
火 災

て
い
ま
す
。
こ
の
「
人
分
」
と
い
う
時
間
は
、

火
災
に
な

っ
た
あ
な
た
の
家
か
ら
隣
の
家
に

延
焼
し
、
さ
ら
に
町
中
に
燃
え
広
が
っ
て
し

ま
う
の
を
防
ぐ
の
に
必
要
な
時
間
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
消
防
力
が
整
備
さ

れ
て
い
る
都
会
で
は
、
五
～
六
分
も
す
れ
ば

消
防
自
動
車
が
や

っ
て
く
る
と
期
待
し
て
も

大
文
大
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
「五
ヽ
六

分
」
と
い
う
時
間
は
、
火
災
に
襲
わ
れ
て
い
る

あ
な
た
に
と

っ
て
は
長
過
ぎ
る
時
間
で
す
。

あ
な
た
の
家
族
や
財
産
を

「今
」
助
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
あ
な
た
方
自
身
と
近

所
の
人
し
か
い
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

一
一
九
番
は
最
寄
り
の
消
防
署
に

着
信
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い

一
一
九
香
通
報
を
す
る
と
、
「火
事
で
す

か
？
・

救
急
で
す
か
？
」
と
い
つ
問
い
か
け

に
続
い
て
「何
町
何
丁
目
何
番
地
で
す
か
？
」

と
開
か
れ
ま
す
。
こ
の
時

「何
を
寝
ぼ
け
て

い
る
の
っ
―
お
宅
の
は
す
向
か
い
の
○
○
パ

ン
屋
ョ
ッ
」
な
ど
と
怒
鳴
る
方
が
い
ま
す
。

こ
の
方
は

一
一
九
番
通
報
は
て
っ
き
り
最

も
近

い
消
防
署
に
か
か

っ
て
い
る
も

の
と

思

っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
間
違

っ
て

い
る
こ
と
が
多
い

、
と
思

っ
て
く
だ
さ
い
。

一
一
九
番
通
報
は
、
そ
の
地
域
の
消
防
本

部
の
指
令
セ
ン
タ
ー
に
か
か
る
の
で
す
。
東

京
の
場
合
は
二
三
区
な
ら
す
べ
て
大
手
町
の

東
京
消
防
庁
指
令
室
に
入
り
ま
す
。
そ
こ
か

ら
、
火
災
に
最
も
近
い
消
防
署
や
出
張
所
に

改
め
て
出
場
指
令
を
出
し
、
必
要
に
応
じ
て

救
急
隊
、
特
殊
車
両
の
出
場
や
応
援
部
隊
の

増
強
な
ど
の
指
令
を
し
て
い
る
の
で
す
。
中

小
都
市
の
場
合
も
、
い
く
つ
か
の
町
が
共
同

で
消
防
本
部
を
作
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
の

で
、
複
数
の
町
村
に
た
だ

一
つ
の
指
令
セ
ン

タ
ー
し
か
な
く
、　
一
一
九
番
通
報
の
処
理
を

一
括
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
。
所
番
地
を
明
確
に
言
わ
な
い
と
、
ど
こ

が
火
災
現
場
か
わ
か
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ

と
な
の
で
す
。
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火
災
が
発
生
し
て
し
ま

っ
た
と
き
、
そ
の

被
害
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
に
は
、
で

き
る
だ
け
早
く
発
見
し
て
消
火
し
て
し
ま
う

こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
で
も
、
危
な
く
な

っ
た
ら
す
ぐ

脱
出
す
る
こ
と
は
も

っ
と
大
切
で
す
。

火
災
は
次
第

に
大
き
く
な
る

建
物
全
体
が
炎
上
す
る
よ
う
な
大
き
な
火

災
も
、
町
全
体
を
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
市
街

地
大
火
も
、
い
き
な
り
あ
の
よ
う
な
大
火
災

に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ガ
ス
爆
発

だ
と
か
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
突

っ
込
ん
で
来

る
な
ど
と
い
う
特
別
な
ケ
ー
ス
を
除
け
ば
、

あ
な
た
が
遭
遇
す
る
火
災
は
す
べ
て
小
さ
な

火
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

普
通
の
火
災
は
、
「火
源
」
と
な
る
た
ば
こ

の
人
や
レ
ン
ジ
の
人
が
、
な
ん
ら
か
の
理
由

○
早
く
発
見
し
て
早
く
消
火
す
る
の
が
理
想

○
天
丼
が
燃
え
出
し
た
ら
無
理
せ
ず
、
戸

を
開
め
て
、
す
ぐ
避
難
す
る

に
よ
り
紙
層
や
布
、
場
合
に
よ

っ
て
は
て
ん

ぶ
ら
油
な
ど
の

「着
火
物
」
と
接
触
す
る
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

紙
暦
や
布
、
油
な
ど
は
い
火
が
着
く
と
次

第
に
炎
が
大
き
く
な
り
、
や
が
て
付
近
に
あ

る
家
具
調
度
類
な
ど
に
燃
え
移
り
、
さ
ら
に

壁
か
ら
天
丼
に
燃
え
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
う
な
る
と
本
格
的
な
火
災
で
す
。
部
屋

の
温
度
は
ど
ん
ど
ん
上
が
り
、
内
部
に
あ
る

木
材
な
ど
の
可
燃
物
の
温
度
も
着
火
温
度
に

近
づ
い
て
、
可
燃
性
の
ガ
ス
が
発
生
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
や
が
て
こ
れ
ら
の
可
燃
物

や
可
燃
性
の
ガ
ス
が
燃
え
出
し
ま
す
。
条
件

次
第
で
は
、
こ
れ
ら
が

一
斉
に
発
火
し
て
、

部
屋
の
温
度
や
Ｃ
Ｏ
の
濃
度
が
急
激
に
上
昇

し
、
酸
素
濃
度
が
急
激
に
低
下
す
る
「
フ
ラ
ッ

シ
ュ
オ
ー
バ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
起
こ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

フ
ラ
ッ
シ
ュ
オ
ー
バ
ー
が
発
生
す
る
と
、
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そ
の
部
屋
の
内
部
に
い
る
人
は
も
ち
ろ
ん
生

き
て
い
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
ま
た
、
フ

ラ
ッ
シ
ュ
オ
ー
バ
ー
が
発
生
す
る
と
急
激
に

室
内
空
気
が
膨
張
し
ま
す
か
ら
、
窓
ガ
ラ
ス

が
割
れ
て
新
鮮
な
空
気
が
吹
き
込
み
、
さ
ら

に
燃
焼
が
激
し
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

し
、
そ
こ
か
ら
煙
や
有
毒
ガ
ス
が
建
物
内
部

に
拡
大
し
て
い
く
き

っ
か
け
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
小
さ
な
火
源
が
着
火
物
に
接
触

す
る
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た

「火
災
」
が
、
建

物
全
体
に
広
が
る
大
き
な
火
災
に
発
展
し
て

し
ま
う
の
で
す
。

早
期
発
見
と
初
期
消
火
が
最
も

大
切

火
災
が
こ
の
よ
う
に
徐
々
に
大
き
く
な
っ

て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
れ

ば
、
火
災
が
発
生
し
た
時
の
対
処
方
針
は
お

わ
か
り
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
す
。
な
る
べ
く

早
く
火
災
を
発
見
し
て
、
ま
だ
火
が
小
さ
い

う
ち
に
消
火
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
の
で
す
。

紙
層
や
布
が
燃
え
出
し
た
ば
か
り
の
頃

は
、
消
火
す
る
の
は
簡
単
で
す
。
消
火
器
な

ど
を
使
う
ま
で
も
な
く
、
コ
ッ
プ

一
杯
の
水

で
も
消
せ
ま
す
ｔ
、
足
で
踏
み
つ
け
た
リ
タ

オ
ル
で
た
た
い
た
り
し
て
も
消
火
で
き
ま

す
。家
具
調
度
類
が
燃
え
出
し
た
り
、壁
に
火

が
着
い
た
り
す
る
段
階
に
な
る
と
、
そ
う
簡
単

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
だ
バ
ケ
ツ
の
水
で

も
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
消
火
器

な
ら
ま
ず
確
実
に
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

要
す
る
に
、
火
災
は
で
き
る
だ
け
早
く
発

見
し
て
早
く
消
火
を
始
め
る
ほ
ど
、
消
火
で

き
る
確
率
は
高
く
な
り
ま
す
し
、
あ
な
た
の

身
体
や
生
命
の
危
険
も
少
な
い
の
で
す
。

天
丼
が
燃
え
出
し
た
ら
す
ぐ
脱

出
す
る

火
災
の
発
見
や
消
火
が
遅
れ
て
、
天
丼
が

燃
え
出
す
よ
う
な
段
階
に
な
る
と
や

っ
か
い

で
す
。
天
丼
が
燃
え
出
す
と
い
う
こ
と
は
、

や
が
て
フ
ラ
ッ
シ
ュ
オ
ー
バ
ー
が
発
生
し
て

部
屋
中
が

一
気
に
人
の
海
に
な
る
、
と
い
う

前
兆
現
象
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
天
丼
が
燃
え
出
す

と
思

っ
た
ら
、
す
ぐ
そ
の
部
屋
か
ら
脱
出
し

た
方
が
賢
明
で
す
。
フ
ラ
ツ
シ
ュ
オ
ー
バ
ー

に
巻
き
込
ま
れ
た
ら
、
ま
ず
助
か
ら
な
い
か

ら
で
す
。

こ
の
と
き
、
火
災
に
な

っ
て
い
る
部
屋
の

ド
ア
を
開
め
て
か
ら
逃
げ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
ド
ア
を
閉
め
忘
れ
る
と
、

火
災
は
そ
こ
か
ら
建
物
中
に
広
が
り
ま
す
。

煙
や
有
毒
ガ
ス
も
あ
な
た
を
追

っ
て
来
ま
す
。

初
期
消
火
を
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
て
死

亡
す

る

ケ
ー
ス
で
は
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
オ
ー

バ
ー
に
巻
き
込
ま
れ
る
場
合
と
、
火
災
室
の

ド
ア
を
開
め
忘
れ
た
た
め
に
逃
げ
さ
れ
ず
に

煙
に
巻
か
れ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
の
で
す
。
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普
通
一大
一災
一と
一電
気
大
一災
一の
一消
火
一の
一仕
方

出
火
し
た
場
合
は
、
燃
え
て
い
る
も
の
に

応
じ
、
落
ち
着
い
て
消
火
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
特
に
電
気
器
具
の
火
災
な
ど
は
、
感

電
の
恐
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
電
気
を
切

っ

て
か
ら
消
火
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

家
具
調
度
類
が
燃
え
て
い
る
と
き

家
具
調
度
類
に
使
わ
れ
て
い
る
可
燃
物

は
、普
通
、
木
材
と
布
や
紙
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類
で
す
。
出
火
後

一
～
三
分
以
内
で
、
し

か
も
こ
の
よ
う
な
物
質
が
燃
え
て
い
る
の
な

ら
、
普
通
の
家
庭
用
の
粉
末
消
火
器
で
比
較

的
容
易
に
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

普
通
の
粉
末
消
火
器
は

一
五
秒
程
度
で
消

火
剤
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
人

か
ら
あ
ま
り
離
れ
て
い
る
の
に
放
射
を
始
め

る
と
失
敗
し
ま
す
。
姿
勢
を
あ
る
程
度
低
く

し
て
近
寄
れ
る
所
ま
で
火
に
近
づ
き
、
燃
え

て
い
る
部
分

（炎
で
は
な
い
）
め
が
け
て
消

火
剤
を
放
射
し
ま
す
。

粉
末
消
火
器
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
は
、

「消
火
器
具
を
備
え
る
」
盆

八
五
頁
参
照
）

で
も
述
べ
ま
し
た
が
、

①
　
安
全
栓
を
抜
く

②
　
で
き
る
だ
け
ホ
ー
ス
の
先
端
を
持

っ
て

火
元
に
向
け
る

③
　
レ
バ
ー
を
強
く
握
る

と
い
う
三
動
作
で
消
火
し
ま
す

（
一
人
六
頁

図
１
参
照
）

一
水
や
消
火
剤
は
、
燃
え
て
い
る
も
の
に

か
け
る

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
が
燃
え
る
と
、
木
材
な

ど
が
燃
え
る
の
に
比
べ
て
は
る
か
に
大
量
の

黒
い
煙
が
出
ま
す
し
、
強
烈
な
刺
激
臭
も
あ

り
ま
す
が
、
「消
火
し
て
み
よ
う
」
と
思
う
程

度
の
段
階
な
ら
、
煙
を
吸

っ
て
も
死
ぬ
こ
と

は
な
い
は
ず
で
す
か
ら
、
煙
や
臭
い
に
惑
わ

さ
れ
ず
に
落
ち
着
い
て
消
火
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

ふ
す
ま
、
板
壁
が
燃
え
て
い
る

と

き
ふ
す
ま
や
板
壁
は
垂
直
に
立
ち
上
が
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
人
が
着
く
と
短
時
間
の
う
ち

に
炎
が
大
き
く
な
る
の
が
特
徴
で
す
。

ふ
す
ま
や
障
子
は
、
蹴
り
倒
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
消
火
が
楽
に
な
り
ま
す
。
ふ
す
ま
や

障
子
は
表
と
裏
が
同
時
に
燃
え
上
が
り
ま
す

し
、
炎
も
大
き
い
の
で
惑
わ
さ
れ
ま
す
が
、

迷
わ
ず
蹴
り
倒
し
て
く
だ
さ
い
。

漱 「三奎ヵ作
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板
壁
を
水
で
消
火
す
る
場
合
は
、
燃
え
て

い
る
部
分
の
や
や
上
の
方
か
ら
半
円
を
描
く

よ
う
に
水
を
か
け
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
粉
末
消
火
器
で
消
火
す
る
場
合
は
、
燃

え
て
い
る
部
分
か
ら
上
の
方
に
向
か
っ
て
消

火
剤
を
放
射
し
て
い
き
ま
す
。

表
側
が
消
え
て
も
裏
側
に
人
が
残
っ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
必
ず
裏
側
ま
で

消
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
念
の
た
め
裏
側
に

も
よ
く
水
を
か
け
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ

、「′́
。電

気
器
具
が
燃
え
出
し
た
と
き

日
本
で
は
、
電
気
器
具
か
ら
出
火
す
る
火

災
は
諸
外
国
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
内

部
に
高
電
圧
、
高
温
の
部
分
を
持

っ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
し
、
シ
ョ
ー
ト
し
た
り
す

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
も
か

な
り
の
数
の
電
気
器
具
火
災
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。

電
気
器
具
が
燃
え
て
い
る
と
き
は
、
い
き

な
り
水
を
か
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
感
電
す

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
粉
末
消
火
器
で
消
火

す
る
か
、　
コ
ン
セ
ン
ト
か
ら
プ
ラ
グ
を
抜
い

た
リ
ブ
レ
ー
カ
ー
を
お
と
し
た
り
し
て
電
気

を
遮
断
し
て
か
ら
水
を
か
け
ま
す
。
器
具
の

内
部
で
燃
え
て
い
る
場
合
は
、
消
火
剤
や
水

が
か
か
り
に
く
い
の
で
完
全
に
消
火
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
下
火
に
な

っ
て
か

ら
内
部
に
も
よ
く
消
火
剤
等
を
か
け
る
よ
う

に
し
ま
す
。
な
お
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
な
ど
は
急

に
冷
や
す
と
破
裂
す
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
か

ら
、
直
接
水
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

電
気
こ
た
つ
か
ら
出
火
し
た
場
合
、
あ
わ

て
て
布
団
を
は
ぐ
と
酸
素
が
供
給
さ
れ
て
急

に
燃
え
上
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
プ

ラ
グ
を
抜
い
て
か
ら
、
布
団
の
上
か
ら
水
を

か
け
、
燃
焼
を
抑
え
込
ん
だ
後
で
布
団
を
は

い
で
消
火
し
ま
す
。

同
国
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火災が起 きたとき

て
ん
ぶ
ら
油
火
災
は
、
家
庭
の
中
で
最
も

起
こ
り
や
す
い
火
災
で
す
が
、
最
も
消
火
し

に
く
い
火
災
で
も
あ
り
ま
す
。
て
ん
ぶ
ら
油

火
災
用
の

「家
庭
用
消
火
器
」
を
備
え
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

て
ん
ぶ
ら
油
火
災
は
家
庭
の
出

火
原
因
の
ト
ッ
プ

日
本
で
は
出
火
件
数
は
長
期
的
に
は
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
放
火
に
よ
る
火
災
と

て
ん
ぶ
ら
油
火
災
の
件
数
だ
け
は
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
特
に
家
庭
に
お
け
る
出
火
原

因
と
し
て
は
て
ん
ぷ
ら
油
火
災
が
最
近
ず

っ

と
ト

ッ
プ
の
座
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

冷
凍
食
品
の
普
及
な
ど
に
よ
り
、
家
庭
で
場

げ
物
を
す
る
機
会
が
増
え
た
た
め
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

て
ん
ぶ
ら
油
火
災
は
、
こ
の
よ
う
に
家
庭

で
は
最
も
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
火
災
な

の
で
す

が
、
最
も
消
火
し
に
く
い
火
災
で
も
あ
る
の

で
す
。

揚
げ
物
を
す
る
時
の
油
の
温
度
は

・８０
℃
前

後
で
す
が
、
加
熱
を
続
け
る
と
次
第
に
温
度

が
上
が
っ
て
油
の
蒸
気
が
出
始
め
、
さ
ら
に

加
熱
を
続
け
て
油
の
温
度
が

４５０
℃
前
後
に
な

る
と
発
火
温
度
に
達
し
て
発
火
し
ま
す
。

油
温
を

・８０
℃
か
ら

４５０
℃
ま
で
上
昇
さ
せ
る

に
は
か
な
り
時
間
が
か
か
り
ま
す
し
、
そ
の

○
台
所
に
は
て
ん
ぷ
ら
油
火
災
専
用
消
火

器
を
備
え
て
お
く

間
に
多
量
の
油
蒸
気
が
発
生
し
て
猛
烈
な
油

の
臭
い
が
し
ま
す
か
ら
、
料
理
中
に
て
ん
ぷ

ら
油
が
発
火
す
る
ほ
ど
加
熟
し
て
し
ま
う
こ

と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
て
ん
ぶ
ら
油
火
災
が

発
生
す
る
の
は
、
場
げ
物
の
最
中
に
、
火
を

つ
け
た
ま
ま
そ
の
場
を
離
れ
て
し
ま
い
、
し

ば
ら
く
し
て
気
が
つ
い
た
時
に
は
出
入
し
て

い
る
、
と
い
う
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
す
。

水

は

禁

物

て
ん
ぷ
ら
油
火
災
が
発
生
し
た
時
、
水
を

か
け
る
こ
と
だ
け
は
絶
対
に
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
水
が
急
速
に
気
化
し
て
膨
張
し
、
燃

え
て
い
る
油
と
と
も
に
爆
発
的
に
飛
び
散
り

ま
す
。
大
や
け
ど
を
免
れ
ま
せ
ん
し
、
火
災

が
燃
え
広
が
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
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