思
わ
ず
ホ

ロ
リ
と
さ
せ
ら
れ



た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
も
発
見
通
報
が
手

遅
れ
と
な
っ
た
為
で
あ
る
。
一
般
に
は
通

報
、
初
期
消
火
を
よ
そ
に
荷
物
の
搬
出
に

我
を
忘
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
結
果

は
誠
に
み
じ
め
な
も
の
と
な
る
。

前
述
の
如
く
発
見
、
通
報
、
初
期
消
火

の
夫
々
の
必
要
性
は
云
う
に
及
ぱ
ず
、
そ

の
方
策
手
段
ま
た
解
り
易
い
事
柄
で
あ
る

が
、
通
報
、
初
期
消
火
、
避
難
等
の
実
践

に
当
つ
て
は
建
物
用
途
、
火
災
の
様
相
及

ぴ
居
合
せ
る
で
あ
ろ
う
人
員
如
何
に
よ
っ

て
は
、
同
時
処
置
の
定
石
通
り
の
動
き
が

取
り
得
ず
ど
う
し
て
も
応
用
動
作
と
し

て
、
突
差
に
そ
の
順
位
判
断
を
し
つ
つ
断

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
困
難
さ
が
あ
る
。

従
っ
て
事
前
に
各
種
条
件
を
想
定
し
て
施

設
整
備
を
行
う
と
共
に
、
管
理
面
に
於
け

る
人
員
配
置
、
勤
務
方
法
の
工
夫
と
の
綜

合
的
対
策
に
よ
っ
て
具
体
的
解
決
を
図
ら

な
け
れ
ば
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
。

HI
－－、、
J
K、
t
、J
、、
J
＼
J
＼
J
K
、
r、
r＼・
・＼
J
＼
J
K
J
、t
t、

．．
 

、

．．
 
、

．．
 
、J
・、
、t
、J
、

．．
 
、

．．
 
、1
J

t
f

e

ハ

…

「

予

防

時

報

」

発

行

の

主

旨

に

う

い

て

一

J
 

ん

戦
前
か
ら
世
界
有
数
の
火
災
国
と
し
て
知
ら
れ
た
我
国
は
今
日
な
お
一
日
平
均

〉
／
 

一

約
一
億
円
K
近
い
財
貨
を
灰
K
し
て
お
り
ま
す
。
戦
後
我
国
損
害
保
険
会
社
は
積

〈

～
極
的
K
火
災
損
害
の
逓
減
を
計
り
以
っ
て
疲
弊
し
た
我
国
経
済
の
自
立
と
国
力
の

J

〈
回
復
推
進
一
の
急
務
な
る
事
陀
着
目
し
日
本
損
害
保
険
協
会
K
災
害
予
防
部
を
新
設

V

一
～
す
そ
の
火
災
収
入
保
険
料
の

一
部
を
醸
出
し
て
全
国
誇
都
市
へ
の
消
防
ポ
ジ
プ

一

～
車
、
火
災
報
知
機
の
寄
贈
、
専
門
講
師
の
派
遣
に
よ
る
都
市
巡
回
防
火
講
演
会
の
〉r

 

〈
開
催
、
防
火
映
画
の
作
製
、
業
恕
別
工
場
防
火
時
章
、
各
種
防
火
資
料
、
パ
y
フ

ヘ
J
 

V

レ
ヅ
ト
の
作
製
配
布
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

f

ん

本
誌
も
て
る
事
業
の
一
環
と
し
て
拘
先
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
広
〈
御
活

V／
 

の

用
願
え
れ
ば
幸
K
存
じ
ま
す
。

〈

／

ハ

Je
 

r
’e
、ete－－
e
k
p・t
・－k
l

、，tJ
、，kee
、，kJ
、，kJ
、，kf、J
k
t、J
k
t

、，L

特
日
人
命
安
全
を
考
え
る
な
ら
ば
早
期

発
見
と
然
る
べ
き
避
難
設
備
と
誘
導
が
必

要
で
、
設
備
と
し
て
は
先
づ
自
動
火
災
感

知
設
備
の
役
割
が
大
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
火
災
拡
大
防
止
の
重
要
段

階
で
あ
る
初
期
に
於
け
る
方
策
は
特
に
火

災
国
日
本
に
於
て
は
真
剣
に
取
組
む
価
値

の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
之
等
は
各
自
の

自
衛
力
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

。

。

で
、
こ
れ
が
た
め
各
事
業
所
毎
、
各
世
帯

毎
に
関
係
者
の
最
大
の
関
心
の
寄
せ
ら
れ

ん
こ
と
を
希
う
も
の
で
あ
る
。

2
5

（
三
二
、

一
O
、
二
一
）

（筆
者
は
東
京
消
防
庁
予
防
部
予
防
課
長）
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消
火
器
に
よ
る
消
火
訓
練

消
火
器
で
立
向
っ
た
が
既
に
初
期
消
火
の
時
機
を
失
し
た
火
災
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軍
国を消きめ消火

・
・
・
・
：
消
火
器
の
よ
ろ
め
き
・
・
・
：
・

昨
年
末
、
中
央
の
有
力
新
聞
の
社
会
面

に
、
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
街
の
防
火
対
策
」
と

し
て
各
戸
毎
に
消
火
器
を
備
え
た
事
が
写

真
入
り
で
報
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

よ
く
見
る
と
、
そ
の
消
火
器
は
四
塩
化

炭
素
式
の
も
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
だ
か
ら
困
る
ん
だ
」

購
入
す
る
側
の
無
智
の
為
か
、
業
者
の

売
ら
ん
か
な
主
義
の
故
か
、
詳
か
で
な
い

が
、
消
火
器
を
火
除
の
神
符
と
同
様
に
考

え
て
い
る
訳
で
も
あ
る
ま
い
に
、
余
り
の

こ
と
に
呆
れ
返
る
ば
か
り
か
、
こ
の
記
事

を
書
き
、
写
真
を
載
せ
た
人
の
セ
ン
ス
さ

え
疑
い
た
く
な
っ
た
。

今
更
言
う
迄
も
な
い
が
、
消
火
器
に

は
、
酸
ア
ル
カ
リ
、
泡
、
四
壊
化
炭
素
、

炭
酸
ガ
ス
、
ド
ラ
イ
ケ
ミ
カ
ル
、
」
塩
化

一
臭
化
メ

タ
ン
等
k

、
数
多
く
の
種
類
が

あ
り
、
然
も
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長
を
有
し

て
い
る
が
、
一

朝
有
事
の
際
に
そ
の
特
長

に
基
い
て
使
用
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も

の
の
役
に
立
た
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
返
っ
て
逆

効
果
を
招
い
て
災
害
を
更
に
大
き
く
す
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
の
極
め
て
砂
い
こ

と
を
甚
だ
遺
憾
に
思
う
。

予
防
査
察
に
行
っ
て

し
ば
ら
く
前
の
話
で
あ
る
が
、
或
る
発

電
会
社
の
支
社
を
予
防
査
察
し
た
時
の
こ

と
、
其
処
に
設
置
さ
れ
た
消
火
器
が
全
部

炭
酸
ガ
ス
式
の
も
の
だ
っ
た
の
で
、
支
社

長
に
対
し
て

「
こ
の
消
火
器
は
こ
ち
ら
で
購
入
さ
れ

た
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
た
処
、
「
本
社
で

購
入
し
て
送
ら
れ
た
も
の
」
と
の
返
事
。

「
こ
ち
ら
は
事
務
系
統
の
仕
事
の
み
で

あ
り
、
発
電
機
一
台
あ
る
訳
ぢ
ゃ
な
い
。

然
も
木
造
建
築
物
な
の
で
す
か
ら
こ
の
消

火
器
は
余
り
役
に
立
ち
ま
せ
ん
よ
」

驚
い
た
支
社
長
さ
ん

「
そ
ん
な
訳
で
は
困
る
か
ら
是
非
実
験

を
や
っ
て
見
せ
て
下
さ
い
」

実
の
処
私
も
、
炭
酸
ガ
ス
消
火
器
は
大

分
以
前
に
五
十
セ
ン
チ
四
方
程
の
タ
ン
ク

に
入
れ
た
油
の
火
焔
を
消
火
す
る
実
験
を

一
回
見
た
だ
け
で
、
一

般
可
燃
物
に
対
し

て
は
無
効
だ
ろ
う
位
の
知
識
の
み
で
、

実

際
に
失
敗
し
た
例
は
見
た
こ
と
も
、
聞
い

た
こ
と
も
な
い
。
只
、
市
条
例
で
一

般
可

燃
物
に
不
適
と
さ
れ
て
い
る
の
が
唯
一
の

摂
拠
と
言
う
極
め
て
頼
り
な
い
も
の
で
あ

る
。
万
一
実
験
の
結
果
消
火
に
成
功
し
た

ら
ハ
ツ
キ
リ
言
い
切
っ
た
手
前
、
引
く
に

引
か
れ
ず
心
臓
の
鼓
動
の
み
い
た
ず
ら
に

高
め
た
の
だ
っ
た
。

消
火
器
の
実
験

表
の
広
場
へ

、
鈍
屑
や
廃
材
を
積
ん
で

油
を
か
け
用
意
万
端
整
っ
て
、
そ
の
周
聞

に
大
勢
の
職
員
が
円
陣
を
作
っ
て
見
物
し

て
い
る
。
同
行
し
た
予
防
係
の
消
防
士
長

も
思
い
な
し
か
心
配
そ
う
な
顔
を
し
て
い

る
。
消
防
の
本
職
が
、
不
細
工
な
消
し
方

の
た
め
に
消
え
な
か
っ
た
で
は
理
屈
に
な

ら
な
い
。

結
局
そ
の
消
防
士
長
に
消
火
器
を
持
た

せ
て
、
使
用
方
法
に
従
っ
て
、
風
上
か
ら

で
き
る
だ
け
接
近
し
て
ガ
ス
を
放
出
す
る

よ
う
に
説
明
し
た
上
で
、
愈
k

鈎
屑
に
点

火
し
た
。
忽
ち

一
米
以
上
に
火
焔
が
昇

る
。
頃
は
よ
し
、
と
炎
に
向
っ
て
炭
酸
ガ

ス
を
放
出
す
る
。
ガ
ス
の
当
っ
た
附
近
の

炎
は
パ
ツ
と
抑
え
ら
れ
て
、

一
瞬
黒
く
な

る
。
次
へ
廻
っ
て
パ
ツ

：
：
そ
し
て
又
次

へ
：：
：
処
が
ど
う
だ
ろ
う
。

最
初
に
消
し

た
部
分
は
、
再
び
盛
ん
に
炎
を
揚
げ
て
い

る
で
は
な
い
か
。

か
く
し
て
二
廻
り
程
す
る
内
に
ガ
ス
を

放
出
し
尽
し
て
終
り
。
火
焔
の
方
は
最
初
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に
も
増
し
て
炎
点
と
燃
え
盛
っ
て
、
結
局

バ
ケ
ツ
注
水
で
鎮
火
と
な
っ
た
。

以
上
の
こ
と
は
、
本
社
が
発
電
会
社
な

の
で
、
電
気
火
災
用
の
炭
酸
ガ
ス
消
火
器

を
大
量
に
購
入
し
、
そ
れ
を
そ
の
鐙
各
支

社
に
送
り
届
け
た
結
果
の
喜
劇
だ
が
、
若

し
こ
れ
が
本
物
の
火
災
だ
っ
た
ら
何
と
厄

介
な
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

火

に

は

水

何
と
言
っ
て
も
、
泣
く
子
に
乳
、
火
に

は
水
で
あ
る
。
殊
に
一
般
木
造
建
築
物
の

場
合
水
に
勝
る
消
火
方
法
は
な
い
が
、
火

災
を
発
見
す
る
と
同
時
に
直
ぐ
間
に
合
わ

せ
る
こ
と
、
高
い
所
へ
も
注
水
し
得
る
こ

と
等
の
条
件
に
合
致
せ
し
め
る
為
に
は
、

当
然
消
火
器
に
頼
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
問
題
は
、
消
火
器
の
性
能
即

ち
内
容
薬
剤
の
適
合
性
に
絞
っ
て
考
え
ら

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
は
言
っ
て

も
、
油
脂
類
、
電
気
及
び
発
火
性
化
学
薬

品
な
ど
の
よ
う
な
厄
介
千
万
な
発
火
物
が

あ
っ
て
、
水
で
は
ど
う
に
も
処
置
で
き
な

い
場
合
も
あ
る
。
然
し
消
火
の
目
標
が
木

造
建
築
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
応

す
る
性
能
を
有
す
る
消
火
器
を
設
置
す
ペ

き
は
当
然
で
あ
る
。

燃
焼
の
三
要
素

可
燃
物
、
温
度
、
空
気
を
燃
焼
の
三
要

素
と
呼
ば
れ
、
こ
の
内
の
一
つ
を
除
く
こ

と
が
消
火
の
原
理
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

消
火
方
法
を
最
も
合
理
的
に
、
然
も
簡
単

に
奏
効
せ
し
め
る
よ
う
に
考
案
さ
れ
た
の

が
消
火
器
で
あ
る
。

前
記
の
炭
酸
ガ
ス
式
は
言
う
造
も
な
く

空
気
ハ
酸
素
）
を
遮
断
す
る
窒
息
消
火
を

目
的
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
空
気
が
自

由
に
流
通
す
る
場
所
で
そ
の
効
果
を
望
む

事
が
間
違
っ
て
い
る
。
注
水
し
た
の
で

は
、
感
電
の
危
険
が
あ
る
と
か
、
モ
ー
ト

ル
そ
の
他
機
械
類
を
損
傷
す
る
虞
れ
の
あ

る
時
、
又
は
室
内
で
の
油
火
災
の
よ
う
な

場
合
に
の
み
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
例
え
電

気
火
災
で
あ
っ
て
も
、
屋
内
配
線
の
シ
ョ

ー
ト
や
、
電
熱
器
具
の
過
熱
等
で
建
造
物

が
燃
え
て
い
る
な
ら
ば
勿
論
水
に
如
く
は

な
い
だ
ろ
う
。

最
初
に
記
し
た
四
塩
化
炭
素
式
も
、
放

出
さ
れ
た
薬
液
が
不
燃
性
ガ
ス
に
な
っ
て

拡
散
し
て
窒
息
消
火
を
行
う
原
理
は
、
炭

酸
ガ
ス
式
と
全
く
同
様
で
あ
る
。

小
使
さ
ん
だ
け
の
防
火

以
上
で
ど
の
よ
う
な
個
所
に
、
ど
ん
な

消
火
器
が
適
し
て
い
る
か
自
然
判
っ
て
来

る
と
思
う
が
、
更
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
建
物
内
に
居
住
又
は
勤
務
す
る
人
達

全
員
が
、
消
火
器
の
置
場
所
と
使
用
方
法

を
充
分
知
悉
し
て
い
て
頂
き
た
い
。
我
・々

が
査
察
に
行
っ
て
消
火
設
備
の
こ
と
を
質

問
す
る
と
、
庶
務
で
聞
い
て
呉
れ
と
い

う
。
庶
務
で
は
用
度
を
呼
ば
な
け
れ
ば
判

ら
な
い
。

用
度
係
で
は
小
使
さ
ん
に
尋
ね

て
漸
く
設
置
場
所
は
判
っ
た
が
、
使
い
方

は
一
人
も
知
ら
な
か
っ
た
で
は
何
の
為
の

消
火
器
か
と
言
い
た
く
な
る
。

防
火
ポ
ス
タ
ー
や
、
標
語
で
火
は
消
え

な
い
。
あ
く
迄
も
実
情
に
即
し
た
防
火
対

策
を
希
っ
て
止
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。

（鋒
者
は
飯
間
市
消
防
署
予
防
係
長）

〉

住

宅

φ

公

－
団

r

日
本
住
宅
公
団
で
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク

J
F
 〈

且
つ
低
廉
な
不
燃
住
宅
を
普
及
せ
し
む

ゾ
氏
）
及
び
日
本
軽
量
鉄
骨
建
築
協
会
（

f
 ハ

委
託
し
た
。
敷
地
は
東
京
都
杉
並
区
中

〉

二
戸
、
軽
量
鉄
骨
造
十
四
坪
四
戸
の
テ

f

久
性
等
に
付
て
検
討
し
、
将
来
の
標
準
設
計
に
必
要
な
資
料
を
求
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

f

〉
委
託
を
受
け
た
両
協
会
で
は
、
夫
れ
ぞ
れ
委
員
会
を
設
け
て
調
査
、
研
究
を
開
始
し
、
従
来
こ
…

d
f
 

J

れ
ら
の
建
築
の
弱
所
、
欠
点
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
改
去
の
上
、
標
準
的
不
燃
中
流
住
宅
の

J

〆

〆

れ
試
作
に
着
手
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
都
市
不
燃
化
促
進
の
た
め
、
そ
の
成
果
が
期
待
せ
れ

ゾ
ら
れ
る
。

（
不
燃
化
同
盟
理
事
玉
木
一
介
氏
寄
稿
〉

V

J

J

 

F

’、、．
f

、、
．．．
 
、t
f
も、J
t
、．．．
 

、、j
・、3
・・、
J
・＼、・
i
、．f
、、．
f
、、J
‘、、、1
・、、．r
k
J
・、J
E－－
r
、、
．．
 
，、、j
、3
・t
、J
t
、J
・、、、
．r
、、
J
t
、／‘、、
J
・．
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劃

球
入

f

｜｜ 

災害予防部

昨
年
秋
以
来
広
く
募
集
中
で
あ
り
ま
し
た
当

協
会
主
催
の
火
災
現
場
写
・
μ懸
賞
募
集
は
こ
の

程
二
月
末
日
を
以
っ
て
〆
切
り
、

三
月
四
日
審

査
委
員
会
を
開
催
、
厳
正
な
審
企
の
結
果
、
下

記
の
各
氏
作
品
が
入
巡
決
定
殺
し
ま
し
た
。

題
材
を
「
火
災
現
場
」
と
限
定
し
ま
し
た
為

取
材
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
る
の
が
仲
々
難
か
し
か

っ
た
模
様
で
応
募
数
は
約
四
十
点
日
何
度
に
止
ま

り
ま
し
た
が
各
作
品
共
、
現
場
の
生
々
し
い
緊

迫
し
た
雰
囲
気
を
と
ら
え
た
力
作
が
多
く
、
応

募
者
も

一
般
市
民
の
方
、
学
生
、
消
防
関
係

者
、
損
保
関
係
者
と
巾
広
い
居
に
行
き
渡
っ
て

お
り
ま
し
た
。

本
誌
上
を
か
り
ま
し
て
応
募
さ
れ
た
各
位
並

に
木
催
し
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各

位
に
対
し
厚
く
謝
立
を
友
す
る
次
第
で
す
。

二

等
よ
り
三
等
入
選
作
品
J

F

ま
で
は
口
絵
写
真
に
集
録
」

作

品 i

入

選

一
等

一

点

二

O
、

0
0
0円

F

大
火
に
お
の
の
く
2

東
京
都
新
宿
区
柏
木
二
の
二
二
二
酒
井
章
好
氏

会
社
員
（
一
一
三
一
才
）

二世一寸

二

点

各

一
O
、

F

千
歳
の
火
事
0
4

無
題

（
作
品
第
三
）

0
0
0円
宛

北

海

道

室

蘭

市

栄

町

四

三

藤

井

融

氏

石
川
県
金
沢
市
東
堀
川
町

入

安

多
寿

一
氏

消
防
吏
員
（
五

O
才）

三
等

三

点

各

玉

、

0
0
0円
宛

F

黒
煙
を
吐
く
宝
塚
劇
場

r

東
京
都
練
馬
区
貫
井
町
三
七

O
の
一
羽
生
治
様
方

高
野
浩
二
氏

大
阪
市
天
王
寺
区
東
雲
町
一
の
色

三
木
幸
二
氏

学
生
（
一
九
才
）

大
分
市
南
新
町
二
五
七
一
の
二
五
上
村
昇
氏

（
会
社
員
）

無

題

F

焼
跡
に
て

グ

閃
凶
附
附
一

各一

、
0
0
0円
宛
一

O
点

グ
出
火
ρ

岡
崎
山
夫
人
H

町
並
松

一
の
ニ
愛
知
県
追
進
農
場
公
舎
内

佐
口
岳
郎
氏
（
公
務
員
一
菌
才
）

岡
野
昇
氏
（
会
社
員
一
石
才
〉

一

鳴
海
弘
氏

（
地
方
公
務
員
一
宍
才
）

安
多
寿
一
氏
（
消
防
士
史
員
五
O
才）

同

右

（

同

右

）

佐
伯
寅
市
氏
（
消
防
職
員
＝
一
回才）

森
光
義
氏
（
市
吏
員
園
才
〉

岩
木
準
一
氏
（
会
社
員
＝
一
五
才
）

無

題

豊
橋
市
多
米
町
鱒
川
呈
の
一酉也

M

猛
火
に
挑
む
ρ

青
森
市
鍛
冶
町
二

O
の
三

無
題

（
作
品
第
ご

石
川
県
金
沢
市
東
堀
川
町
八

無
題

（作
品
第
二
）

同

右

グ
火
災
現
場
ρ

東
京
都
練
馬
区
関
町
中
ハ
の
二
七
九

無

題

北
海
道
江
別
市
萩
ケ
正
二

O

グ
火
事
だ
ρ

横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
坂
本
町
六
七

M

四
日
市
大
協
石
油
火
災
ρ

名
古
摩
市
千
種
区
自
由
ケ
正
一
の
一
毛

浦
和
市
上
木
崎
五

一
九

グ
炎
上
ρ

本
田
英
雄
氏
（
損
保
会
社
員
三
一才）

尾
野
勇
氏
（
会
社
員
四
O
才）

佳
作

「
出
火
」
オ
リ
ン

パ
ス

お
S

絞
8
1
m
フ
ジ

S
S
ベ

ロ
ナ

F
1
3

フ
ィ
ル
タ
ー
ナ
シ

佐

口

岳

郎

氏
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佳
作

無

題

ニ

コ

ン

絞

M

1
m

ネ
オ
パ
ン

S
S

月
光
二
号
フ
ィ
ル
タ

ー

u

v

D沌
D
η

岡

野

舛

氏
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ロ 2作
ナ「

絞 無
指り題
定開」
現放ニ

安像コ
液 1ン

多 50s 

佳
作

「
猛
火
に
挑
む
」
オ
リ
ン
パ
ス

お
l

S

D

ス
イ
コ

l
M

絞
M

1

日

ネ
オ
パ
ン

S

S

D
沌
コ
レ
ク
ト
l
ル

月
光
V
3

鳴

海

弘

氏ニ
ツ
コ
l
ル

ネ
オ
パ
ン

S
S

寿

民

佳
作

「
無
題
」
ニ
コ
ン

S

－
一
ツ
コ
l
ル

F
2

絞
8

1

m

ネ
オ
ハ
ン

S
S

D
祁

ベ
ロ
ナ

2

指
定
，液

安

多

寿

氏

佳
作

「
火
災
現
場
」
昭
和
三

O
年
七
月
十

八
日
午
後
一
時
五
十
分
晴
天
撮
影

7ミ

ヤ
シ
ッ
ク
ス
み
の
り
S
F
M
l
m

東
京
練
馬
区
内
に
発
生
し
た
火
災

佐

伯

賀

市

氏

佳
作

「
無
題
」

不
オ
パ
ン

S
S

F 
1.8 

キ
ヤ
ノ
ン

2
B

絞
8

1

m

森

光

義

氏

佳
作

「
火
事
だ
」
ニ
コ
ン

S
2

絞
8

1
却
ネ
オ
パ
ソ

S

S

D
苅

フ
ジ
フ

ロ

F
2

岩

本

準

一

民

佳
作

「
凶
日
市
大
協
石
油
火
災
」
昭
和
二

十
九
年
十
月
十
六

μ
ミ
ノ
ル
タ
レ
フ

絞
8

1

お

本

英

氏

雄

仔1

( 25〕

佳
作

「
炎
上
」
ニ
コ
ン

S
2
F
M
絞
M

l
ぬ

ト
ラ
イ
X

尾

里子

勇

氏



産リ火

場

子
供
の
頃
、
兄
貴
に
つ
れ
ら
れ

て
浅
草
の
吾
妻
座
と
云
う
芝
居
小

屋
へ

行
っ
た
事
が
あ
る。

ま
だ
、
小
学
校
へ
も
入
ら
な
い

頃
の
事
な
の
で
、
出
演
者
が
だ
れ

で
、
出
し
物
が
何
ん
だ
か
、
ぜ
ん

ぜ
ん
治
ぼ
え
が
な
い
。
勿
論
、
こ

の
吾
妻
座
と
云
う
小
屋
の
名
前
も

あ
と
か
ら
聞
い
た
も
の
だ
。

た
だ
花
道
に
、

ホ
1
ス
が
引
い

で
あ
っ
た
事
、
舞
台
一
面
が
本
物

の
火
事
の
様
に
な
っ
て
、
見
て
い

て
こ
わ
か
っ
た
事
、
そ
の
火
事
場

で
、
さ
む
ら
い
が
力
ん
で
い
た
事

な
ど
が
、
治
ぼ
ろ
け
な
が
ら
頭
に

残
っ
て
い
る
。

先
日
東
京
宝
塚
劇
場
の
火
事
の

あ
っ
た
直
後
、
昔
、
吾
妻
座
へ
一

っ
し
ょ
に
行
っ
た
兄
貴
の
嫁
さ
ん

に
聞
い
て
み
た
ら
、
婆
さ
ん
得
意

ぐ~~
ヲくら

鯖枯葉

に
な
っ
て

「
あ
れ
は
細
川
の
血
だ
る
ま
と
云
う
狂

言
で
先
代
の
沢
村
繭
子
が
や
っ
た
の
だ

よ
」
と
一
玄
う
話
し
出
し
か
ら
、
あ
の
火
事

は
、
舞
台
で
本
物
の
火

事
を
や
っ
た
と

か
、
本
物
の
火
事
だ
か
ら
前
の
方
の
治
客

さ
ん
は
あ
っ
く
て
見
て
い
ら
れ
な
く
な
っ

て
後
の
方
の
席
へ
避
難
し
た
と
か
、
舞
台

の
ま
わ
り
に
ト
タ
ン
を
張
っ
た
と
か
、
鳶

の
頭
が
毎
日
劇
場
へ
つ
め
き
り
で
ホ
l
ス

を
舞
台
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
、
も
し
間
違

い
が
起
き
た
ら
す
ぐ
消
せ
る
用
意
を
し
て

い
た
と
か
、
さ
か
ん
に
ま
く
し
た
て
て
き

か
せ
て
く
れ
た
。

こ
の
狂
言
は
大
川
友
右
衛
門
と
云
う
忠

義
な
お
さ
む
ら
い
が
主
家
の
大
事
な
宝
物

を
火
事
の
中
か
ら
持
ち
出
し
た
が
、

途
中

ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
て
、
腹
を
切
っ

て
そ
の
中
へ
お
し
こ
み
、
宝
物
を
守
っ
た

と
云
う
す
さ
ま
じ
い
狂
言
だ
そ
う
だ
。

明
治
三
十
二
年
に
発
行
さ
れ
た
風
俗
画

報
に
こ
ん
な
記
事
が
載
っ
て
い
た
。

「
傍
此
狂
言
は
従
来
演
劇
上
に
見
ざ
る

真
の
猛
火
を
使
用
し
宝
蔵
焼
失
の
場
に

左
団
次
が
活
壮
の
特
色
を
以
て
衣
服
は

焦
げ
、
身
体
は
澗
れ
剛
忍
能
く
朱
印
の

入
り
し
箱
を
携
え
て
猛
火
の
中
に
割
腹

し
て
、
以
て
之
を
完
す
る
の
状
を
演
じ

さ
な
が
ら
場
中
を
し
て
一

陣
の
蟻
火
に

葬
む
ら
れ
た
と
す
る
の
感
あ
ら
し
め
、

大
に
看
客
に
喝
采
せ
ら
れ
し
。

此
失
火
の
作
用
は
化
学
的
を
応
用
し

塩
酸
を
大
道
具
に
施
し
、
又
亀
甲
紙
を

張
り
、
石
炭
油
を
樵
ぎ
、
之
に
火
を
点

ず
、
猛
火
の
吹
出
る
器
械
は
ブ
リ
キ
に

て
作
り
猪
口
様
の
内
に
西
洋
燭
を
点
じ

管
を
装
し
て
猪
口
の
中
に
松
脂
の
粉
末

を
入
れ
管
の
端
よ
り
吹
け
ば
松
脂
燃
え

出
で
自
在
に
発
火
す
る
の
状
を
現
わ
す

衣
服
の
燃
る
は
吉
田
ホ
リ
チ
を
糊
に
て

貼
け
火
を
点
ず
る
等
に
て
決
し
て
傷
火

の
憂
は
無
き
も
の
と
す
、
叉
樹
木
の
燃

る
は
畑
花
の
核
を
応
用
せ
る

も
の
云

」々

と
あ
っ
た
。
こ
れ
は
歌
舞
伎
座
で

先
々
代
の
左
団
次
が
や
っ
た
と
き
の
こ
と

だ
が
、
大
正
大
震
火
災
の
前
に
吾
妻
座
で

や
っ
た
仕
か
け
も
大
同
小
異
の
も
の
だ

っ

た
ろ
う
。

( 26 .〕

こ
の
度
の
東
宝
の
火
事
が
小
さ
な
吹
ボ

ヤ
か
ら
出
た
ん
だ
そ
う
だ
が
、
大

E
の
初

期
と
は
云
え
、
あ
ん
な
小
さ
な
舞
台
で
よ

く
、
あ
ん
な
大
そ
れ
た
事
を
や
っ
た
も
の

だ
、
叉
取
締
の
治
役
人
も
よ
く
や
ら
せ
た

も
の
だ
と
憾
心
（
寒
心
）
さ
せ
ら
れ
た
。

昨
年
の
四
月
一

一日
に
明
治
座
が
焼
け
た

が
、
こ
い
つ
の
原
因
は
、
舞
台
左
手
四
階



ト
ラ
ン
ス
室
の
オ
l
ト
ト
ラ
ン
ス
一
一
次
側

配
線
の
短
絡
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
そ
う
だ

が
、
こ
れ
も
観
客
が
い
な
か
っ
た
か
ら
よ

か
っ
た
よ
う
な
も
の
の
、
治
客
さ
ん
が
入

っ
て
い
た
ら
と
て
つ
も
な
い
事
に
な
っ
た

ろ
う
。先

年
、
八
百
屋
治
七
を
ち
ょ
っ
と
調
べ

た
事
が
あ
っ
た
が
、
八
百
屋
治
七
と
云
え

ば
高
愛
至
上
主
義
者
の
放
火
娘
で
あ
る
こ

と
は
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、

こ
い
つ
が
芝
居
に
な
る
と
ど
ん
な
狂
言
者

が
書
い
て
も
火
事
と
関
係
の
な
い
も
の
に

し
て
あ
る
。

た
か
し
な
事
だ
が
、
だ
ん
だ
ん
調
べ
て

い
る
う
ち
に
、
劇
場
は
火
事
と
非
常
に
・仲

が
悪
く
、
火
事
は
大
き
ら
い
と
云
う
事
が

恋をl~の？枕1e1ケψ詩生時

わ
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
ん
な
で
お
七
さ
ん

の
芝
居
ま
で
火
事
を
オ
ミ
ッ
ト
し
て
し
ま

っ
た
の
だ
。

先
程
も
一
寸
申
上
げ
た
明
治
座
に
し
ろ

明
治
五
年
喜
祥
座
と
し
て
創
立
発
足
し
て

か
ら
、

明
治
十
二
年

十
三
年

十
八
年

，グ/,/ // 

二
三
年

二
六
年

# 大

正

八

年

r

十
ご
年

昭

和

三

年

久
松
座
と
改
称

類
焼
の
た
め
全
焼

再
建
千
歳
座
と
し
て
発

足出
火
の
た
め
全
焼

明
治
座
と
し
て
再
建
発

足大
谷
松
竹
座
と
改
称

震
災
の
た
め
全
焼

再
建

二
O
年
戦
災
の
た
め
全
焼

二
五
年
明
治
座
と
し
て
再
発
足

F

三
二
年
四
月
二
日
全
焼

と
、
こ
ん
な
火
事
の
歴
史
を
も
っ
て
い

る。
# # 劇

場
の
事
故
と
云
え
ば
、
そ
の
昔
歌
舞

伎
の
教
祖
様
、
出
雲
の
た
国
が
三
条
の
河

原
か
四
条
の
河
原
で
芝
居
を
し
た
と
き
に

さ
じ
き
が
く
ず
れ
て
死
傷
数
百
と
云
う
様

な
話
し
を
き
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
れ

に
関
す
る
資
料
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
、

手
元
に
あ
る
資
料
で
昔
か
ら
の
劇
場
火
災

を
調
べ
て
見
ょ
う
。

伊
藤
敏
郎
先
生
著
の
「
日
本
演
劇
史
」
に

然
る
に
江
戸
に
於
て
は
偶
然
の
事
故

に
よ
り
て
寧
ろ
劇
場
を
し
て
減
少
す
る

の
傾
き
を
生
じ
た
り
。

其
は
即
ち
明
暦
三
年
の
大
火
に
し
て

正
月
十
八
日
辰
の
刻
、
本
郷
な
る
本
妙

寺
よ
り
火
を
発
し
、
翌
日
は
更
に
小
石

川
と
麹
町
と
に
失
火
あ
り
、
こ
の
三
方

よ
り
江
戸
の
市
街
を
延
焼
し
て
四
座
の

大
劇
場
及
び
見
世
物
小
屋
は
大
か
た
、

烏
有
に
帰
し
た
り
き。

さ
れ
ば
政
府
は
、
こ
れ
を
機
会
と
し

て
歌
舞
伎
、
操
り
、
そ
の
他
の
見
世
物

小
屋
を
建
つ
る
も
の
は
従
来
必
ず
上
下

の
堺
町
、
及
び
木
挽
町
の
五
丁
目
と
六

丁
目
と
に
限
る
べ
し
と
命
ぜ
し
が
、
こ

の
火
災
の
為
め
終
に
閉
場
せ
る
芝
居
及

び
見
世
物
は
十
一
座
に
及
び
、
漸
く
再

興
を
出
願
せ
る
は
歌
舞
伎
の
劇
場
四
座

ハ
猿
若
、
都
、
村
山
、
山
村
）
そ
の
他

の
小
劇
場
入
座
、
操
り
カ
ラ
ク
リ
の
見

世
物
五
座
及
び
土
人
形
、
子
供
手
踊
り

二
座
な
り
き
と
い
う
。

以
て
如
何
に
芝
居
町
の
荒
涼
に
放
し

た
る
か
を
知
る
ペ
し
。
一
云
々

明
暦
三
年
正
月
十
八
日
か
ら
十
九
日
に

か
け
て
江
戸
の
大
火
即
ち
、
明
暦
の
大
火

で
江
戸
の
各
座
は
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

よ
う
や
く
再
興
し
た
が
元
職
十
一
年
に
ま

た
堺
町
の
中
村
座
が
近
所
か
ら
出
た
火
に

類
焼
し
、
続
い
て
同
十
六
年
十
一
月
二
十
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三
日
に
は
例
の
元
職
の
大
混
火
災
等
A

、

芝
居
小
屋
の
火
事
が
非
常
に
多
か
っ
た
。

後
藤
隆
三
先
生
著
の
「
日
本
劇
場
史
」
の

中
の
「
劇
場
年
表
」
か
ら
劇
場
火
災
の
分

を
抜
率
し
て
見
る
と

寛
永
十
六
年
十
月
二
十
一
日

芝
居
小
屋
よ
り
出
火
比
の
時
一
同
引

払
い

寛
永
十
七
年
十
月
二
十
一
日

芝
居
小
屋
焼
失

寛
永
十
八
年
正
月
二
十
九
日

楠
町
よ
り
出
火
歌
舞
伎
小
芝
居
共
焼

失
明
暦
三
年
正
月
十
八
十
九
日
両
日

中
村
、
市
村
両
座
焼
失

元
時
十
一
年
九
月

中
村
、
市
村
両
席
焼
失
、
十
一
月
又

k

類
焼

元
時
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日

中
村
、
市
村
両
座
焼
失

寛
永
三
年
正
月

中
村
、
市
村
両
座
焼
失
、
十
一
月
復

点
類
焼

寛
永
七
年
十
二
月

中
村
、
市
村
両
座
焼
失

亨
保
元
年
正
月
十
一
日

市
村
、
中
村
両
座
類
憐

享
保
二
年
正
月
三
十
一
日

三
芝
居
類
焼

宝
暦
六
年
正
月
十
四
日

中
村
、
市
村
両
座
焼
失

宝
暦
十
年
二
月
六
日

両
座
焼
失

宝
藤
十
一
年
九
月
十
七
日

市
村
座
類
焼

明
和
三
年
二
月
二
十
九
日

梅
幸
油
見
世
よ
り
出
火
両
座
焼
く

安
永
元
年
三
月
晦
日

両
座
焼
失

天
明
元
年
春

中
村
、
市
村
両
座
類
焼

天
明
六
年
春

両
座
焼
失

女
化
三
年
三
月
四
日

河
原
崎
座
類
焼

す
〈
化
三
年
十
一
月
十
三
日

中
村
、
市
村
両
座
焼
失

女
化
五
年
正
月
元
旦

両
座
焼
く

女
化
十
年
十
一
月
二
十
九
日

両
座
類
焼

女
化
十
四
年
正
月
十
二
日

中
村
座
、
桐
座
焼
失

女
政
五
年
五
月
三
日

河
原
崎
座
自
火
に
て
焼
失

女
政
八
年
十
二
月
十
九
日

両
座
焼
失

交
政
十
年

E
月
三
日

両
座
類
焼

天
保
元
年
十
二
万
二
十
三
日

小
伝
馬
上
町
よ
り
出
火
両
座
焼
失

天
保
五
年
二
月
七
日

佐
久
間
町
よ
り
出
火
、
中
村
、
市
村

両
座
類
焼

天
保
五
年
二
月
十
日

大
名
小
路
よ
り
出
火
森
田
座
焼
失

天
保
十
二
年
十
月
六
日

中
村
座
楽
屋
よ
り
出
火
両
座
誌
に
操

座
類
焼

天
保
十
ご
年
十
二
月
十
八
日

三
座
共
引
払
を
仰
せ
付
ら
る
。
同
月

晦
日
浅
草
聖
天
町
之
替
地
用
付
ら
る

安
永
元
年
十
一
月
六
日

三
座
と
も
類
焼

安
永
二
年
十
月
二
日

大
地
震
に
て
三
座
と
も
類
憐

安
永
五
年
正
月
九
日

森
田
勘
弥
芝
居
よ
り
出
火
市
村
座
焼

失
、
中
村
座
は
別
条
な
し

万
延
元
年
八
月
二
十
七
日

勘
三
郎
芝
居
よ
り
出
火
三
座
焼
失

元
治
元
年
四
月
二
十
三
日

三
丁
目
茶
屋
筑
前
屋
よ
り
出
火
、
三

座
類
燐

こ
の
様
に
火
事
と
芝
居
は
よ
く
よ
く
仲

が
悪
か
っ
た
ら
し
い
。

つ
い
で
だ
か
ら
芝
居
小
屋
の
火
事
に
つ

い
て
町
奉
行
か
ら
申
渡
書
と
云
う
の
が
あ

る
か
ら
一
寸
の
せ
て
見
ょ
う
。

こ
れ
は
文
化
六
年
正
月
朔
日
暮
六
つ
時

日
本
橋
佐
内
町
よ
り
出
火
し
て
市
村
、
中

村
両
座
焼
失
の
際
出
さ
れ
た
も
の
で

勘

三

郎

羽
左
エ
門

代

茂

兵

衛

勘

弥外
家
主
組
合
六
人

其
方
共
儀
享
保
九
年
十
月
中
言
上
帳
に

も
記
し
置
き
候
如
く
大
家
向
土
屋
根
造

り
に
致
し
興
行
仕
り
候
処
、
い
つ
と
な

く
柿
葺
に
致
候
に
付
火
移
り
易
く
、
度

々
一
燐
失
さ
れ
あ
り
、
既
に
当
正
月
朔
日

佐
内
町
よ
り
出
火
の
節
は
之
叉
高
根
故

諸
向
よ
り
火
移
り
及
大
火
相
成
候
に
付

今
度
は
本
所
、
深
川
の
内
明
地
之
所
替

可
申
付
の
処
、
渡
世
続
の
物
共
多
く
難

儀
を
も
可
致
に
付
、
今
般
は
格
別
の
訳

を
以
て
差
置
候
に
付
、
屋
根
高
外
家
誌

に
致
瓦
家
根
又
は
荒
木
甲
土
を
以
て
塗

揚
上
を
漆
喰
に
致
、
外
よ
り
火
移
り
不

申
様
致
興
行
可
致
侯

女
化
六
己
年
二
月
八
日

こ
の
時
代
の
劇
場
火
災
を
取
扱
っ
て
岡

本
紡
堂
先
生
が
「
天
保
演
劇
史
」
と
い
う

戯
曲
を
書
い
て
戦
前
歌
舞
伎
座
で
先
代
の

左
団
次
の
遠
山
左
衛
門
尉
、
猿
之
助
の
小

屋
番
で
上
演
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
別
の
機
会
に
又
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ

こ
う
。

（
筆
者
は
東
京
消
防
庁
予
防
部
指
導
課
勤
務
〉
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ー線にさらすこと

川手その他身体の限られた部分を

ベータl線又はガンマー線にさ

らすこと。

消防戦闘に於て、放射能危険を最

小にするために取られる防禦手段の

根本的な目的は

ω飲食や吸い込み、或いはその他
の方法によって、放射性物質が

体内に入るのを防ぐこと。

間消防士が外部からの放射線を多 「

そ
火

の

2 災

危ト放

一
に．

険 lu 射 際

re.~ 性 し

(3) 
つ 放 ア

て

身
体

い射 イ
を
’＼ ’. て能ソ

タ

－安放
全射
の性
原物
則質

対
す
る

放
射
性
物
質
の
取
扱
い
上
の
危
険
性
に

つ
い
て
、
今
造
に
知
ら
れ
て

い
る
も

の

を
、
重
要
さ
の
順
序
に
従
っ
て
分
類
す
れ

ば
次
の
様
に
な
る
。

ω放
射
性
物
質
の
体
内
え
の
沈
着
。

同
全
身
を
ガ
ン
マ
ー
線
に
さ
ら
す
こ
と

国際消防長協会著

修・抄 訳戸
炉 i司．
ー 』 a・
ノ＼

量
に
受
け
る
の
を
防
ぐ
こ
と
。

一
般
的
に
云
っ
て
仰
の
目
的
を
達
す
る

た
め
に
は
、
適
当
な
呼
吸
用
具
を
使
い
、

す
り
傷
そ
の
他
責
傷
を
敏
速
に
手
当
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ωの
目
的
を
達
す

る
に
は
消
防
士
が
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
時
聞
を
最
小
に
し
、
又
、
消
防
士
と

放
射
線
の
根
源
と
の
聞
の
距
離
を
出
来
る

だ
け
大
き
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

何
故
な
ら
放
射
線
の
強
さ
は
光
線
と
同
じ

く
、
そ
の
根
源
か
ら
の
距
離
の
二
乗
に
反

比
例
す
る
か
ら
で
あ
る
。

消
防
士
に
対
す
る

非
常
時
の
処
置

次
の
暫
定
的
（
将
来
の
発
達
が
予
想
さ

れ
る
〉
な
安
全
規
則
は
、
放
射
性
物
質
に

出
会
う
恐
れ
の
あ
る
消
防
士
の
た
め
に
、

国
際
消
防
長
協
会
の

「
消
防
戦
闘
に
於
け

る
放
射
線
危
険
に
関
す
る
委
員
会
」
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ω放
射
性
ア

イ
ソ

ト
ー
プ
に
出
会
う
恐

れ
の
あ
る
区
域
を
管
轄
し
て

い
る
消
防
当

局
は
、
前
も
っ
て
次
の
よ
う
な
防
火
と
消

防
に
関
す
る
総
て
の
適
切
な
資
料
を
利
用

し
、
協
力
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

－v
 川

開
放
射
性
ア
イ
ソ

ト
ー
プ
を
使
っ
た
り

貯
蔵
し
た
り
す
る
機
関
の
名
称
と
位

置
回
放
射
性
物
質
の
量
と
作
業
の
中
に
合

ま
れ
て
い
る
相
対
的
な
危
険
性

ωそ
の
建
物
に
火
災
が
起
っ
た
場
合

に
、
消
防
磐
に
協
力
し
案
内
す
る
た

め
に
、
そ
こ
の
最
高
幹
部
に
よ
っ
て

提
供
さ
れ
、
二
十
四
時
間
中
何
時
で

も
利
用
出
来
る
有
能
な
放
射
能
探
知

者
又
は
そ
の
仕
事
に
関
係
の
あ
る
訓

練
さ
れ
た
人
の
氏
名

例
お
き
ま
り
の
消
防
署
の
検
査
の
他

に
、
そ
の
建
物
を
直
ち
に
検
査
す
る

こ
と
と
、
放
射
性
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
が

貯
蔵
又
は
使
用
さ
れ
る
種
々
の
場
所

の
出
口
、
入
口
の
自
に
つ
き
易
い
場

所
に
警
戒
の
貼
札
を
掲
示
す
る
こ
と

を
最
高
幹
部
と
計
画
す
る
こ
と
。

向
そ
の
最
高
幹
部
と
共
に
放
射
線
の
あ

る
区
域
に
対
し
て
十
分
な
防
火
計
画

を
立
て
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
手
段
を

用
意
す
る
こ
と
と
、
十
分
な
耐
火
的

貯
蔵
設
備
と
作
業
施
設
を
整
え
る
こ

と
。
〈
以
下
次
号
）

（
悠
者
は
日
本
損
害
保
険
協
会
災
害
予
防
部

調
査
課
長〉

( 29 ) 



そ

の

2 

映

画

を

見

る

学

童

の
実
態

鈴

隊

生

木

カットは撹保協会企画製作

の防 火 映 画 の シ ー ン

次
に
一
年
中
の
最
も
映
画
と
の
む
す
び

つ
き
の
多
い
正
月
は
ど
の
よ
う
に
な
る

ふ
以

的
表
の
「
映
画
を
見
た
も
の
」
に
現
わ

れ
て
い
る
通
り
全
体
の
半
数
強
が
見
て
い

る
。
映
画
以
外
の
調
査
項
目
は
、
前
述
夏

休
み
と
同
様
に
、
映
画
以
外
の
実
態
を
も

併
せ
参
考
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に

そ
の
他
の
行
楽
と
映
画
を
見
た
も
の
と
の

数
は
交
錯
し
て
い
る
。

ま
た
附
表
の
中
の
行
楽
に
は
、
た
・
客
に

行
っ
て
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
も
の
も
合
ん

で
い
る
。

次
に
例
表
で
は
、
高
学
年
ほ
ど
回
数
を

学

六

年

一
男

調
査
人
員
数

三
O
六
三一一↑一一一
六一

二
三
七
一
八
六一

九
九
丸

一
三
七
八
七
二
六

oo

z
ト
同
h
同
医
同
日
同
国
凶
に
医
ト
直

ー
は
川
八

一
画
刈

一

割

合

%

四

一

四

五

五

九

六

三

六

六

七
三
一

一

五
六
一

一
映
見
咽
明
桝

L引
配

川

副

引

刈

引

引

引

刈

心

配

ー
ー
劃

一

一
牧

一校
－
MtM
K回
同

日

間

同

目

障

同

団
一

一

一

、oほ
一

一
事

一
丁
｜
｜
｜
－
l
i
l
i－
－

イ

I
l
l
i－
－

I
l
l
i－
－

i

一

一
十
牝

一学
－割

合
%
一
五
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日
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人
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1
1
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表

休
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遊
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分
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状
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年
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多
く
見
て
い
る
し
、
女
子
よ
り
男
子
の
方

が
多
く
な
っ
て
い
る
。

的
表
の
延
回
数
で
は
、
回
答
数
の
う
ち

は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
だ
け
を
あ
げ
て

い
る
の
で
、
実
際
に
は
こ
の
数
字
よ
り
多

く
な
っ
て
い
る
。

M
H
表
で
は
監
督
者
な
し
は
高
学
年
に
多

く
ま
た
男
子
に
多
い
が
、
付
添
者
の
あ
る

の
は
低
学
年
及
び
女
子
に
多
い
こ
と
が
わ

か
る
。

そ
こ
で
、
見
に
行
っ
た
原
因
に

さ
て
、

つ
い
て
、

制
表
を
見
る
と
、
高
学
年
で
は
自
分
た

ち
の
意
志
で
映
画
を
見
に
行
っ
て
治
り
、

低
学
年
で
は
家
の
人
そ
の
他
治
と
な
の
意

志
に
し
た
が
っ
て
見
に
行
っ
て
い
る
。
ま

た
性
別
に
す
る
と
男
子
は
自
分
の
意
志

で
、
女
子
は
治
と
な
の
意
志
に
し
た
が
っ

て
行
く
場
合
が
多
く
、
全
体
と
し
て
、
映

画
を
多
く
見
た
く
な
る
年
令
層
は
三
年
ご

ろ
か
ら
で
あ
る
。

付
表
は
制
表
の
う
ち
の
「
自
分
が
行
き

た
か
っ
た
か
ら
」
の
内
訳
で
あ
る
が
、
調

査
項
目
の
分
析
が
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た

た
め
に
そ
の
他
が
多
く
な
り
す
ぎ
て
し
ま

っ
た
が
、
そ
の
半
数
の
実
態
は
こ
の
表
か

ら
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

川
表
は
冬
や
す
み
に
見
た
映
画
の
中
で

好
き
な
俳
優
を
二
名
あ
げ
さ
せ
た
表
で
あ

る
が
、
回
答
数
に
対
し
て
は
六
五
%
と
な

る
が
、
全
体
か
ら
見
る
と
、
四
O
%
位
に

な
る
わ
け
で
あ
る
。

俳
優
に
対
す
る
興
味
は
一
種
の
流
行
と

見
ら
れ
、
必
ず
し
も
固
定
し
て
い
な
い
よ

う
だ
し
、
大
体
四
、
五
年
ご
ろ
に
俳
優
に

対
す
る
興
味
が
増
し
、
六
年
後
半
か
ら
批

判
的
に
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
テ
レ
ビ
な
ど
の
普
及
に
よ
っ
て
、

な
じ
み
の
俳
優
な
ど
も
多
く
な
る
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
現
在
の
調
査
か
ら
は
伺
表
に

現
わ
れ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
表
を
一
覧
し
て
わ
か
る
よ
う
に

男
、
女
の
好
み
が
は
っ
き
り
と
出
て
い

て
、
男
女
と
も
に
大
体
同
数
の
票
を
得
て

い
る
俳
優
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
の
も
面
白

い
。
ま
た
現
在
の
人
気
俳
優
の
中
で
も
調

査
か
ら
は
唯
一
票
の
記
入
し
か
な
い
も
の

も
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
数
人
を
あ
げ
て
見
る
と
、

小
林
桂
樹
、
伊
豆
盤
、
小
坂
一
也
、
津
島

恵
子
、
木
暮
三
千
代
、
曽
根
四
郎
、
越
路

吹
雪
、
宇
野
重
吉
、
三
船
敏
郎
、
中
原
ひ

と
み
、
長
谷
川
裕
見
子
な
ど
で
あ
る
。
こ

れ
で
見
る
と
世
上
の
人
気
俳
優
必
ず
し
も

子
供
に
人
気
が
あ
る
と
は
云
え
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。

付

表

延

!ill 

数

みた回数
延 性

五 四
回
以 Bリ上 回 回 [i!] 回

人

一ー」 九 八 数ノ、

入 七 。 五
男

一」
回

一 一一 ノ、

四 一
八0 一九 」ノー、 数。入 」ノ、- 五 九

人

一 九 。四 数
一一 四 ムノ、 五 八

女

一 七
一 四 。九 。一 数。四 一五 一

、
人

四 七
一 九 。8 三ー 数。八 四 九

四 四
五 七 八 。。二 数。 入

監督者

誰

と

見

に

行

っ

た

か

年

別

一

年

二

年

一
三

年

四

年

六

年

一
男

し

一昔

引

コ

「

斗

ゴ

「

」一一

一

o
J
コ

七

九

一
一一一
六
↑

司
川
引
川
コ
引
司
斗
引
判
凶
配

引
コ
引
引
F
o引
到
U

な

一
｜
割

引

」

六
日
出

J
到
ゴ
川
副
刈
附
U
J
引
ゴ
引
ゴ
引

一
親
そ
の
他

一
0
0ご
O
四
二
一
一
七
一

一
六
一

一
一一一

一一

O
一三
六
四
コ
二
六
六
八
O

↑

（人）

一

一

あ

一

割

合

%

八

四

一

五
八
一
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表

五
1-j~ 

女

戸忌4
寸一

六
五

六
O

七
四

七

六
七

七
0 

ム
ノ、

ω表
は
学
童
の
映
画
を
見
る
費
用
の
出

ど
こ
ろ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
示
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
半
が
家
人
の
支

払
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
三
割
が
自
分
の

小
遣
や
映
画
に
行
く
た
め
に
家
人
か
ら
貰

っ
た
金
で
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
大
半
は
付
添
と
共
に
入
場
し
て
い
・

る
か
ら
こ
の
う
ち
伺
表
の
「
監
督
者
と
と

も
に
」
の
六
七
%
及
び
制
表
に
よ
る
「
う

ち
の
人
と
一
緒
」
の
三
八
%
の
う
ち
の
何

割
か
が
「
治
と
な
の
選
定
し
た
映
画
」
と

な
る
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
は
じ
め
に
述
べ
た
通
り
こ
の
小

学
校
の
学
区
内
に
は
現
在
開
設
後
一
年
に



な
っ
た
映
画
館
が
一
つ
し
か
な
く
、
他
は

周
辺
地
区
或
は
繁
華
街
ま
で
出
か
け
る
わ

け
で
あ
る
。
今
そ
の
映
画
を
見
た
場
所
に

つ
い
て
調
査
の
結
果
は
的
表
に
見
る
通
り

三
分
の
一
は
地
区
内
で
、
三
割
は
周
辺
地

区
で
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他

四
分
の
一
が
繁
華
街
へ

行
っ
て
い
る
が
、

科
表
に
あ
る
「
監
督
者
あ
り
」
の
六
七
%

の
う
ち
に
こ
の
大
部
分
が
、
含
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

な
ん
に
し
て
も
学
童
に
一
番
喜
ば
れ
る

の
は
ち
ゃ
ん
ば
ら
で
あ
る
。
時
代
が
い
か

に
進
歩
し
て
も
人
聞
の
心
の
中
に
は
英
雄

崇
拝
の
観
念
が
あ
る
た
め
か
、
特
に
学
童

は
強
い
も
の
へ
の
あ
こ
が
れ
を
男
女
と
も

に
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
上
か
ら
川
表

は
こ
こ
に
調
査
し
た
限
ら
れ
た
学
童
と
一玄

う
こ
と
だ
け
で
は
な
し
に
、

一
般
的
に
あ

付

表

単
独
で
行
き
た
か
っ
た
原
因

て
は
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か

と
推
定
し
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば

「
丹
下
左
膳
」
の
よ
う
に
片
眼

片
腕
で
、
強
い
男
と
一
去
っ
た
も
の
は
、
年

令
や
男
女
の
差
に
よ
ら
ず
、
人
気
が
あ
る

し
、
娯
楽
映
画
と
し
て
愉
快
に
た
の
し
め

る
も
の
、
ま
た
悲
劇
と
し
て
身
に
つ
ま
さ

れ
る
も
の
な
ど
、
多
少
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ

の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
大
体
例
表
に
現

わ
れ
た
順
位
が
大
き
く
変
る
と
云
う
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

同

w
表
は
ど
ん
な
題
名
の
映
画
を
見
て
い

る
か
、
を
調
べ
た
結
果
、
大
体
二

0
0種

類
位
あ
が
っ
た
が
、
学
区
内
映
画
館
で
の

上
映
作
品
を
中
心
に
し
て
見
て

い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
作
品
の
う
ち

学
童
に
推
薦
し
て
見
せ
る
こ
と
の
出
来
る

作
品
は
二
、
三
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は

甚
だ
寒

心
に
た

え
な
い

こ
と
で

あ
る
。こ

の

表
に
は

十
五
位

ま
で
を

記
し
た

、、ノ

（割合WA）

そ 好
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見
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表

な

ぜ

見

に

わ

っ

た

か

一
学

年

別

山内

分

が

行

人

数

一き
た
か
っ

l
il－
－

一た

か

ら

訓

AH
%

・
一三

一友

人

に

さ

人

数

六

一

一そ

わ

れ

た

割

合

%

丘

一

う
ち

の

人

人

数

六

六

と

一
緒

訓

AH
%

町

符

が

あ

人

数

一

っ
た
か
ら
訓
合
%

人

数

そ

の

他

'.tp 

一
年

二
年

－
－4

、
d

ノ

四

五

男

八
八

八
八

ーじ

入

五

入ーノ、

八

h: 
八。

答（ト）

長

見
た
映
耐
の
中
で
好
き
な
俳
優
二
名
を
記
せ

一
年

二
年

一
一一一
年

一
四
年

一
五
年

一
六
年

一

一

一

八
一
一
O
七

一一五
八

一一一一

一
O
九
一

一二
一
二三
七
九
三
二
九
一

四
二

六
二

九
七
一

5
七

七

O
三
五
二一一一

一
一一

五
二

五
八
一
六
二

八
八
一

五
一一一
一
六
六
六
四
一

学

日lj

男

容lii 
A の

’3己
入
数

色｜

ぅ；：，：
回

数

八
六
一

七
九

% 

が
わ
ん
わ
ん
物
語
は
一
九
票
、
警
察
日
記

は
一
五
票
、
ジ
ヤ
ツ
ク
と
豆
の
木
一
二
票
、

家
な
き
子
三
業
一
と
云
う
数
字
は
、
そ
の
裏

付
と
し
て
充
分
参
考
に
な
ろ
う
と
思
う
。

肋
表
の
「映
画
を
見
て
面
白
か
っ
た
か
」

女

五
八
六八

七
八入

( 32 ) 

女

四 l七
六 1六 10
五 l三 ｜入

1
4
B
f
 

五
三
日

と
云
う
聞
い
方
に
も
問
題
は
あ
る
が
、
大

体
程
度
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
一
様
に
面

白
い
と
し
て
お
り
、
高
学
年
に
な
る
と
梢

批
判
的
に
な
り
、
唯
面
白
い
と
は
答
え
ら

れ
な
い
た
め
率
は
低
下
し
て
い
る
。
ま
た



男
子
よ
り
女
子
の
方
が
は
じ
め
か
ら
映
画

を
え
ら
ん
で
見
に
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
た
め

に
面
白
い
と
思
う
割
合
も
多
く
な
っ
て
い

る
。
女
子
が
映
画
を
選
ん
で
ゆ
く
と
云
う

こ
と
は
映
画
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
と

云
う
よ
り
、
女
性
特
有
の
経
済

観
念
か
ら
発
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。開

表
の
「
映
画
は
た
め
に
な

っ
た
か
」
に
対
し
て
は
、
た
め

に
な
る
と
は
あ
ま
り
考
え
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
結
果
と

し
て
面
白
い
か
ら
見
に
ゆ
く
と

云
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
「
た
め
に
な
る
」
「
な
ら
な

い
」
と
云
う
よ
り
、
そ
の
ど
ち

ら
で
も
な
い
と
云
う
と
こ
ろ
か

ら
「
そ
の
他
」
が
多
く
な
っ
て

い
る
。こ

の
う
ち
高
学
年
で
は
批
判

力
が
つ
い
て
来
て
い
る
た
め
に

「
た
め
に
な
ら
な
い
」
の
数
を

多
く
出
し
て
い
る
。
ま
た
女
子

の
方
は
、
映
画
の
種
類
が
活
劇

（
ち
ゃ
ん
ば
ら
、
活
劇
な
ど
）

や
喜
劇
を
多
く
出
し
て
い
る
た

め
に
、

「
た
め
に
な
ら
な
い
」

と
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る。
以
上
各
表
を
綜
合
し
て
考
え
て
見
る

と
、
映
画
に
対
し
て
指
導
性
を
与
え
な
い

で
、
放
任
の
状
態
で
い
る
と
、
学
童
は
印

象
的
な
面
だ
け
を
と
っ
て
模
放
し
易
い
。

（チ）

表

どんな俳優が好きか

十六十五十四十三十二 十一 十九八七六五四 三 二 一
）｜原

位

月 雪 伏 千高江松 長 千高 大 片 大 中市 美 東 俳

形村見柑穂矛lj 島谷原田川 岡友村川 空

竜い扇 チと川し 千柳錦支衛 ひ代 優

之づ太 3エ も ー の浩橋 恵 太之 ば之

介み郎る 、、 子夫ぶ吉蔵蔵郎助門 り介 名

二一 四五四六 八 男
三 O 四 二 O 二 五 一 六五 三二二 O 七 六

一 一 一 一一一一一一一一 二 一七 二 女
0 七六 三 五五 三 一三 六 O 四 O 四七六

5十一一二二二二二三 四五、五五六七 八 一
三 七 O 五 五七八 二 九一 三 六二四四二

一O
票
以
下
省
略

（リ）

表

映画の費用はどうして出したか

そ 家 友 家 自 A寸-'4ー
の f三 の 分

人 ち 人 の
の hこ

遺
年

カ1 カt 貰
払 払 つ 台、 5.JI] 

他 う う て ら

七
五 一 五 ー，」＼ 

年% 
－ノ4、- 一

入 七 一
年% 

五
七 四 4ノ、-

% 
年

四 四四 四 八
% 年

五 。% 
五

九 。 九 年

ー，』、、 五 入 八
ーノ、

% 年

入 七 四 八 男
% 

一 ーノ、 一 一。一 一 四 女
% 

一 四
入 Jー』＼ 

E十

% 

〈ヌ）

表

映画を見た場所

繁 周
A寸＂＇ー． 

撃 辺 区
地 場

街 区 内 〆戸、

新浅草 有楽 神上池
回

の 大 柳動巣 しー
宿 田野袋 塚町坂鳴 か映 答
つ ~JI汀，.....＿ ~ ~ 

r、、 f『、 f戸、 r、、／戸、、
な画

、館0句ノ 九館、ーノ 館、~ 館」六ノ 館、0_, 」館0 ノ
一一 一 数 所

他 館、、J 館、、J 館、、J 館'--' い館
'--' 

一
人一 。

一 二 三 三三 五七 ーー 』ノ~、－－ －ノ~、．． ．ノ＂＂＂＂＇ －ノL、- 七
数八 九 三 七七九九 七 一 五五 八 }¥ 

一 害%ロ~ 。
三三三三 五七 二 六六五 四 。一

いみ

表

見た映画の種類

そ 探 手斗
、，

ギ 歌 西なか喜 ち」
種

検 わ ヤ
舞

わ やA寸~一与

の 1，、 ソ
部 もい ん 類

も も グ 踊 Lまも も そ

他 の の の の 劇 劇のう劇 ら
別

男。四 四 五 八 一 入 七 。一%

一 一 一 一 女
八 四四 。五 五 玉 五%一

一
九 五 ーノ、 ・Jー』＼ 七 。一一

九%一
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忍
術
映
画
や
ち
ゃ
ん
ば
ら
映
画
或
は
ギ
ャ

ン
グ
映
画
な
ど
に
よ
る
悪
例
は
新
聞
紙
上

の
み
で
な
く
、
実
際
に
近
隣
で
遊
ん
で
い

る
学
童
の
動
作
の
中
か
ら
、
く
み
と
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
低
学
年
で
は
、
変

っ
た
動
作
や
言
葉
か
ら
の
影
響
を
強
く
受

け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
点
か
ら
も
映
画
を
見
に
ゆ
く

と
き
の
ゆ
き
方
に
も
、
同
開
表
の

如

く
に

「
映
画
を
見
に
ゆ
く
」
と
云
え
ば
す
ぐ
ゆ

る
す
と
云
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

こ
の
表
の
う
ち
、

「
家
に
こ
と
わ
ら
な

い
で
見
に
ゆ
く
」
の
は
低
学
年
の
限
ら
れ

た
数
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
高
学
年

に
も
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
大
体
希
望
す

れ
ば
、
見
に
ゆ
く
映
画
を
検
討
し
た
り
批

判
し
た
り
し
な
い
で
、
一
玄
う
ま
ま
に
行
か

せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
検
討
や
批
判
を
な

ぜ
し
な
い
か
、
も
う
一
歩
突
込
ん
で
見
た

と
き
、
内
容
の
如
何
を
批
判
す
る
だ
け
の

各
家
庭
の
映
画
に
対
す
る
知
識
と
云
う
も

の
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
映
画
の
内
容
如
何
に

か
か
わ
ら
ず
、
上
映
場
所
が
学
校
で
あ
れ

ば
主
催
者
や
目
的
が
何
で
あ
ろ
う
と
無
批

判
に
行
か
せ
て
い
る
こ
と
は
も
っ
と
も
よ

く
そ
れ
を
表
明
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ

る。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
友
達
と
一
緒
だ
か
ら

と
か
、
友
達
の
家
人
も
同
行
だ
か
ら
と

か
、
監
督
者
又
は
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る

も
の
と
一
緒
の
場
合
、
映
画
の
内
容
が
ど

う
で
あ
ろ
う
と
、
許
可
を
す
る
と
云
う
よ

う
に
拡
が
り
、
学
校
も
家
庭
も
、
学
童
に

対
し
て
放
任
し
て
い
る
と
云
う
好
ま
し
く

な
い
結
果
が
生
れ
て
い
て
、
こ
の
点
に
於

て
、
文
化
映
画
や
教
育
映
画
と
連
携
し
て

P
R
映
画
の
、
こ
の
分
野
に
対
す
る
重
要

な
、
意
義
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で

あ
る
。そ

れ
に
は
、
P
R
映
画
即
宣
伝
映
画
と

云
う
考
え
方
を
捨
て
切
れ
な
い
と
、
こ
の

最
も
豊
富
な
基
盤
と
な
る
べ
き
も
の
を
失

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
ヒュ

ー
マ

ン
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
云
う
立
前
か
ら
、
そ

の
も
の
の
価
値
ゃ
あ
り
方
や
意
義
を
説
い

た
も
の
、
或
は
ま
た
す
〈
化
や
歴
史
や
そ
の

他
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
う
ち
出
さ
れ
た

も
の
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
こ
の
分
野
が

待
ち
の
ぞ
ん
で
い
る
こ
と
が
、
前
述
各
表

の
裏
側
に
察
知
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
「
ど
ん
な
種
類
の
映
画
を

見
た
い
か
」
（
例
表
）
に
対
す
る
回
答
に

よ
っ
て
一
不
さ
れ
て
い
る
通
り
、
最
高
希
望

の
「
科
学
も
の
」
か
ら
最
低
の
「
発
明
も

の
」
ま
で
、
そ
の
間
僅
か
ず
つ
の
差
し
か

（テ）
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な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
希
望
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
わ
か
る
わ
け
で
あ

る。
し
た
が
っ
て
、

「
佐
久
間
グ
ム
」
「
佐

久
間
幹
線
」
「
広
重
」

と
云
っ
た

P
R
映

画
は
、
も
は
や

P
R
映
画
と
し
て
治
し
つ

け
ら
れ
て
見
る
も
の
で
は
な
く
、
見
た
い

た
め
に
見
る
映
画
と
し
て
、
待
た
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

損
保
の

P
R
映
画
も
、
ど
し
ど
し
種
々

附

裏

付

休

み

,¥31j 

割
合
と
回
数

割

休

み

別

男

春

み

四
七

休

夏

み

七
五

休

み

~ 

ノ、

休

附
由
雰
帥

学

年

Bリ

み

fこ

人

数

人以｜合 1人以！合

｜見三

た回｜割 ｜た回｜割

四
四
マ

四

見五

一
七

の
角
度
か
ら
、

「
船
の
科
学
」
「
自
動
車

の
一
生
」
な
ど
科
学
的
の
も
の
や
、
豆
探

偵
が
火
災
原
因
を
つ
き
と
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
犯
人
を
あ
げ
る
劇
映
画
や
、
各
都
市

を
地
理
的
に
紹
介
し
て
、
不
燃
化
建
築
の

思
想
を
植
え
る
な
ど
材
料
は
多
種
多
様
に

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
こ
れ
を
い

か
に
前
記
各
表
聞
に
現
わ
れ
た
の
ぞ
ま
れ

て
い
る
も
の
を
提
供
す
る
か
に
あ
る
。（

古
河
〉

の

上ヒ

較A 
口

~qr~ 

女
四

四
0 

ノ、
九

七

一
・
五

四
七

五
五
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0
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九

男

女
四
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表
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ど
ん
な
種
類
の
映
画
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い
か

（な
治
本
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の
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を
提
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し
て
頂
い
た

山
田
先
生
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
）

（
筆
者
は
大
成
火
災
海
上
保
険
株
式
会
社
勤

務
）

順
位

種

類

発

明

一一一六



火
事
に
シ
ー
ズ
ン
は
な
い
よ
う
だ
が
、
春
先

き
に
大
火
の
起
こ
り
ゃ
す
い
の
は
、
毎
年
の
気

象
で
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
冬
型
の
気

圧
配
置
が
お
と
ろ
え
る
こ
ろ
で
、
東
シ
ナ
海
や

大
陸
に
発
生
し
た
低
気
圧
が
北
東
へ
進
む
に
つ

れ
て
、
日
本
で
は
南
寄
り
の
風
が
強
く
な
る
。

企
こ
の
風
は
乾
燥
し
て
い
て
、
タ
チ
が
惑
い
。

山
脈
を
越
え
る
と
、
フ

ェ
ー
ン
現
象
を
起
こ
し

て
、
大
火
を
挑
発
す
る
の
だ
。
思
い
出
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
昭
和
二
十
五
年
の
熱
海
温
泉
、

二
十
六
年
の
山
形
県
温
海
町
、
二
十
七
年
の
鳥

取
市
、
三
十
年
の
秋
田
県
大
館
市
、
三
十

一
年

の
同
県
能
代
市
、

三
十
二
年
の
新
潟
県
分
水

町
、
い
ず
れ
も

一
万
坪
以
上
を
焼
く
大
火
が
、

三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
起
こ
っ
て
い
る
A
バ

ケ
ツ
一
杯
の
水
を
、
ふ
だ
ん
用
意
し
て
い
れ

ば
、
と
っ
さ
の
役
に
立
つ
と
い
わ
れ
そ
の
心
が

け
も
か
ん
じ
ん
で
あ
る
が
、
バ
ケ
ツ
一
杯
の
水

よ
り
、

効
力
の
あ
る
消
火
器
が
あ
れ
ば
、
も
っ

と
い
い
。
電
気
洗
た
く
機
を
買
っ
た
り
し
て
、

家
庭
を
電
化
す
る
の
が
、
こ
の
ご
ろ
の
は
や
り

で
あ
る
が
、

家
庭
を
守
る
意
味
か
ら
い
え
ば
、

電
気
機
具
の

一
つ
ぐ
ら
い
は
、
あ
と
ま
わ
し
し

て
も
い
い
か
ら
、
こ
の
消
火
誌
を
備
え
る
べ
き

だ
。
案
外
、
多
く
の
家
庭
は
、
こ
の
こ
と
に
気

家
庭
電
化
と

火
災
予
防
週
間

が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
企
そ
れ
に
、
電
気

機
具
を
使
う
こ
と
に
は
関
心
を
持
っ
て
い
る

が
、
電
気
そ
の
も
の
え
の
用
心
は
、
盲
点
に
な

っ
て
い
る
。
自
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
電

線
か
ら
漏
電
し
て
、
た
と
え
ば
天
井
裏
が
燃
え

だ
し
た
ら
、

バ
ケ
ツ
の
水
で
は
、
ま
さ
に
処
置

な
し
だ
。
火
の
始
末
は
、
目
に
つ
く
だ
け
ま
だ

し
も
用
心
が
容
易
で
あ
る
が
、

一
番
こ
わ
い
の

は
、
漏
電
だ
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
A
家

庭
電
化
と
並
行
し
て
、
す
く
な
く
と
も
年
に
何

回
か
、
配
線
の
ぐ
あ
い
を
調
べ
る
習
慣
を
つ
け

る
の
が
、
ほ
ん
と
う
の
電
化
家
庭
と
い
う
も
の

で
あ
ろ
う
。
毎
年
春
秋
に
火
災
予
防
運
動
が
行

な
わ
れ
る
が
、
こ
の
さ
い
、
そ
う
い
っ
た
習
慣

を
つ
く
る
と
か
、
各
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
す
ぐ

実
行
で
き
る
対
策
を
た
て
る
こ
と
を
考
え
な
か

っ
た
ら
、
消
防
運
動
の
年
中
行
事
は
、
主
催
者

だ
け
の
カ
ラ
さ
わ
ぎ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

（
毎
日
新
聞
余
録
よ
り
）

予

防

時

報

昭
和
＝
一十
三
年
四
月
一
日
発
行
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非
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品
〕

年
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回
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了
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・
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）

発
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東
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消防ポンプ専門メーカー
型録贈呈

I¥¥ 話 市原醐筒諸機械製作所 !!! 

iH 本社 東京都中央区日本橋蛎殻町三ノ十 〈水天宮前）電話兜町（67）六三O四・六三O五番 iii 
m 工場 東京都大田区東蒲田四 丁目三三番地ノー電話蒲田（73）ご四六八・王九四O番 !!! 



創業55周年

’常
J;i 

尚

ぎ
ノ

国家消 防本音111

運 輸 省 〉検定合格

損害保険料率算定会 j

ト

事給付移動式泡沫消火磁

ゼネ ν ータ ー

水槽付手抑ポ Y プ

四溢化炭紫消火機

各極消火薬剤i

スリ

－~咽g睦.，...... 掻彊E周回園ヨE

.ヨ闘咽摩詞E週E盈－＝＝・屋調E雪量

ドライケミカル消火糠

ケミカルフオグ 消火器

C B 消火器

二重斑式酸アルカリ消火器

泡沫消火総

船 舶 用 泡 沫 消 火 3fl

品製

・彦君・E弓・・E圃・E坦・・雪園

① 
福岡市上洲崎 町 24
広島市袋町（日銀東横入〕
名古屋市中区南大津通り 6の2
柏崎市田町 43 6 
仙台市東四番 丁 74
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