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東京高判平成31年1月23日判時2412号92頁　
 

判

例

研

究入
会
地
内
で
行
わ
れ
た
野
焼
作
業
に
お
い
て
、
作
業
員
で
あ
る
被
害
者
ら
三
名
が
原
野
　

内
で
着
火
す
る
の
に
等
し
い
危
険
な
着
火
行
為
を
行
っ
て
焼
死
し
た
事
故
に
つ

い
て
、
同
野
焼
作
業
の
企
画
・
立
案
を
担
っ
て
い
た
被
告
人
両
名
に
業
務
上
過

失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
決
を
破
棄
し
て
無
罪
と
し
た
事
例

─
─
東
京
高
判
平
成
三
一
年
一
月
二
三
日
判
時
二
四
一
二
号
九
二
頁
─
─　

亀
　
　
田
　
　
悠
　
　
斗

第
一　

事
案
の
概
要

一　

本
件
は
、
平
成
二
二
年
三
月
二
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
、
静
岡
県
御
殿
場
市
付
近
一
帯
の
陸
上
自
衛
隊
東
富
士
演
習
場
内
に
存
在
す
る
入
会
地
（
以

下
、「
本
件
入
会
地
」
と
い
う
。）
の
野
焼
作
業
（
野
生
す
る
萱
を
焼
き
払
う
作
業
）
に
お
い
て
、
作
業
員
三
名
が
、
火
炎
に
巻
き
込
ま
れ
焼
死
し
た
と

い
う
事
案
で
あ
る
。

　

本
件
入
会
地
は
、
総
面
積
約
三
〇
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
わ
た
る
広
大
で
起
伏
を
伴
う
萱
の
群
生
地
で
あ
り
、
同
日
に
実
施
さ
れ
た
野
焼
作
業
に
お
い

て
は
、
本
件
入
会
地
中
の
作
業
地
域
が
五
つ
の
作
業
区
及
び
そ
れ
を
さ
ら
に
細
分
化
し
た
複
数
の
作
業
区
域
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
被
害
者
ら
三
名
は
、

同
日
午
前
九
時
三
〇
分
頃
か
ら
、「
山
口
道
」（
幅
員
約
八
・
八
メ
ー
ト
ル
の
未
舗
装
の
道
路
）
と
「
入
会
七
号
」（
被
害
者
ら
が
所
属
し
て
い
た
Ｈ
1
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班
担
当
の
作
業
区
域
と
そ
の
西
側
に
隣
接
す
る
Ｃ
3
班
担
当
の
作
業
区
域
の
境
に
あ
る
幅
員
約
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の
道
路
）
と
の
交
差
点
か
ら
入
会
七

号
に
入
り
、
こ
れ
に
沿
っ
て
一
列
に
並
ん
で
、
道
端
の
萱
に
着
火
し
て
は
、
前
方
で
作
業
中
の
他
の
作
業
員
を
追
い
越
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
前
方
で
萱

に
着
火
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
と
い
う
手
順
に
よ
り
火
入
れ
作
業
を
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
日
午
前
一
〇
時
頃
、
被
害
者
ら
を
含
む
Ｈ
1
班
の
作

業
員
ら
が
着
火
し
た
火
炎
又
は
前
記
Ｃ
3
班
の
作
業
員
ら
が
着
火
し
た
火
炎
の
い
ず
れ
か
の
火
炎
が
、
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
、
前
記
交
差
点
か
ら
入
会

七
号
を
北
西
に
約
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
な
い
し
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
進
入
し
た
場
所
付
近
一
帯
に
燃
え
上
が
っ
た
際
、
同
所
付
近
に
い
た
被
害
者
ら
は
同
火

炎
か
ら
の
避
難
不
能
の
状
況
に
陥
り
、
同
所
に
お
い
て
焼
死
し
た
。

　

被
告
人
Ａ
は
、
本
件
入
会
地
の
管
理
保
全
業
務
等
を
行
っ
て
い
た
Ｇ
組
合
の
組
合
長
で
あ
り
、
平
成
二
二
年
三
月
二
〇
日
、
同
組
合
ほ
か
三
組
合
が

同
入
会
地
の
野
焼
作
業
（
以
下
、
毎
年
度
行
わ
れ
る
同
作
業
自
体
を
「
野
焼
作
業
」
と
い
い
、
同
日
に
行
わ
れ
た
同
作
業
を
「
本
件
野
焼
作
業
」
と
い

う
。）
を
実
施
す
る
に
際
し
、
そ
の
作
業
総
責
任
者
と
し
て
、
本
件
野
焼
作
業
の
実
施
計
画
を
企
画
・
立
案
し
、
そ
の
実
施
を
指
揮
・
監
督
す
る
な
ど

の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
で
あ
る
。
被
告
人
Ｂ
は
、
Ｇ
組
合
の
事
務
局
長
で
あ
り
、
本
件
野
焼
作
業
を
実
施
す
る
に
際
し
、
同
組
合
事
務
局
及
び
統

制
本
部
の
責
任
者
と
し
て
、
実
施
計
画
の
原
案
を
検
討
・
起
案
す
る
な
ど
、
被
告
人
Ａ
か
ら
、
本
件
野
焼
作
業
の
実
施
計
画
の
企
画
・
立
案
に
つ
い
て

の
実
質
的
権
限
を
委
ね
ら
れ
、
被
告
人
Ａ
の
前
記
業
務
を
補
佐
す
る
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
で
あ
る
。

二　

原
審
（
静
岡
地
裁
沼
津
支
判
平
成
二
九
年
二
月
二
四
日
判
例
時
報
二
四
一
二
号
一
〇
〇
頁
）
は
、
被
告
人
両
名
に
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を

肯
定
し
た
（
被
告
人
Ａ
に
禁
錮
一
年
、
執
行
猶
予
三
年
、
被
告
人
Ｂ
に
禁
錮
一
〇
月
、
執
行
猶
予
三
年
）。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
本
件
入
会
地
の
中
に
、
入
会
七
号
の
よ
う
に
、「
そ
れ
自
体
は
『
防
火
帯
』（
引
用
者
補
足
：「
野
焼
作
業
に
お
い
て
、
火
炎
の
延
焼
・
拡
大
等
の

危
険
か
ら
作
業
員
ら
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
幅
員
を
備
え
た
安
全
地
帯
で
あ
っ
て
、
当
時
の
御
殿
場
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
又

は
裾
野
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
の
各
規
定
に
よ
る
幅
五
メ
ー
ト
ル
な
い
し
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
を
い
い
、
こ
れ
に

は
、
植
物
を
刈
り
取
っ
て
焼
き
切
る
な
ど
の
方
法
で
野
焼
作
業
の
た
め
に
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
一
定
の
幅
員
を
備
え
た
道
な
ど
既

に
存
在
し
て
い
る
地
物
を
利
用
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
。」）
に
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
見
す
る
と
あ
る
程
度
の
幅
員
が
あ

る
た
め
、
作
業
員
ら
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
が
『
防
火
帯
』
で
あ
る
と
誤
解
す
る
な
ど
し
て
漫
然
と
立
ち
入
り
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
を
確
保
し
な
い
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ま
ま
作
業
を
進
め
る
危
険
の
あ
る
場
所
が
存
在
し
て
お
り
、
被
告
人
両
名
も
、
入
会
七
号
の
状
況
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
、
…
…
野
焼
作
業
の
火
炎
が

急
速
に
拡
大
、
延
焼
し
、
作
業
員
ら
の
避
難
が
困
難
に
な
り
、
そ
の
生
命
・
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
十
分
予
見
す
る
こ
と
が
で
き

た
」。「
そ
う
で
あ
る
以
上
、
被
告
人
両
名
と
し
て
は
、
緊
急
時
に
作
業
員
ら
の
避
難
場
所
が
確
実
に
確
保
さ
れ
、
そ
の
生
命
・
身
体
が
守
ら
れ
る
よ
う
、

本
件
野
焼
作
業
の
実
施
計
画
段
階
に
お
い
て
、
本
件
四
組
合
の
代
表
者
ら
が
出
席
し
て
開
催
さ
れ
た
入
会
四
組
合
長
会
議
や
、
こ
れ
に
地
元
側
の
関
係

地
区
代
表
や
作
業
担
当
責
任
者
ら
も
出
席
し
て
開
催
さ
れ
た
代
表
者
会
議
等
で
、『
防
火
帯
』
以
外
の
場
所
か
ら
の
着
火
を
禁
じ
る
こ
と
及
び
『
防
火

帯
』
の
場
所
を
協
議
し
て
取
り
決
め
た
上
で
、
自
ら
又
は
作
業
担
当
責
任
者
ら
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
各
作
業
班
の
作
業
員
ら
に
周
知
徹
底
す
べ
き
業
務

上
の
注
意
義
務
が
あ
っ
た
」。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
告
人
両
名
は
こ
れ
に
違
反
し
た
、
と
い
う
（
被
告
人
両
名
の
過
失
は
過
失
の
競
合
に
あ
た
る

と
す
る
）。

三　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
Ａ
Ｂ
両
名
が
控
訴
し
た
。

第
二　

判
旨

　

破
棄
自
判
、
無
罪
（
確
定
）。

　
「
原
判
決
は
、
ま
ず
、
本
件
事
故
と
因
果
関
係
を
有
す
る
結
果
回
避
措
置
を
設
定
し
、
し
か
る
後
、
か
か
る
結
果
回
避
措
置
を
講
ず
る
べ
き
責
任
主

体
は
誰
か
を
検
討
し
て
、
被
告
人
両
名
に
そ
の
作
為
義
務
を
認
め
、
そ
の
後
、
被
告
人
両
名
の
予
見
可
能
性
や
結
果
回
避
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
。

し
か
し
、
過
失
責
任
を
検
討
す
る
際
は
、
ま
ず
被
告
人
両
名
に
本
件
事
故
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
予
見
可
能
性
が
あ
る

場
合
に
結
果
回
避
措
置
の
内
容
を
検
討
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
の
判
断
枠
組
み
が
本
件
に
お
い
て
適
切
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
疑
問
が
あ
る
。」

　
「
ま
た
、
原
判
決
は
、『
防
火
帯
』
の
意
味
に
つ
い
て
、
野
焼
作
業
に
お
い
て
、
火
炎
の
延
焼
・
拡
大
等
の
危
険
か
ら
作
業
員
ら
の
安
全
を
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
る
程
度
の
幅
員
を
備
え
た
安
全
地
帯
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
当
時
の
御
殿
場
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
又
は
裾
野
市
火
入
れ
に
関
す
る
条

例
の
各
規
定
に
よ
る
幅
五
メ
ー
ト
ル
な
い
し
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
な
ど
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
も
、
原
判
決
に
よ
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れ
ば
、
入
会
七
号
は
、
約
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の
幅
が
あ
る
の
に
『
防
火
帯
』
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
な
り
の
道
路
幅
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

緊
急
時
の
避
難
場
所
と
し
て
の
適
否
の
判
断
を
誤
る
お
そ
れ
が
あ
る
…
…
と
も
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
入
会
七
号
が
『
防
火
帯
』
で
あ
る
か

ど
う
か
は
相
当
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
何
故
、
道
路
幅
が
五
メ
ー
ト
ル
に
約
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
足
り
な
い
だ
け
の
入
会
七
号
が

『
防
火
帯
』
と
な
ら
な
い
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
、
所
論
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
そ
の
準
じ
る
と
い
う
意
味
が
不
明

確
で
あ
る
こ
と
や
、
飛
び
火
等
に
よ
る
森
林
へ
の
延
焼
の
防
止
を
目
的
と
し
た
各
条
例
上
の
防
火
帯
の
概
念
を
、
人
の
生
命
・
身
体
に
対
し
て
火
炎
が

及
ぼ
す
種
々
の
現
象
（
熱
、
煙
、
酸
素
欠
乏
等
）
の
ほ
か
、
萱
の
群
生
す
る
原
野
に
立
ち
入
っ
て
作
業
す
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
野
焼

作
業
に
お
け
る
人
の
生
命
・
身
体
の
安
全
確
保
の
た
め
の
場
所
に
転
用
し
て
い
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
判
決
が
、
山
口
道

か
ら
入
会
七
号
に
立
ち
入
っ
て
着
火
す
る
に
し
て
も
、
山
口
道
か
ら
焼
け
跡
を
広
げ
、
焼
け
跡
を
背
に
し
て
そ
の
外
縁
部
に
着
火
す
る
よ
う
に
し
て
さ

え
い
れ
ば
、
風
向
や
風
速
の
急
変
な
ど
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
て
も
、
そ
の
焼
け
跡
を
避
難
場
所
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、
安
全
を
確
保
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
説
示
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、『
防
火
帯
』
と
は
、
原
判
決
の
い
う
前
段
部
分
の
み
、
す
な
わ
ち
、
火
炎
の
延
焼
・
拡
大
等
の
危

険
か
ら
作
業
員
ら
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
幅
員
を
備
え
た
安
全
地
帯
と
い
う
限
度
で
し
か
意
味
を
持
た
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。」

　

以
上
の
二
点
を
前
提
と
し
て
、
本
判
決
は
、
被
告
人
両
名
の
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
示
す
る
。

　
「
野
焼
作
業
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
着
火
場
所
の
選
定
は
現
場
の
状
況
等
を
一
番
よ
く
知
り
得
る
立
場
に
あ
る
現
場
作
業
員
ら
の
判
断
に
委
ね
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
、
被
害
者
三
名
を
含
む
Ｌ
支
隊
員
ら
は
、
経
験
も
豊
富
で
、
野
焼
作
業
の
安
全
性
の
た
め
の
手
順
を
十
分
に
わ
き
ま
え
た
人
達
で
あ

っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
場
の
作
業
員
ら
の
判
断
で
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
東
富
士
演
習
場
の
野
焼
作
業
で
は
、
作
業
員
ら
の

大
き
な
死
傷
事
故
に
つ
な
が
る
よ
う
な
事
故
が
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
被
告
人
両
名
は
、
本
件
野
焼
作
業
の
企
画
・
立
案
を
担
っ
て
い
た
者
で
は

あ
る
が
、
前
記
の
と
お
り
本
件
実
施
計
画
書
は
、
作
業
担
当
責
任
者
ら
が
参
加
す
る
会
議
で
の
了
承
も
経
て
確
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
過
程
で
事

故
の
危
険
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
摘
も
受
け
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
両
名
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
入
会
七
号
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た

と
は
い
え
、
経
験
豊
富
な
現
場
作
業
員
ら
が
、『
野
焼
作
業
の
鉄
則
』
に
反
し
て
、
原
野
内
で
着
火
す
る
の
に
等
し
い
危
険
な
行
為
を
行
う
よ
う
な
こ
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と
は
、
通
常
は
想
定
し
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
計
画
の
企
画
・
立
案
の
際
に
、
具
体
的
に
予
見
で
き
た
又
は
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た

と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
考
え
て
も
無
理
が
あ
る
。」

　
「
こ
れ
に
対
し
、
原
判
決
は
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
な
り
得
る
安
全
地
帯
を
背
に
し
て
、
そ
の
外
縁
部
に
着
火
し
焼
け
跡
を
広
げ
て
い
く
方
法
で

作
業
を
進
め
る
べ
き
こ
と
は
、
野
焼
作
業
に
従
事
す
る
者
の
常
識
で
あ
り
、『
野
焼
作
業
の
鉄
則
』
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
一
方
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
主
催
者
側
で
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
を
実
施
し
て
周
知
徹
底
し
て
お
か
な
け
れ
ば
作
業
員
ら
の
生
命
・
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
は
常
識
で

あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
野
焼
作
業
の
未
経
験
者
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
て
も
ら
う
の
で
あ
れ
ば
格
別
、
本
件
野
焼
作
業
に
お
い

て
は
、
ま
さ
に
野
焼
作
業
の
常
識
・
鉄
則
を
知
る
経
験
豊
富
な
現
場
作
業
員
ら
が
実
施
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
経
験
豊
富
な
現
場
作
業
員
ら
に

と
っ
て
は
、
安
全
地
帯
を
背
に
し
て
そ
の
外
縁
部
に
着
火
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
野
焼
作
業
の
際
の
当
然
の
前
提
で
あ
り
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
改
め
て
周
知
徹
底
す
る
必
要
も
な
い
は
ず
で
あ
り
、
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
を
実
施
し
て
周
知
徹
底
し
て
お
か
な
け
れ

ば
作
業
員
ら
の
生
命
・
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
が
常
識
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
判
決
は
、
被
害
者

ら
三
名
等
に
よ
る
本
件
着
火
行
為
を
原
野
で
着
火
す
る
が
如
し
な
ど
と
評
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
被
告
人
両
名
が
入
会
七
号
の
状
況
を
認
識
し
て
い
た

こ
と
を
理
由
に
、
現
場
作
業
員
ら
が
入
会
七
号
に
入
っ
て
着
火
作
業
を
進
め
て
も
安
全
と
誤
解
し
て
危
険
な
作
業
を
す
る
こ
と
が
予
見
で
き
た
又
は
予

見
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
入
会
七
号
の
状
況
を
認
識
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
中
に
入
っ
て
着
火
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
野
で
着

火
す
る
如
く
危
険
な
行
為
な
の
で
あ
る
か
ら
、
野
焼
作
業
の
常
識
・
鉄
則
を
知
る
経
験
豊
富
な
作
業
員
ら
が
、
こ
の
よ
う
に
危
険
な
行
為
を
す
る
こ
と

は
、
通
常
は
想
定
し
得
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
を
予
見
で
き
た
又
は
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
論
理
的
に
無
理
が
あ
る
。」

　

続
け
て
、
本
判
決
は
原
判
決
の
認
め
た
結
果
回
避
義
務
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
旨
説
示
す
る
。

　
「
ま
た
、
原
判
決
は
、
被
告
人
両
名
が
懈
怠
し
た
義
務
と
し
て
、
①
『
防
火
帯
』
以
外
の
場
所
か
ら
の
着
火
を
禁
じ
る
と
い
う
義
務
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
原
判
決
が
説
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
、
結
局
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
な
り
得
る
安
全
地
帯
を
背
に
し
て
、
そ
の
外
縁
部
に
着
火
し
焼

け
跡
を
広
げ
て
い
く
方
法
で
作
業
を
進
め
る
べ
き
と
い
う
『
野
焼
作
業
の
鉄
則
』
に
反
す
る
着
火
を
禁
じ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
こ
ろ
…
…
、

こ
う
し
た
『
野
焼
作
業
の
鉄
則
』
は
、
野
焼
作
業
の
経
験
を
有
す
る
現
場
の
作
業
員
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
身
を
守
る
た
め
の
言
わ
ず
も
が
な
の
常
識
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で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
に
反
す
る
行
為
の
禁
止
措
置
に
つ
い
て
被
告
人
両
名
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
作

業
員
の
誰
し
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
信
頼
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
し
、
言
わ
ず
も
が
な
の
常
識
で
あ

れ
ば
、
改
め
て
言
う
必
要
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

　
「
ま
た
、
原
判
決
は
、
②
被
告
人
両
名
に
は
、『
防
火
帯
』
の
場
所
を
協
議
し
て
取
り
決
め
た
上
で
、
自
ら
又
は
作
業
担
当
責
任
者
ら
を
通
じ
て
、
こ

れ
を
各
作
業
班
の
作
業
員
ら
に
周
知
徹
底
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、『
防
火
帯
』
の
意
味
を
、
前
記
の
と
お
り
、
火
炎
の
延
焼
・
拡

大
等
の
危
険
か
ら
作
業
員
ら
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
幅
員
を
備
え
た
安
全
地
帯
と
理
解
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
、
東
富
士
演
習
場
の

野
焼
作
業
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
安
全
な
場
所
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
担
当
す
る
区
域
の
地
形
、
風
向
や
風
の
強
さ
、
萱
の
状
態
、
作
業
員
の
人
数

等
に
応
じ
て
、
作
業
当
日
に
現
場
の
作
業
員
ら
が
具
体
的
に
判
断
す
る
の
が
合
理
的
と
し
て
、
当
日
の
現
場
作
業
員
ら
の
判
断
で
行
わ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
上
、
被
告
人
両
名
は
、
本
件
実
施
計
画
書
の
企
画
・
立
案
を
し
た
者
で
は
あ
る
が
、
東
富
士
演
習
場
の
野
焼
作
業
で
は
こ
れ
ま
で
大
き
な
事
故

が
起
こ
っ
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
本
件
野
焼
作
業
の
実
施
計
画
の
策
定
過
程
に
お
い
て
作
業
担
当
責
任
者
ら
が
出
席
し
た
会
議
等
の
際
に
も
、
そ
の

伝
統
的
な
作
業
手
順
に
つ
い
て
異
を
唱
え
る
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
本
件
野
焼
作
業
に
至
る
状
況
下
に
お
い
て
は
、
被

告
人
両
名
に
お
い
て
、
原
判
決
が
い
う
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
動
機
付
け
が
生
じ
よ
う
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
義
務
が
本
件

事
故
を
回
避
す
る
た
め
に
被
告
人
両
名
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
い
い
難
い
。」

　
「
な
お
、
付
言
す
る
と
、
…
…
危
険
物
の
製
造
、
施
設
の
管
理
に
関
す
る
事
故
の
場
合
、
注
意
義
務
の
帰
属
主
体
と
し
て
の
組
織
を
確
定
し
た
上
で
、

そ
の
組
織
の
中
で
の
地
位
や
職
責
、
権
限
、
職
務
の
遂
行
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
結
果
発
生
の
危
険
性
、
そ
れ
に
対
す
る
支
配
、
管
理
性
な
ど
の
事
情

を
実
質
的
・
総
合
的
に
考
え
て
、
個
人
と
し
て
具
体
的
に
注
意
義
務
の
帰
属
主
体
と
な
り
得
る
も
の
は
誰
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
責
任
の
所
在
を

問
う
と
い
う
判
断
手
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
原
判
決
も
、
同
様
の
手
法
を
用
い
て
、
被
告
人
両
名
に
対
す
る
責
任
を
導
い
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
で
き
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
本
件
事
故
や
本
件
野
焼
作
業
の
実
態
（
本
件
事
故
に
即
し
て
み
る
と
、
被
告
人
両
名
ら
主
催
者
側
が
具

体
的
な
危
険
を
創
出
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
し
、
前
記
の
よ
う
な
伝
統
や
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
本
件
野
焼
作
業
に
お
け
る
主
催
者
側
と
現
場
作
業

員
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
両
名
が
危
険
の
管
理
を
す
べ
て
引
き
受
け
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。）
か
ら
す
る
と
、
本
件
に
お
い
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て
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
手
法
は
適
切
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」

第
三　

研
究

一　

検
討
事
項

　

本
件
は
、
野
焼
作
業
に
お
い
て
現
場
作
業
員
で
あ
っ
た
被
害
者
ら
が
危
険
な
作
業
手
順
を
と
っ
た
結
果
焼
死
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同
野
焼
作
業
の

計
画
を
企
画
・
立
案
し
た
被
告
人
両
名
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
本
判
決
が
「
被
告
人
両
名
は
本
件
事
故
を

予
見
で
き
た
し
、
予
見
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
と
し
て
、
被
告
人
両
名
に
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
決
の
判
断
は
、
原
審
証
拠
と
論

理
則
・
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
っ
て
首
肯
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
否
に
関
す
る
原
判
決
と
本
判

決
の
結
論
の
違
い
は
、
主
に
予
見
可
能
性
の
存
否
に
関
す
る
判
断
の
相
違
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
両
判
決

に
よ
る
予
見
可
能
性
の
法
的
理
解
及
び
本
件
に
お
け
る
そ
の
具
体
的
判
断
の
整
理
・
分
析
を
行
う
。
次
い
で
、
本
判
決
が
予
見
可
能
性
を
否
定
し
た
後

に
続
け
て
行
っ
た
結
果
回
避
義
務
否
定
の
判
断
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
最
後
に
、
両
判
決
間
の
判
断
手
法
の
違
い
に
つ
い
て
も
若
干
言
及
す
る
。

二　

予
見
可
能
性
に
つ
い
て

（
一
）
原
判
決
に
よ
る
予
見
可
能
性
の
理
解
と
判
断

　

ま
ず
、
原
判
決
に
よ
る
予
見
可
能
性
の
法
的
理
解
に
つ
い
て
、
原
判
決
は
、
予
見
可
能
性
は
結
果
回
避
措
置
の
実
施
を
動
機
付
け
う
る
程
度
で
足
り

る
と
解
し
て
い
る
。「
被
告
人
両
名
に
は
、
現
場
の
作
業
員
ら
の
安
全
確
保
に
向
け
た
積
極
的
な
措
置
（
検
察
官
主
張
の
結
果
回
避
措
置
に
即
し
て
い

う
と
『
防
火
帯
外
着
火
禁
止
措
置
に
係
る
履
行
確
保
措
置
』）
を
実
施
す
る
よ
う
動
機
付
け
ら
れ
る
に
十
分
な
具
体
的
事
実
の
認
識
は
あ
っ
た
と
い
え
、

結
果
回
避
義
務
を
導
く
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
…
…
こ
れ
に
対
し
、
弁
護
人
ら
は
、
危
険
が
現
実
化
し
て
い
く

過
程
を
具
体
的
に
予
見
で
き
な
け
れ
ば
、『
本
件
結
果
及
び
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
の
予
見
可
能
性
』
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
前
提
に
、

種
々
主
張
し
て
い
る
が
、
予
見
可
能
性
が
必
要
と
さ
れ
る
根
拠
に
照
ら
し
過
大
な
要
求
を
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
、
採
用
で
き
な
い
」
と
の
説
示
か

（
1
）
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ら
、
そ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。

　

予
見
可
能
性
の
対
象
に
つ
い
て
、
従
来
の
下
級
審
裁
判
例
の
多
く
は
「
特
定
の
構
成
要
件
的
結
果
及
び
そ
の
結
果
の
発
生
に
至
る
因
果
関
係
の
基
本

的
部
分
」
の
予
見
可
能
性
を
必
要
と
し
て
き
た
。
他
方
、
最
高
裁
判
例
は
こ
の
よ
う
な
定
式
を
明
示
的
に
は
採
用
し
て
い
な
い
が
、
因
果
経
過
の
予
見

可
能
性
に
つ
い
て
、
実
際
の
因
果
経
過
を
あ
る
程
度
抽
象
化
し
た
も
の
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
い
く
つ
か
の
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
結
果
回
避
措
置
実
施
を
動
機
付
け
う
る
に
足
る
事
実
を
予
見
可
能
性
の
対
象
た
る
因
果
経
過

（「
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
」）
と
す
る
理
解
が
明
示
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
阪
高
判
平
成
二
〇
年
七
月
一
〇
日
（
明
石
市
砂
浜
陥
没

事
件
第
一
次
控
訴
審
判
決
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
阪
高
裁
は
、「
過
失
犯
に
お
い
て
行
為
者
に
過
失
責
任
を
問
う
た
め
に
予
見
可
能
性
の
存
在
を
必
要

と
す
る
理
由
は
、
過
失
行
為
に
よ
り
当
該
被
害
結
果
を
招
来
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
行
為
者
に
過
失
行
為
時
、
当
該
被
害
結
果
の
発
生
を
予
見

す
る
可
能
性
が
存
す
れ
ば
、
結
果
回
避
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
こ
と
を
問
責
の
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
た
ど
っ
た
具
体

的
な
因
果
経
過
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
ま
で
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
結
果
発
生
に
至
る
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
に
つ
い
て
予

見
可
能
で
あ
れ
ば
足
り
る
こ
と
は
、
過
失
犯
の
性
質
上
、
当
然
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
」
と
し
、
実
際
に
、
結
果
を
回
避
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
べ
き

こ
と
の
動
機
付
け
と
い
う
観
点
か
ら
、「
本
件
に
お
い
て
予
見
可
能
性
が
要
求
さ
れ
る
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
」
を
特
定
し
て
い
る
。

　

結
果
回
避
措
置
実
施
の
動
機
付
け
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
予
見
可
能
性
理
解
は
、
前
記
下
級
審
裁
判
例
の
よ
う
に
こ
れ
を
明
示
す
る
裁
判
例
だ
け
で

な
く
、
広
く
従
来
の
裁
判
例
に
通
底
・
伏
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
学
説
に
お
い
て
も
有
力
に
主
張

さ
れ
て
い
る
「
予
見
可
能
性
の
結
果
回
避
義
務
関
連
性
」
を
肯
定
す
る
見
解
の
一
形
態
と
い
え
る
。「
予
見
可
能
性
の
結
果
回
避
義
務
関
連
性
」
と
は
、

「
予
見
可
能
性
は
、
お
よ
そ
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
形
で
そ
の
有
無
を
問
い
う
る
も
の
で
は
な
く
、
と
ら
れ
る
べ
き
結
果
回
避
措
置
と
の
関
係
で
相
対

的
に
定
め
ら
れ
、
低
い
程
度
の
予
見
可
能
性
に
対
し
て
は
弱
い
結
果
回
避
措
置
が
対
応
し
、
高
い
程
度
の
予
見
可
能
性
に
対
し
て
は
そ
の
行
為
を
お
よ

そ
直
ち
に
中
止
す
る
と
い
う
強
い
結
果
回
避
措
置
が
対
応
し
て
課
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
結
果
回
避
義
務
と
の
相
関
関
係
が
存
在
す
る
」
と
の
理
解

を
い
う
。

　

本
件
原
判
決
は
（
結
果
及
び
）「
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
」
の
予
見
可
能
性
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
な
い
が
、
結
果
回
避
措
置
実
施
の
動
機
付
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け
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
予
見
可
能
性
理
解
に
よ
れ
ば
、
当
該
動
機
付
け
を
生
じ
さ
せ
う
る
事
情
が
予
見
・
認
識
可
能
か
ど
う
か
が
重
要
な
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
事
情
を
「
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
」
と
呼
称
す
る
か
ど
う
か
は
重
要
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
判
決
の
予
見
可
能
性
理
解
は
従
来

の
裁
判
例
の
傾
向
に
沿
う
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

原
判
決
は
、
予
見
可
能
性
に
関
す
る
具
体
的
判
断
に
際
し
て
、
ま
ず
、「
大
規
模
に
原
野
を
焼
き
尽
く
す
野
焼
作
業
に
お
い
て
、
現
場
作
業
員
ら
に
、

作
業
の
危
険
性
や
危
険
を
避
け
る
方
法
に
つ
い
て
周
知
徹
底
す
る
な
ど
の
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
を
実
施
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
風
向
・
風
速

の
変
化
に
伴
う
燃
焼
状
況
の
急
変
等
の
緊
急
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
、
避
難
が
困
難
に
な
っ
て
、
作
業
員
ら
の
生
命
・
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
常
識
で
あ
り
、
被
告
人
両
名
に
お
い
て
も
当
然
に
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
適
切
な
注
意

喚
起
や
安
全
教
育
が
な
け
れ
ば
燃
焼
状
況
の
急
変
等
に
よ
っ
て
避
難
が
困
難
に
な
り
う
る
か
と
い
え
ば
、「
大
規
模
に
原
野
を
焼
き
尽
く
す
野
焼
作
業

に
お
い
て
は
、
風
向
や
風
速
、
そ
の
変
化
に
よ
っ
て
燃
焼
状
況
が
急
変
す
る
こ
と
が
あ
る
と
こ
ろ
、
一
見
す
る
と
あ
る
程
度
の
幅
員
が
あ
る
道
路
で
安

全
に
見
え
る
場
所
で
あ
っ
て
も
、
火
炎
に
囲
ま
れ
た
場
合
に
は
十
分
な
安
全
が
確
保
で
き
ず
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
に
な
り
得
な
い
こ
と
が
あ
り
、
適

切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
、
そ
れ
な
り
の
道
路
幅
が
あ
る
こ
と
に
惑
わ
さ
れ
て
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
し
て
の
適
否
の
判

断
を
誤
る
危
険
が
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
緊
急
時
の
避
難
場
所
（「
防
火
帯
」）
と
し
て
の
適
否
の
判
断
を
誤
る
危
険
は
、「『
防
火
帯
』
か
ら
着
火
し
、

『
防
火
帯
』
か
ら
焼
け
跡
を
広
げ
て
こ
れ
を
背
に
し
て
進
行
す
る
な
ど
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
を
確
保
し
な
が
ら
作
業
を
進
め
る
べ
き
こ
と
」
が
現
場

の
作
業
員
ら
に
と
っ
て
常
識
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
も
な
お
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、

「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
「
防
火
帯
」
の
選
定
を
正
し
く
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
を
適
切
に
実

践
・
履
行
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
こ
ろ
、
大
規
模
な
野
焼
作
業
に
お
け
る
「
防
火
帯
」
選
定
の
方
法
や
こ
れ
に
関
す
る
知
識
は
現
場
作
業
員
ら
に

と
っ
て
常
識
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

次
い
で
、
原
判
決
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
本
件
入
会
地
の
中
に
も
「
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
し
て
の
適
否
の
判
断
を
誤
る
危
険
が
あ
る
」
場
所

が
あ
り
入
会
七
号
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
、
被
告
人
両
名
は
入
会
七
号
の
状
況
を
現
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
防
火
帯
」
の
具

体
的
な
明
示
が
な
け
れ
ば
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
し
て
の
適
否
の
判
断
を
誤
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
十
分
予
見
で
き
、
ま
た
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
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た
、
と
。
な
ぜ
入
会
七
号
が
客
観
的
に
は
緊
急
時
の
避
難
場
所
に
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
作
業
員
ら
に
よ
っ
て
該
当
す
る
と
誤
解
さ
れ
う
る
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
入
会
七
号
が
一
見
安
全
に
見
え
る
よ
う
な
あ
る
程
度
の
幅
員
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
本
判
決
に
よ
る
予
見
可
能
性
の
理
解
と
判
断

　

本
判
決
は
、
現
場
の
作
業
員
ら
に
よ
る
「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
に
反
し
た
原
野
内
で
着
火
す
る
の
に
等
し
い
危
険
な
行
為
の
実
行
は
通
常
想
定
し
得

な
い
も
の
で
あ
り
、「
こ
れ
を
、
計
画
の
企
画
・
立
案
の
際
に
、
具
体
的
に
予
見
で
き
た
又
は
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
考
え

て
も
無
理
が
あ
る
」
と
し
て
、
被
告
人
両
名
の
予
見
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
に
至
る
ま
で
に
概
ね
以
下
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
大
規
模
な
野
焼
作
業
の
場
合
、
着
火
場
所
の
決
定
等
の
具
体
的
な
作
業
方
法
に
つ
い
て
は
現
場
の
作
業
員
ら
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
本
件
野
焼
作
業
も
こ
の
よ
う
な
形
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
現
場
の
作
業
員
に
お
い
て
は
、
各
班
と
も
こ
れ
ま
で
も
毎
年
同
じ
区

域
の
野
焼
作
業
に
従
事
し
て
い
て
地
勢
を
承
知
し
て
い
る
と
と
も
に
、
経
験
が
豊
富
な
者
が
多
い
こ
と
か
ら
」、
そ
う
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、「
こ
れ
ま
で
の
東
富
士
演
習
場
の
野
焼
作
業
の
例
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
伝
統
や
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
相
応
の
合
理

性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」。
被
害
者
ら
三
名
を
含
む
Ｌ
支
隊
員
ら
も
、「
当
時
の
風
向
を
考
慮
し
て
作
業
の
効
率
性
を
考
え
る
と
同
時
に
、
火
に
包
ま
れ

て
逃
げ
場
を
失
っ
て
身
に
大
き
な
危
険
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
」
と
自
ら
判
断
し
て
入
会
七
号
に
立
ち
入
っ
て
着
火
を
し
た
が
、
客
観
的
に
見
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
本
件
着
火
行
為
は
「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
に
反
し
た
著
し
く
危
険
な
行
為
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
被
害
者
ら
三
名
を
含
む
Ｌ
支
隊
員
ら
は
相

応
に
野
焼
作
業
の
経
験
を
有
し
、
毎
年
同
じ
地
区
を
担
当
し
て
お
り
、
安
全
な
手
順
を
十
分
わ
き
ま
え
た
者
達
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
様
に
行
わ
れ

て
き
た
こ
れ
ま
で
の
東
富
士
演
習
場
の
野
焼
作
業
に
お
い
て
死
傷
事
故
に
つ
な
が
る
よ
う
な
事
故
は
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
作
業
担
当
責
任
者
ら

が
参
加
す
る
会
議
等
に
お
い
て
事
故
の
危
険
性
に
関
す
る
具
体
的
な
指
摘
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

　

本
判
決
は
予
見
可
能
性
の
法
的
理
解
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
結
果
回
避
措
置
実
施
の
動
機
付
け
が
生
じ
え
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点

に
よ
る
検
討
が
後
の
結
果
回
避
義
務
の
存
否
に
関
す
る
判
断
の
段
階
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
判
決
は
、
結
果
回
避
措
置
実
施
の
動

機
付
け
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
予
見
可
能
性
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
予
見
可
能
性
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理
解
か
ら
、
本
判
決
の
具
体
的
判
断
が
説
明
さ
れ
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
着
火
場
所
の
決
定
等
を
現
場
の
作

業
員
ら
に
委
任
す
る
と
い
う
本
件
野
焼
作
業
は
、
作
業
員
の
多
く
が
担
当
地
区
の
地
勢
を
よ
く
承
知
し
経
験
も
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
、
伝
統

や
経
験
に
も
裏
打
ち
さ
れ
た
「
相
応
の
合
理
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」。
そ
の
合
理
性
な
い
し
こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

被
告
人
両
名
に
、
主
催
者
側
に
よ
る
何
ら
か
の
結
果
回
避
措
置
を
実
施
す
る
動
機
付
け
の
可
能
性
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
た
め
に
は
、
被
害
者
ら
が

原
野
内
で
着
火
す
る
の
に
等
し
い
危
険
な
行
為
を
行
う
こ
と
の
具
体
的
な
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な

予
見
可
能
性
を
支
持
す
る
よ
う
な
事
情
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
予
見
可
能
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
結
果
回
避
措
置
実

施
の
動
機
付
け
の
可
能
性
が
存
在
し
た
と
は
い
え
な
い
、
と
。
以
上
の
説
明
が
成
り
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
本
判
決
の
予
見
可
能
性
判
断
と
従
来
の
裁
判

例
の
予
見
可
能
性
理
解
に
基
づ
く
判
断
と
は
、
結
論
に
お
い
て
相
違
し
な
い
と
い
え
る
。

　

続
い
て
、
本
判
決
は
、
原
判
決
の
挙
げ
て
い
た
予
見
可
能
性
肯
定
の
論
拠
に
は
論
理
的
な
矛
盾
・
無
理
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
予
見
可
能
性
否
定
の
判

断
を
妨
げ
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
原
判
決
は
、
予
見
可
能
性
肯
定
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、「
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
緊
急
事
態
が
生
じ

た
と
き
に
作
業
員
ら
の
生
命
・
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
常
識
で
あ
り
被
告
人
両
名
も
こ
の
こ
と
を
当
然
に
認
識
し
て
い
た
と
認

め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
と
の
関
係
で
矛
盾
が
認
め
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、
本
件
野
焼
作
業
を
実
施
す
る
「
野
焼
作
業
の
常
識
・
鉄
則
を
知
る
経
験
豊
富
な
現
場
作
業
員
ら
」
に
対
し
て
改
め
て
「
野
焼
作
業
の
鉄

則
」
に
つ
い
て
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
を
実
施
し
て
周
知
徹
底
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
作
業
員
ら
に
危
険
が
及
ぶ

こ
と
が
常
識
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
こ
で
、
本
判
決
は
、
原
判
決
の
い
う
「
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
と
は
「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
を
教
え
る
こ
と
な
い
し
改
め
て
周
知
徹
底

す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
原
判
決
の
い
う
「
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
意
味

で
あ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
確
か
に
、
原
判
決
の
予
見
可
能
性
判
断
に
お
い
て
、「
作
業
の
危
険
性
や
危
険
を
避
け
る
方
法
に
つ
い
て
周
知
徹

底
す
る
な
ど
の
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
原
判
決
の
設
定
す
る
結
果
回
避
措
置
と
は
「
本
件
野
焼
作
業
の
実
施
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計
画
段
階
に
お
い
て
、
代
表
者
会
議
等
の
機
会
に
、
現
場
の
作
業
担
当
責
任
者
ら
と
の
間
で
、『
防
火
帯
』
以
外
の
場
所
か
ら
の
着
火
を
禁
じ
る
こ
と

や
、『
防
火
帯
』
で
は
な
い
場
所
と
『
防
火
帯
』
と
を
明
示
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
上
、
こ
れ
を
現
場
の
作
業
員
ら
に
周
知
徹
底
す
る
措
置
（
防
火

帯
外
着
火
禁
止
措
置
に
係
る
履
行
確
保
措
置
）」
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
と
「
防
火
帯
」
の
明
示
が
区
別
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
原
判
決
の
い
う
「
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
と
は
「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
の
周
知
徹
底
を
意
味
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
別
の
箇
所
で
は
、
原
判
決
は
、「
そ
れ
な
り
の
道
路
幅
が
あ
る
こ
と
に
惑
わ
さ
れ
て
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
し
て
の
適
否
の
判
断
を
誤
る

危
険
」
と
い
う
大
規
模
な
野
焼
作
業
に
特
有
の
「
潜
在
的
な
危
険
」
を
意
識
し
た
注
意
喚
起
・
安
全
教
育
を
「
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
と
捉

え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
に
よ
れ
ば
、「
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
と
は
、
大
規
模
な
野
焼
作
業
に
特
有
に
潜
在
す
る
「
作
業
の
危
険
性

や
危
険
を
避
け
る
方
法
に
つ
い
て
周
知
徹
底
す
る
な
ど
の
適
切
な
注
意
喚
起
や
安
全
教
育
」
を
意
味
す
る
。
も
し
原
判
決
の
理
解
が
後
者
で
あ
る
な
ら

ば
、
原
判
決
の
主
張
と
本
判
決
の
反
論
は
噛
み
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
本
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
ら
三
名
を
含
む
Ｌ
支
隊
員
ら
が
「
入
会
七
号
に
立
ち
入
っ
て
着
火
を
し
た
の
は
、
当
時
の
風
向
を
考

慮
し
て
作
業
の
効
率
性
を
考
え
る
と
同
時
に
、
火
に
包
ま
れ
て
逃
げ
場
を
失
っ
て
身
に
大
き
な
危
険
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
て
の
も
の
」
で
あ

り
、
原
判
決
の
い
う
よ
う
に
「
入
会
七
号
を
『
防
火
帯
』
と
誤
解
し
て
入
っ
た
」
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
ら
は
入
会
七
号
を
緊
急
時
の

避
難
場
所
で
あ
る
と
誤
認
し
て
作
業
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
端
的
に
緊
急
時
の
避
難
場
所
を
確
保
せ
ず
に
作
業
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
本
件
事
故
は
原
判
決
の
い
う
潜
在
的
な
危
険
が
現
実
化
し
た
た
め
に
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
判
決
は
前
記
潜
在
的
な

危
険
を
意
識
的
に
考
慮
か
ら
外
し
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

第
二
に
、
原
判
決
は
、
本
件
入
会
地
の
中
に
は
入
会
七
号
の
よ
う
に
緊
急
時
の
避
難
場
所
に
あ
た
る
と
誤
認
さ
れ
る
危
険
の
あ
る
場
所
が
存
在
し
て

お
り
、
被
告
人
両
名
も
入
会
七
号
の
状
況
を
現
に
認
識
し
て
い
た
以
上
、「
防
火
帯
」
の
明
示
が
な
け
れ
ば
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
し
て
の
適
否
の
判

断
を
誤
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
予
見
で
き
、
ま
た
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
被
害
者
ら
三

名
等
に
よ
る
本
件
着
火
行
為
を
原
野
で
着
火
す
る
如
く
危
険
な
行
為
と
評
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
被
告
人
両
名
が
入
会
七
号
の
状
況
を
認
識
し
て
い
た

こ
と
を
理
由
に
本
件
着
火
行
為
が
予
見
で
き
た
又
は
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
は
、
論
理
的
な
無
理
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
も
、

（
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入
会
七
号
の
状
況
を
認
識
し
て
い
た
と
は
い
え
、
野
焼
作
業
の
常
識
・
鉄
則
を
知
る
経
験
豊
富
な
作
業
員
ら
が
原
野
で
着
火
す
る
如
く
危
険
な
行
為
を

す
る
こ
と
は
通
常
想
定
し
え
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

原
判
決
の
主
張
に
対
し
て
は
、
本
件
野
焼
作
業
の
現
場
作
業
員
ら
が
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
し
て
の
適
否
の
判
断
を
誤
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
被
告
人
両
名
に
と
っ
て
認
識
不
可
能
な
事
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
反
論
が
で
き
よ
う
。
二
（
一
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
適
否
の
判
断
を
誤
る
危

険
が
存
在
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
作
業
員
ら
が
大
規
模
な
野
焼
作
業
に
お
い
て
緊
急
時
の
避
難
場
所
を
適
切
に
選
定
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
、
本
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、「
現
場
の
作
業
員
ら
に
お
い
て
は
、
各
班
と
も
こ
れ
ま
で
も
毎
年
同
じ
区
域
の
野
焼

作
業
に
従
事
し
て
い
て
地
勢
を
承
知
し
て
い
る
と
と
も
に
、
経
験
が
豊
富
な
者
が
多
」
か
っ
た
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
野
焼
作
業
の
現
場

作
業
員
ら
は
「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
を
単
に
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
緊
急
時
の
避
難
場
所
の
選
定
に
関
す
る
能
力
を
十
分
に
は
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
、
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
本
件
野
焼
作
業
に
お
い
て
着
火
場
所
の
決
定
等
の
具
体
的
な
作
業
方
法

が
現
場
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
は
、
前
記
の
豊
富
な
経
験
を
有
す
る
作
業
員
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
う
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
以
上
、
本
件
野
焼
作
業
に
お
い
て
緊
急
時
の
避
難
場
所
と
し
て
の
適
否
の
判
断
を
誤
る
危
険
は
予
見
不
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　

結
果
回
避
義
務
に
つ
い
て

　

本
判
決
は
、
以
上
の
よ
う
に
予
見
可
能
性
を
否
定
し
た
う
え
で
、
続
け
て
、
原
判
決
が
措
定
す
る
結
果
回
避
義
務
に
批
判
を
加
え
、
結
果
回
避
義
務

は
認
め
ら
れ
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
こ
で
、
予
見
可
能
性
が
否
定
さ
れ
た
時
点
で
過
失
犯
が
成
立
す
る
余
地
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ

原
判
決
が
示
し
た
結
果
回
避
義
務
に
関
し
て
も
検
討
を
行
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
判
決
は
「
防
火
帯
外
着
火
禁

止
措
置
に
係
る
履
行
確
保
措
置
」
と
い
う
特
定
の
具
体
的
な
結
果
回
避
措
置
実
施
の
動
機
付
け
を
検
討
し
て
い
る
が
、
た
と
え
こ
の
よ
う
な
観
点
に
よ

っ
た
と
し
て
も
、
な
お
本
件
に
お
い
て
過
失
犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
が
可
能
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
②
「『
防
火
帯
』
の
場
所
を
協
議
し
て
取
り
決
め
た
上
で
、
自
ら
又
は
作
業
担
当
責
任
者
ら
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
各
作

業
班
の
作
業
員
ら
に
周
知
徹
底
す
べ
き
義
務
」
に
関
す
る
本
判
決
に
よ
る
検
討
に
お
い
て
は
、「
防
火
帯
」
の
取
決
め
・
周
知
徹
底
と
い
う
特
定
の
結
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果
回
避
措
置
を
講
じ
る
動
機
付
け
が
生
じ
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
明
示
的
に
当
該
義
務
否
定
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
①
「『
防
火
帯
』
以

外
の
場
所
か
ら
の
着
火
を
禁
じ
る
と
い
う
義
務
」
の
検
討
に
つ
い
て
も
、
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
が
動
機
付
け
の
発
生
可
能
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

と
も
読
め
る
。

　

も
っ
と
も
、
原
判
決
が
予
見
可
能
性
の
段
階
に
お
い
て
「
防
火
帯
外
着
火
禁
止
措
置
に
係
る
履
行
確
保
措
置
」
と
い
う
特
定
の
結
果
回
避
措
置
の
動

機
付
け
と
い
う
点
を
問
題
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
判
決
は
予
見
可
能
性
で
は
な
く
結
果
回
避
義
務
の
段
階
に
お
い
て
当
該
動
機
付
け
を
問
題
と

し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、
本
判
決
が
原
判
決
と
は
異
な
る
判
断
手
法
（
順
序
）
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
が
ま
と

め
て
い
た
よ
う
に
、
原
判
決
は
、「
ま
ず
、
本
件
事
故
と
因
果
関
係
を
有
す
る
結
果
回
避
措
置
を
設
定
し
、
し
か
る
後
、
か
か
る
結
果
回
避
措
置
を
講

ず
る
べ
き
責
任
主
体
は
誰
か
を
検
討
し
て
、
被
告
人
両
名
に
そ
の
作
為
義
務
を
認
め
、
そ
の
後
、
被
告
人
両
名
の
予
見
可
能
性
や
結
果
回
避
可
能
性
を

検
討
」
す
る
と
い
う
判
断
手
法
を
採
用
し
て
い
た
。
結
果
回
避
措
置
を
設
定
し
た
後
に
予
見
可
能
性
の
検
討
を
行
う
た
め
、
予
見
可
能
性
判
断
の
段
階

に
お
い
て
先
ん
じ
て
措
定
さ
れ
た
特
定
の
結
果
回
避
措
置
実
施
の
動
機
付
け
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
特
に
支
障
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、

「
ま
ず
被
告
人
両
名
に
本
件
事
故
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
予
見
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
結
果
回
避
措
置
の
内
容
を
検
討

す
る
」
と
い
う
「
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
判
断
手
法
」
を
採
用
し
て
い
る
。
結
果
回
避
措
置
の
設
定
に
先
立
っ
て
予
見
可
能
性
の
検
討
を
行
う
た
め
、
予

見
可
能
性
判
断
の
段
階
に
お
い
て
防
火
帯
外
着
火
禁
止
措
置
に
係
る
履
行
確
保
措
置
と
い
う
特
定
の
結
果
回
避
措
置
実
施
の
動
機
付
け
を
問
題
と
す
る

こ
と
は
、
若
干
の
違
和
感
を
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
①
「『
防
火
帯
』
以
外
の
場
所
か
ら
の
着
火
を
禁
じ
る
と
い
う
義
務
」
お
よ
び
②
「『
防
火
帯
』
の
場
所
を
協
議
し
て
取
り
決
め
た
上
で
、

自
ら
又
は
作
業
担
当
責
任
者
ら
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
各
作
業
班
の
作
業
員
ら
に
周
知
徹
底
す
べ
き
義
務
」
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
ど
の
よ
う
な
検
討
を

行
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
先
に
②
の
義
務
に
関
す
る
本
判
決
の
検
討
に
つ
い
て
み
る
と
、「
被
告
人
両
名
に
お
い
て
、
原
判
決
が
い
う
よ
う
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
動
機
付
け
が
生
じ
よ
う
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
義
務
が
本
件
事
故
を
回
避
す
る
た
め
に
被
告
人
両
名
に
課
せ
ら
れ
て

い
た
と
は
い
い
難
い
」
と
し
て
、
②
の
義
務
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
に
よ
る
当
該
判
断
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
東
富
士
演
習
場
の
野
焼
作
業
に
お
い
て
、
安
全
な
場
所
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
担
当
す
る
区
域
の
地
形
等
の
諸
事
情
に
応
じ
て

（
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現
場
作
業
員
ら
が
具
体
的
に
判
断
す
る
の
が
合
理
的
と
し
て
、
作
業
員
ら
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ま
で
大
き
な
事
故
は
起
き
て
い
な
か
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
、
本
件
野
焼
作
業
の
実
施
計
画
の
策
定
過
程
に
お
い
て
作
業
担
当
責
任
者
ら
が
出
席
し
た
会
議
等
の
際
に
も
、
そ
の
伝
統
的
な
作
業
手

順
に
つ
い
て
異
を
唱
え
る
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

　

次
に
①
の
義
務
に
つ
い
て
み
る
と
、
当
該
義
務
は
「
野
焼
作
業
の
鉄
則
」
に
反
す
る
着
火
を
禁
じ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
現
場
作

業
員
ら
に
と
っ
て
言
わ
ず
も
が
な
の
常
識
で
あ
る
以
上
、
作
業
員
ら
が
「
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
信
頼
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
し
」、「
改
め

て
言
う
必
要
も
な
い
」
と
し
て
、
①
の
義
務
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。「
改
め
て
言
う
必
要
も
な
い
」
と
い
う
の
は
当
該
義
務
に
い
う
結
果
回
避
措
置
実

施
の
動
機
付
け
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四　

段
階
的
手
法
の
使
用
の
適
否
に
つ
い
て

　

原
判
決
は
、「
結
果
を
左
右
し
た
本
質
的
な
結
果
回
避
措
置
」
を
示
し
た
後
、
ま
ず
「
組
織
体
で
あ
る
主
催
者
」
が
負
う
べ
き
責
務
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
の
う
え
で
、「
組
織
体
で
あ
る
主
催
者
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
措
置
〔
引
用
者
補
足
：「
現
場
の
作
業
員
ら
の
安
全
確
保
に
向
け
た
適
切
な
注
意

喚
起
や
安
全
教
育
と
い
う
積
極
的
な
措
置
」〕
を
講
じ
る
べ
き
作
為
義
務
を
負
っ
て
い
た
個
人
は
誰
か
と
い
う
観
点
」
か
ら
検
討
を
進
め
、
被
告
人
両

名
へ
の
作
為
義
務
の
帰
属
を
肯
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、「
危
険
物
の
製
造
、
施
設
の
管
理
に
関
わ
る
事
故
の

場
合
、
注
意
義
務
の
帰
属
主
体
と
し
て
の
組
織
を
確
定
し
た
上
で
、
そ
の
組
織
の
中
で
の
地
位
や
職
責
、
権
限
、
職
務
の
遂
行
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、

結
果
発
生
の
危
険
性
、
そ
れ
に
対
す
る
支
配
、
管
理
性
な
ど
の
事
情
を
実
質
的
・
総
合
的
に
考
え
て
、
個
人
と
し
て
具
体
的
に
注
意
義
務
の
帰
属
主
体

と
な
り
得
る
も
の
は
誰
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
責
任
の
所
在
を
問
う
と
い
う
判
断
手
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
こ
ろ
、「
原
判
決
も
、

同
様
の
手
法
を
用
い
て
、
被
告
人
両
名
に
対
す
る
責
任
を
導
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
」
し
て
い
る
。

　

こ
の
手
法
（
段
階
的
手
法
）
は
既
に
多
く
の
裁
判
例
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
学
説
で
は
、「
先
に
、
法
人
・
組
織
レ
ベ

ル
で
注
意
義
務
の
発
生
根
拠
な
い
し
注
意
義
務
の
内
容
を
観
念
し
て
か
ら
、
そ
の
後
、
法
人
・
組
織
内
の
個
人
の
注
意
義
務
の
内
容
を
確
定
す
る
」
と

い
う
手
法
や
「
ま
ず
『
組
織
』
が
負
担
す
べ
き
義
務
を
特
定
し
、
次
い
で
『
個
々
の
構
成
員
』
の
義
務
を
特
定
す
る
と
い
う
手
法
」
と
し
て
、「
段
階

（
15
）

（
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）

（
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）
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的
思
考
」
や
「
組
織
関
係
的
観
察
方
法
」
と
い
う
呼
称
の
下
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
法
の
意
義
は
注
意
義
務
確
定
の
精
密
化
に
貢
献
す
る
と
い

う
点
に
あ
る
が
、
法
人
・
組
織
が
関
係
す
る
過
失
事
案
の
す
べ
て
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
段
階
的

手
法
を
使
用
す
べ
き
場
合
に
本
事
案
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
こ
こ
で
生
じ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
被
告
人
両
名
ら
主
催

者
側
が
具
体
的
な
危
険
を
創
出
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
し
、
前
記
の
よ
う
な
伝
統
や
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
本
件
野
焼
作
業
に
お
け
る
主
催
者
側
と

現
場
作
業
員
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
両
名
が
危
険
の
管
理
を
す
べ
て
引
き
受
け
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
「
本
件
事
故

や
本
件
野
焼
作
業
の
実
態
」
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
被
告
人
両
名
に
注
意
義
務
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
組
織
体
と
し
て

の
主
催
者
」
の
注
意
義
務
と
被
告
人
両
名
の
注
意
義
務
を
分
け
て
検
討
す
る
と
い
う
段
階
的
な
判
断
を
経
る
こ
と
が
注
意
義
務
確
定
の
精
密
化
に
貢
献

す
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
実
益
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
判
決
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
原
判
決
が
「
注
意
義
務
」
と
「
作
為
義
務
」
を
区
別
し
た
う
え
で
作
為
義
務
の
存
否
を
先
行
し

て
判
断
し
て
い
る
と
い
う
点
も
、
理
論
的
に
は
興
味
深
い
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
札
幌
高
判
平
成
五
一
年
三
月
一
八
日
高
刑
集
二
九
巻
一
号
七
八
頁
（
北
大
電
気
メ
ス
事
件
控
訴
審
判
決
）。

例
え
ば
、
最
決
平
成
一
二
年
一
二
月
二
〇
日
刑
集
五
四
巻
九
号
一
〇
九
五
頁
（
生
駒
ト
ン
ネ
ル
火
災
事
件
上
告
審
判
決
）。

刑
集
六
三
巻
一
一
号
二
七
九
四
頁
。

ま
た
、
本
件
の
匿
名
コ
メ
ン
ト
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
六
三
号
（
二
〇
一
九
）
一
一
二
頁
以
下
）
に
お
い
て
「
本
件
と
同
様
に
特
異
な
原
因

に
よ
る
事
故
に
関
す
る
最
近
の
裁
判
例
と
し
て
」
東
京
高
判
平
成
二
九
年
九
月
二
〇
日
（
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〈https://w

w
w

.courts.
go.jp/app/files/hanrei_jp/097/087097_hanrei.pdf

〉）（
天
竜
川
川
下
り
船
転
覆
事
件
控
訴
審
判
決
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の

第
一
審
判
決
で
あ
る
静
岡
地
判
平
成
二
九
年
一
月
一
六
日
（LEX

/D
B25545258

）
も
前
記
予
見
可
能
性
理
解
を
明
示
的
に
採
用
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
過
失
の
前
提
と
し
て
の
予
見
可
能
性
は
、
事
故
発
生
を
回
避
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
程
度
の
内
容
で
あ
れ
ば
足

り
る
か
ら
、
必
ず
し
も
具
体
的
な
因
果
経
過
の
全
て
を
予
見
で
き
た
こ
と
ま
で
必
要
で
は
な
く
、
本
件
事
故
発
生
に
至
る
因
果
経
過
の
基
本
的
部

分
を
予
見
で
き
た
と
い
え
れ
ば
足
り
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
転
覆
の
危
険
性
が
あ
る
よ
う
な
操
船
や
運
航
が
な
さ

れ
る
こ
と
が
予
見
で
き
れ
ば
、
転
覆
事
故
を
回
避
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
期
待
し
う
る
か
ら
、
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
を
考
え
る
に
あ
た
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っ
て
も
、
本
件
に
お
い
て
転
覆
に
結
び
つ
く
船
頭
ら
の
操
船
や
運
航
が
何
で
あ
っ
た
の
か
が
重
要
と
な
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
則
り

原
審
が
予
見
可
能
性
を
肯
定
し
た
の
に
対
し
、
控
訴
審
は
こ
れ
を
否
定
し
た
。
も
っ
と
も
、
控
訴
審
は
原
審
の
予
見
可
能
性
に
関
す
る
一
般
論
を

明
示
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
の
結
論
の
違
い
は
事
実
認
定
の
相
違
に
由
来
す
る
。
な
お
、
控
訴
審
に
よ
る
予
見
可
能
性
の
具

体
的
判
断
を
疑
問
視
す
る
も
の
と
し
て
、
古
川
伸
彦
「
判
批
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
七
九
号
（
二
〇
一
八
）
二
五
八
頁
以
下
。

杉
本
一
敏
「『
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
』
の
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
─
─
渋
谷
温
泉
爆
発
事
件
決
定
を
契
機
に
─
─
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ

ル
五
〇
号
（
二
〇
一
六
）
二
一
頁
以
下
、
大
塚
裕
史
「
結
果
の
予
見
可
能
性
と
因
果
経
過
の
予
見
可
能
性
─
─
渋
谷
温
泉
施
設
爆
発
事
故
事
件
最

高
裁
決
定
を
契
機
と
し
て
─
─
」
井
田
良
ほ
か
編
『
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
〔
上
巻
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
）
五
一
一
頁
以
下
、
山

本
紘
之
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
三
号
七
九
頁
以
下
、
稲
垣
悠
一
「
判
批
」
専
修
法
学
論
集
一
二
六
号
（
二
〇
一
六
）
四
〇
九
頁
。

例
え
ば
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
）
二
一
七
、
二
二
六
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
［
第
四

版
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
）
二
二
〇
頁
以
下
、
岡
部
雅
人
「
過
失
犯
に
お
け
る
『
予
見
可
能
性
』
に
つ
い
て
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
野
村
稔
先

生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
）
五
四
─
五
五
頁
、
船
橋
亜
希
子
「
過
失
犯
に
お
け
る
予
見
可
能
性
の
対
象
に
つ
い
て
─
─
具
体

的
予
見
可
能
性
説
と
危
惧
感
説
の
対
立
構
造
を
中
心
と
し
て
─
─
」
明
治
大
学
法
学
研
究
論
集
四
五
号
（
二
〇
一
六
）
一
〇
三
頁
以
下
、
稲
垣
悠

一
「
判
批
」
専
修
法
学
論
集
一
一
二
号
（
二
〇
一
一
）
一
六
一
頁
。

井
田
・
前
掲
注
（
7
）
二
一
七
頁
。

正
確
に
い
え
ば
、
こ
の
表
現
が
原
判
決
の
説
示
に
全
く
登
場
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
は
、
弁
護
人
ら
の
主
張
を
紹
介
す
る
箇
所
（
二
（
一
）
冒
頭
の
引
用
箇
所
）
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
、
原
判
決
が
本
件
野
焼

作
業
に
お
け
る
危
険
の
内
実
を
把
握
し
た
う
え
で
、「
野
焼
作
業
の
火
炎
が
急
速
に
拡
大
、
延
焼
し
、
作
業
員
ら
の
避
難
が
困
難
に
な
り
、
そ
の

生
命
・
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
十
分
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
原
判
決
に
お
け
る
「
罪
と
な

る
べ
き
事
実
」）、
危
険
が
予
見
可
能
性
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
予
見
の
対
象
を
危
険
と
考
え
る
も
の
と
し
て
、

例
え
ば
、
樋
口
亮
介
「
注
意
義
務
の
内
容
確
定
基
準
─
─
比
例
原
則
に
基
づ
く
義
務
内
容
の
確
定
」
高
山
佳
奈
子
・
島
田
聡
一
郎
編
『
山
口
厚
先

生
献
呈
論
文
集
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
）
二
二
八
頁
以
下
、
岡
部
・
前
掲
注
（
7
）
五
五
頁
。

稲
垣
・
前
掲
注
（
7
）
一
五
八
頁
は
、「
結
果
回
避
義
務
違
反
が
過
失
の
実
体
で
あ
り
、
予
見
可
能
性
が
結
果
回
避
措
置
を
動
機
付
け
る
前

提
要
件
と
す
る
場
合
、
有
効
な
結
果
回
避
措
置
を
措
定
し
、
こ
れ
を
行
為
者
に
動
機
付
け
得
る
事
情
が
あ
る
か
否
か
が
判
断
の
中
心
と
な
る
べ
き
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で
あ
り
、『
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
』
そ
れ
自
体
を
特
定
す
る
こ
と
に
独
自
の
意
義
は
な
」
く
、「
仮
に
特
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
結
果
発
生
の

蓋
然
性
判
断
の
基
礎
事
情
を
確
定
し
、
そ
の
事
情
を
前
提
に
結
果
回
避
措
置
の
動
機
付
け
の
可
否
を
判
断
す
る
帰
結
と
し
て
、
特
定
さ
れ
る
に
過

ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。

原
判
決
に
お
け
る
「
事
実
認
定
の
補
足
説
明
」
第
四
の
一
⑵
。

被
害
者
ら
三
名
が
所
属
し
て
い
た
の
が
、
御
殿
場
市
の
Ｈ
地
区
の
住
民
で
組
織
さ
れ
た
Ｈ
火
防
隊
の
Ｌ
支
隊
で
あ
る
。
Ｌ
支
隊
か
ら
本
件
野

焼
作
業
に
参
加
し
た
の
は
、
被
害
者
ら
三
名
に
、
支
隊
長
で
あ
る
Ｍ
と
支
隊
員
で
あ
る
Ｑ
を
加
え
た
五
名
で
あ
り
、
Ｌ
支
隊
は
他
の
支
隊
と
併
せ

て
Ｈ
1
班
に
編
成
さ
れ
た
。

原
判
決
に
お
け
る
「
事
実
認
定
の
補
足
説
明
」
第
四
の
一
⑵
⑶
。

匿
名
・
前
掲
注
（
5
）
一
一
二
頁
。

例
え
ば
、
危
険
物
の
製
造
に
関
わ
る
事
故
の
場
合
に
当
該
手
法
が
用
い
ら
れ
た
近
時
の
判
例
と
し
て
、
最
決
平
成
二
四
年
二
月
八
日
刑
集
六

六
巻
四
号
二
〇
〇
頁
（
三
菱
自
工
製
ト
ラ
ッ
ク
タ
イ
ヤ
脱
落
事
件
最
高
裁
決
定
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
矢
野
直
邦
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇

平
成
二
四
年
度
七
五
─
七
六
頁
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
種
の
事
案
で
は
、
組
織
に
属
す
る
者
（
個
人
）
の
注
意
義
務
を
認
定
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず

組
織
自
体
に
結
果
回
避
義
務
と
し
て
の
注
意
義
務
及
び
不
作
為
を
観
念
し
た
上
、
そ
れ
に
属
す
る
個
人
（
被
告
人
）
に
つ
き
、
そ
の
権
限
や
立
場

に
照
ら
し
て
同
様
の
評
価
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
注
意
義
務
及
び
過
失
を
認
定
す
る
手
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
決
定
も

そ
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
施
設
の
管
理
に
関
わ
る
事
故
の
場
合
に
当
該
手
法
が
用
い
ら
れ
た
近
時
の
判
例

と
し
て
、
最
決
平
成
二
六
年
七
月
二
二
日
刑
集
六
八
巻
六
号
七
七
五
頁
（
明
石
市
砂
浜
陥
没
事
件
第
二
次
上
告
審
決
定
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
駒
田

秀
和
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
二
六
年
度
二
五
二
頁
で
は
、「
本
決
定
は
、
刑
法
上
の
注
意
義
務
の
帰
属
に
関
し
、
被
告
人
個
人
の

注
意
義
務
の
有
無
を
直
接
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
、
国
、
そ
し
て
、
被
告
人
の
所
属
組
織
は
、
本
件
砂
浜
の
安
全
管
理
を
す
べ
き
基
本

的
責
任
を
負
い
、
本
件
当
時
に
は
そ
の
安
全
管
理
を
具
体
的
に
行
う
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
と
し
た
…
…
上
で
、
被
告
人
個
人
に
業
務
上
の
注
意
義

務
が
あ
っ
た
…
…
と
す
る
段
階
的
な
判
断
手
法
を
と
っ
て
い
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
他
に
も
、
千
日
デ
パ
ー
ト
ビ
ル
火
災
事
件
に
関

す
る
最
決
平
成
二
年
一
一
月
二
九
日
刑
集
四
四
巻
八
号
八
七
一
頁
や
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
厚
生
省
ル
ー
ト
に
関
す
る
最
決
平
成
二
〇
年
三
月
三
日
刑

集
六
二
巻
四
号
五
六
七
頁
、
明
石
市
花
火
大
会
歩
道
橋
事
件
に
関
す
る
神
戸
地
判
平
成
一
六
年
一
二
月
一
七
日
刑
集
六
四
巻
四
号
五
〇
一
頁
、
パ

ロ
マ
湯
沸
器
事
件
に
関
す
る
東
京
地
判
平
成
二
二
年
五
月
一
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
二
八
号
二
四
一
頁
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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樋
口
・
前
掲
注
（
9
）
二
四
六
頁
。

稲
垣
悠
一
「
不
作
為
的
過
失
と
不
作
為
犯
論
─
─
注
意
義
務
確
定
の
手
法
に
関
連
し
て
─
─
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
六
号
（
二
〇
一
五
）

三
一
頁
。

樋
口
・
前
掲
注
（
9
）
二
四
六
頁
。

稲
垣
・
前
掲
注
（
17
）
三
一
頁
。

稲
垣
・
前
掲
注
（
17
）
三
一
頁
。

樋
口
・
前
掲
注
（
9
）
二
四
七
頁
。

例
え
ば
、
稲
垣
・
前
掲
注
（
17
）
三
一
頁
に
お
い
て
は
、
段
階
的
手
法
の
理
論
射
程
を
、「
基
本
的
に
は
、
組
織
と
し
て
の
注
意
義
務
を
措

定
し
な
い
と
個
人
と
注
意
義
務
が
割
り
出
し
難
い
場
合
に
限
定
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
」
と
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
駒
田
・
前

掲
注
（
15
）
二
五
三
─
二
五
四
頁
は
、
樋
口
・
前
掲
注
（
9
）
二
四
七
─
二
四
九
頁
や
稲
垣
・
前
掲
注
（
17
）
三
〇
─
三
三
頁
を
参
照
し
つ
つ
、

段
階
的
手
法
の
使
用
が
有
用
な
場
面
と
し
て
、「
①
企
業
が
市
場
に
提
供
し
た
欠
陥
製
品
の
回
収
義
務
な
ど
の
よ
う
に
、
注
意
義
務
の
発
生
根
拠

を
法
人
レ
ベ
ル
で
基
礎
付
け
た
上
で
、
法
人
内
の
特
定
の
個
人
に
注
意
義
務
が
発
生
す
る
根
拠
を
別
途
さ
ら
に
基
礎
付
け
る
こ
と
が
よ
り
現
実
に

沿
っ
た
形
で
判
断
で
き
る
場
合
、
②
複
数
の
法
人
・
組
織
が
事
故
に
関
与
す
る
た
め
、
各
法
人
・
組
織
が
負
担
す
る
注
意
義
務
の
内
容
を
最
初
に

明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
場
合
、
③
会
社
に
重
大
な
コ
ス
ト
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
防
止
措
置
は
会
社
自
体
の
意
思
決
定
と
し
て
行
う

こ
と
が
要
請
さ
れ
る
た
め
、
当
該
会
社
に
お
い
て
か
か
る
危
険
防
止
措
置
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
か
あ
ら
か
じ
め

有
益
な
場
合
な
ど
」
を
挙
げ
て
い
る
。

古
川
伸
彦
「
判
批
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
八
三
号
（
二
〇
一
九
）
二
八
七
頁
は
、「
防
止
す
べ
き
危
険
の
予
見
可
能
性
を
無
視
し
て
、

そ
の
危
険
を
防
止
せ
よ
と
い
う
規
範
を
承
認
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
本
判
決
が
『
本
件
事
故
や
本
件
野
焼
作
業
の
実
態
』
を
強
調
す
る
の
も
（
二

二
頁
）、
事
故
原
因
と
な
っ
た
Ｌ
支
隊
の
危
険
な
着
火
行
為
が
、
事
前
に
想
定
す
べ
き
リ
ス
ク
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
以
上
、
防
止
が
『
作
業
班

側
』
の
責
任
か
『
主
催
者
側
』
の
責
任
か
を
云
々
す
る
以
前
の
問
題
だ
と
の
含
意
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。

＊
本
研
究
は
阪
大
刑
事
法
研
究
会
で
の
報
告
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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