


失
火
責
任
法
の
趣
旨

失
火
に
よ
っ
て
他
人
に
損
害

を
与
え
た
場
合、

原
則
と
し
て

不
法
行
為
責
任
を
負
わ
な
い
こ

と
が
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
（
失
火
の
責
任
に
関
す
る
法

律）
。そ

の
趣
旨
は、

火
事
は
自
分

の
財
産
を
も
焼
失
さ
せ
て
し
ま

う
の
が
普
通
で、

誰
で
も
注
意

を
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る

の
だ
か
ら、

過
失
に
つ
い
て
宥

恕
す
べ
き
場
合
が
少
な
く
な
い

と
い
う
理
由
と、

わ
が
国
で
は

木
造
家
屋
が
建
て
混
ん
で
い
る

た
め、
一

旦
火
事
に
な
る
と
延

焼
に
よ
り
意
外
に
損
害
が
拡
大

し、

こ
れ
を
失
火
者
に
賠
償
さ

せ
る
の
は
酷
だ
と
い
う
理
由
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す。

そ
の
淵
源
ー
大
宝
律
令
と
唐
律

明
治
三
二
年
に
制
定
さ
れ
た

こ
の
法
律
は、

わ
が
国
古
来
の

法
理
に
則
っ
た
も
の
と
一

般
に

考
え
ら
れ
て
い
ま
す。

確
か
に、

わ
が
国
の
最
初
の
法
典
と
い
わ

れ
る
大
宝
律
令
（
文
武
天
皇
七

0
一

年）

に
は、

失
火
者
に
対

し
て
刑
事
罰
は
課
す
が
（
「
失

火
と
時
に
非
ず
し
て
田
野
を
焼

く
者
は
笞
五
十
」

な
ど
）
、

民

事
責
任
に
つ
い
て
は、

失
火
者

は
損
害
を
償
わ
な
く
て
も
よ
い

旨
を
定
め
た
規
定
が
あ
り
ま
す。

大
宝
律
令
は、

唐
の
律
令
を

模
範
と
し
た
も
の
で
す
が、

実

は、

唐
律
の
こ
の
部
分
に
相
当

す
る
箇
所
に
大
宝
律
令
と
全
く

同
文
の
規
定
が
あ
り
ま
す。

つ

ま
り、

わ
が
国
に
お
け
る
失
火

者
の
責
任
に
つ
い
て
の
特
別
扱

元

和

夫

失
火
責
任
に
つ
い
て

い
は、

唐
の
法
制
を
踏
襲
し
た

も
の
で、

必
ず
し
も
わ
が
国
独

自
の
法
理
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。

失
火
と
債
務
不
履
行
責
任

と
こ
ろ
で、

大
宝
律
令
の
他

の
部
分
に、

貸
借
に
お
い
て、

借
主
が
家
屋
そ
の
他
の
物
を
過

失
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
と
き、

或
い
は
寄
託
に
お
い
て、

受
寄

者
が
預
か
っ
た
物
を
過
失
に
よ
っ

て
焼
失
し
た
と
き
に
は、

い
ず

れ
も
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ

な
く
て
よ
い
と
い
う
規
定
が
あ

り
ま
す。

つ
ま
り、

失
火
に
よ

る
家
屋
の
延
焼
な
ど
の
不
法
行

為
の
場
合
に
か
ぎ
ら
ず、

契
約

関
係
に
お
け
る
物
の
焼
失
に
つ

い
て
も、

失
火
の
場
合
は、

損

害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
せ
な
い

わ
け
で
す。

こ
の
法
制
は、

そ

の
後
も
続
き、

江
戸
時
代
に
お

い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
よ

う
で
す。

失
火
責
任
法
が
で
き
た
後、

こ
の
法
律
が
債
務
不
履
行
に
も

適
用
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
に

な
り
ま
し
た。

た
と
え
ば、

借

家
人
が
失
火
に
よ
り
家
屋
を
焼

失
し
た
場
合、

家
主
に
損
害
を

賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
ど
う
か
で
す。

大
審
院
は、

当
初
失
火
責
任

法
の
適
用
を
認
め、

賠
償
責
任

を
否
定
し
ま
し
た
が、

後
に
こ

れ
を
改
め
て、

こ
の
法
律
は
債

務
不
履
行
に
は
適
用
が
な
い
と

し
ま
し
た。

他
国
と
の
比
較

西
欧
諸
国
で
は、

火
を
危
険

物
だ
と
考
え、

も
と
も
と
は
無

過
失
責
任
主
義
に
近
い
立
場
を

と
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
（
発

火
責
任）
、

そ
の
後、

例
え
ば

イ
ギ
リ
ス
で
は、
一

八
世
紀
に

過
失
の
な
い
場
合
に
は
免
責
を

す
る
旨
を
規
定
し
て
責
任
を
緩

和
し
ま
し
た。

こ
れ
に
対
し、

わ
が
国
で
は、

前
述
の
よ
う
に、

も
と
も
と
過

失
が
あ
っ
て
も
責
任
を
問
わ
な

い
と
し
て
い
た
の
を、

重
過
失

の
場
合
を
除
外
し、

さ
ら
に
債

務
不
履
行
の
場
合
に
も
免
責
し

な
い
と
い
う
ふ
う
に
免
責
の
範

囲
を
狭
め
て
き
ま
し
た。

そ
し

て、

判
例
に
よ
り、

菫
過
失
の

解
釈
も
次
第
に
拡
が
る
傾
向
が

み
ら
れ
ま
す。

つ
ま
り、

反
対

方
向
か
ら
で
す
が、

失
火
責
任

の
考
え
方
が
西
欧
諸
国
に
近
づ

い
て
き
た
と
い
え
ま
す。

重
過
失
の
認
め
ら
れ
る
場
合

判
例
上、

重
過
失
が
認
め
ら

れ
た
例
と
し
て
は、

ガ
ソ
リ
ン

を
入
れ
た
堀
を
ス
ト
ー
ブ
の
傍

に
蓋
を
し
な
い
で
置
い
た
と
こ

ろ、

こ
れ
が
倒
れ
て
ガ
ソ
リ
ン

に
引
火
し
て
火
災
に
な
っ
た
場

合、

ス
ト
ー
ブ
に
給
油
中、

灯

油
を
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
こ
ば
し
た

の
に
十
分
に
拭
き
取
ら
な
か
っ

た
た
め、

こ
れ
に
引
火
し
て
火

災
に
な
っ
た
場
合、

空
き
地
で

焚
火
を
し
た
と
こ
ろ、

傍
に
大

量
に
あ
っ
た
カ
ン
ナ
屑
に
引
火

し
て
火
災
に
な
っ
た
場
合、

子

供
の
放
火
の
場
合
（
親
の
責
任）、

寝
タ
バ
コ
を
し
て
い
て
布
団
に

引
火
し
火
事
に
な
っ
た
場
合
な

ど
が
あ
り
ま
す。
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●

官
僚
不
信
の
日
々

岡
光
前
次
官
の
逮
捕
に
象
徴

さ
れ
る
構
造
汚
戦
問
題
で、

厚

生
省
が
集
中
砲
火
を
あ
び
て
い

ま
す。

薬
害
ェ
イ
ズ
問
題
で
は、

政
官
業
の
癒
着
の
中
で、

故
意

に
非
加
熱
製
剤
の
規
制
を
行
わ

ず、

被
害
の
発
生
拡
大
を
放
置

し
続
け
た
と
い
う
「
不
作
為」

の
違
法
が
問
わ
れ、

今
回
の
汚

戦
事
件
で
は、

社
会
福
祉
法
人

の
許
認
可
と
い
う
権
限
を
悪
用

し
て、

自
己
の
利
益
を
追
い
求

め
た
と
い
う
「
作
為」

が
問
わ

れ
て
い
ま
す。

「
早
く
や
め
と
い
て
良
か
っ

た
ね。
」

と
周
り
か
ら
声
を
か

け
ら
れ
る
と、

わ
ず
か
三
年
間

と
は
い
え
厚
生
省
の
飯
を
食
べ

た
私
と
し
て
は、

本
当
に
腹
立

た
し
く、

ま
た
情
け
な
く
な
り

ま
す。

厚
生
省
で
は、

私
は、

保
険

局
と
社
会
局
と
い
う
全
く
性
格

の
異
な
っ
た
二
つ
の
部
局
の
仕

事
を
担
当
し
ま
し
た。

そ
の
中

で、

多
く
の、

特
に
ノ
ン
・
キ
ャ

リ
ア
の
職
員
が、

夜
遅
く
ま
で、

こ
の
国
の
福
祉
の
あ
り
方
を
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
一

生
懸
命
考

え、

働
い
て
い
た
実
態
を
身
近

か
に
見
て
い
た
だ
け
に、

む
し

ろ、
「
汚
れ
た
官
僚
ば
か
り
で

は
な
い
ぞ
」

と
叫
び
た
く
も
な

り
ま
す。

か
つ
て
の
厚
生
官
僚
は、

国

民
の
健
康
と
生
命
を
守
る、

福

祉
の
担
い
手
と
な
る
と
い
う
気

概
を
持
ち、

経
済
優
先
に
傾
き

が
ち
な
行
政
政
策
の
下
で
も、

自
己
の
保
身
よ
り
も
信
念
を
貫

く
と
い
う
タ
イ
プ
の
人
が
多
く

◆
信
念
に
生
き
た
官
僚
た
ち

尾

藤

廣

喜

ど
う
な
っ
て
る
の
「
厚
生
省」

い
ま
し
た
。

近
く
は、

水
俣
病
解
決
を
め

ぐ
る
公
の
立
場
と
自
己
の
信
念

と
の
間
の
板
挟
み
の
中
で、

自

ら
の
命
を
絶
っ
た
山
内
豊
徳
さ

ん
。

廃
棄
物
処
理
法
の
抜
本
改

正
の
中
で、

企
業
の
処
理
責
任

を
明
文
化
し
よ
う
と
癌
に
お
か

さ
れ
た
身
体
を
お
し
て
必
死
で

努
力
し
た
私
と
同
期
の
亡
荻
島

國
男
君。

厚
生
省
の
立
場
に
立

ち
な
が
ら
も、

ス
モ
ン
裁
判
の

全
面
解
決
の
た
め
に
身
を
削
っ

て
折
衝
に
あ
た
り、

事
務
次
官

確
実
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
体
調

を
崩
し
て
中
途
退
官
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ

た
中
野
徹
雄
元
薬
務

局
長。

そ
し
て、

あ
の
伝
説
の

小
山
進
次
郎
さ
ん
。

小
山
さ
ん
は、

昭
和
二
五
年

当
時、

保
護
課
長
と
し
て、

生

存
権
の
確
立
に
燃
え
る
若
手
官

僚
を
組
織
し、

恩
恵
的
な
旧
生

活
保
護
法
か
ら
現
行
の
生
活
保

護
法
へ
の
革
命
的
な
転
換
を
成

し
遂
げ
た
人。

し
か
も、

こ
の

法
を
生
き
た
法
律
に
す
る
た
め

に、

現
場
の
福
祉
事
務
所、

都

道
府
県
の
担
当
者
の
声
が
厚
生

省
ま
で
上
が
っ

て
く
る
よ
う
な

仕
組
み
を
作
り
あ
げ
た
人
で
も

あ
り
ま
す。

そ
の
後、

健
康
保
険
制
度
改

革
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て、

当

時
の
大
臣
と
対
立
し、

自
ら
の

信
念
を
貫
く
た
め
に
厚
生
省
を

退
職
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し、

こ
う
し
て
み
る
と、

厚
生
省
で
信
念
に
生
き
る
と
い

う
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
こ
と

で
あ
る
か
も
解
る
と
思
い
ま
す。

か
つ
て
の
厚
生
官
僚
は、

利

権
に
あ
ま
り
縁
が
な
く、

し
か

も、

官
僚
本
流
で
は
な
い
が
ゆ

え
に、

強
固
な
信
念
と
哲
学
を

持
つ
人
が
多
か
っ

た
の
で
す。

し
か
し、

福
祉
を
め
ぐ
る
状

況
も、

こ
の
一

0
年
間
で
大
き

く
変
わ
り
ま
し
た
。

年
金
や
新

ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
（
高
齢
者
保

健
福
祉
推
進
一

〇
ヵ

年
戦
略
の

見
直
し
）

な
ど
今
や
厚
生
省
関

連
予
算
が
予
算
全
体
の
二
0
%

に
も
届
く
と
い
う
時
代。

厚
生

省
も
一

大
事
業
官
庁
と
し
て、

◆

厚
生
省
を
ど
う
改
革
す
る
か

「
利
権」

の

誘
惑
も
非
常
に
大

き
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。

厚
生
行
政
を
本
当
に
国
民
の

も
の
に
す
る
た
め
に
は、

第
一

に、

関
連
業
界
・

団
体
へ
の
天

下
り
の
禁
止、

そ
し
て、

第
二

に、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
導

入
な
ど
市
民
に
よ
る
行
政
監
視

制
度
の
導
入
と
違
法
な
行
政
に

は
い
つ
で
も
裁
判
が
起
こ
せ
る

と
い
う
体
制
づ
く
り
が
必
要
で

し
ょ
う。

そ
し
て、

こ
れ
を
支
え
る
仕

組
み
と
し
て、

第
三
に
、

徹
底

し
た
情
報
公
開
が
不
可
欠
で
す。

こ
の
こ
と
は
薬
害
ェ
イ
ズ
事
件

の
い
わ
ゆ
る
郡
司
フ
ァ
イ
ル
の

隠
匿
と
そ
の
後
の
刑
事
事
件
の

展
開
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
す。

そ
う
す
れ
ば、

官
僚
に
「
う

ま
味」

が
な
く
な
り、

優
秀
な

官
僚
が
集
ま
ら
な
い
？
心
配
は

い
り
ま
せ
ん
。

天
下
国
家、

市

民
の
た
め
に
そ
れ
で
も
官
僚
に

な
り
た
い
と
思
う
人
こ
そ
が、

本
当
に
優
秀
な
官
僚
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
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訴
訟
を
起
こ
す
た
め
に
は、

手
数
料
（
印
紙）

を
裁
判
所
に

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
手
数
料
の
額
は
訴
訟
の

額
に
応
じ
て
決
ま
っ

て
い
て、

例
え
ば
一

0
0
0
万
円
の
場
合

は
五
七、

六
0
0
円
と
な
っ

て

い
ま
す。

そ
こ
で
高
額
の
訴
訟

を
起
こ
す
と
き
に
は
か
な
り
の

負
担
に
な
り
ま
す。

湾
岸
戦
争

に
日
本
が
九
0
億
ド
ル
を
支
出

す
る
こ
と
の
差
止
め
を
求
め
た

▼
申
立
手
数
料
の
低
額
化

弁
護
士
費
用
の
敗
訴
者
負
担

現
在、

民
事
訴
訟
の
費
用
に

つ
い
て
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て

い
ま
す
が、

二
つ
の
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す。
―

つ
は

申
立
手
数
料
（
印
紙
代）

の
低

額
化、

他
の
―

つ
は
弁
護
士
費

用
の
敗
訴
者
負
担
で
す。

訴
訟
で
は、

当
初、

裁
判
所
は

九
0
億
ド
ル
を
訴
訟
の
額
と
し

て
算
定
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し、

原
告
は、

こ
の
訴
訟

で
勝
っ

た
と
し
て
も
自
分
が
九

0
億
ド
ル
を
得
る
わ
け
で
は
な

い
の
で、

こ
れ
を
基
準
に
す
る

の
は
変
で
す。

そ
も
そ
も、

あ

ま
り
に
高
額
の
手
数
料
を
納
め

ろ
と
い
う
の
は、

裁
判
の
途
を

閉
ざ
す
の
と
等
し
い
こ
と
に
な

り
ま
す。

結
局、

裁
判
所
は、

原
告
は
自
分
の
人
格
権
（
平
和

的
生
存
権）

に
基
づ
い
て
訴
訟

を
し
て
い
る
こ
と
を
直
視
し、

原
告
一

人
の
訴
訟
の
額
を
九
五

万
円
と
し
て、

手
数
料
を
算
定

し
ま
し
た
。

と
は
い
っ

て
も、

原
告
は
全
部
で
五
七
一

名
い
ま

し
た
の
で、

合
計
二
七
二
万
六

0
0
円
の
手
数
料
を
納
め
る
よ

う
に
命
じ
ま
し
た
。

山

崎

浩

次
に、

弁
護
士
費
用
の
点
で

す
が、

原
則
と
し
て
現
在
の
制

度
で
は、

訴
訟
の
結
果
に
か
か

わ
ら
ず
自
分
の
依
頼
し
た
弁
護

士
費
用
は
自
ら
負
担
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
弁
護
士
費
用
に
つ
い
て
の

現
在
の
制
度

確
か
に
自
分
の
利
益
の
た
め

に
裁
判
制
度
を
利
用
す
る
の
だ

か
ら、

手
数
料
を
納
め
る
の
は

当
然
だ
と
も
言
え
ま
す
が、

現

在
の
額
を
決
め
た
背
景
に
は、

訴
訟
の
数
を
制
限
し
よ
う
と
い

う
発
想
が
あ
っ

た
こ
と
は
否
定

で
き
ま
せ
ん
。

社
会
の
紛
争
を
裁
判
所
で
解

決
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
公
共

的
な
性
格
が
あ
り、

そ
の
費
用

は
あ
る
程
度
社
会
全
体
で
負
担

す
る
べ

き
だ
と
い
え
ま
す
し、

し
か
も
国
民
の
裁
判
を
受
け
る

権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
は
申

立
手
数
料
を
低
額
に
す
る
こ
と

が
必
要
で
す。

▼
な
ぜ
低
額
に
す
ぺ
き
か

弁
護
士
費
用
を
敗
訴
者
に
負

担
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は、

仮
に
訴
訟
で
勝
っ
た
と
し
て
も、

弁
護
士
費
用
を
負
担
し
た
と
す

る
と、

実
質
的
に
は、

一

0
0

％
の
満
足
を
得
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す。

そ
こ
で
権
利
の

満
足
の
た
め
に
弁
護
士
費
用
を

敗
訴
し
た
側
に
負
担
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る

▼
敗
訴
者
負
担
の
問
題
点

判
決
で
「
訴
訟
費
用
は
原
告

（
又
は
被
告）

の
負
担
と
す
る。」

と
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が、

こ
の
「
訴
訟
費
用」

の
中
に、

弁
護
士
費
用
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

先
程、

「
原
則
的

に
」

と
い
っ
た
の
は
住
民
訴
訟、

株
主
代
表
訴
訟
な
ど
で
は、

法

律
に
よ
り、

原
告
が
勝
っ

た
場

合
に
は、

弁
護
士
費
用
を
相
手

方
に
支
払
っ

て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す。

ま
た、

不
法
行
為
訴
訟
（
例

え
ば
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠

償
訴
訟）

で
は、

費
用
の
賠
償

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す。

の
で
す。

ま
た、

負
け
て
も
相
手
の
弁

護
士
費
用
を
負
担
し
な
く
て
も

良
い
か
ら
無
茶
な
訴
訟
が
起
き

る
の
で
あ
る
か
ら、

濫
訴
を
防

止
す
る
た
め
に
敗
訴
者
負
担
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
強

く
い
わ
れ
て
い
ま
す。

し
か
し、

単
純
な
敗
訴
者
負

担
は、

逆
に
裁
判
を
起
こ
す
途

を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に

注
意
す
べ

き
で
す。

訴
訟
に
ま
で
な
る
ケ
ー
ス
で

は、

ど
ち
ら
に
も
そ
れ
な
り
の

言
い
分
が
あ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す。

も
し、

訴
訟
で
敗
け
れ

ば
相
手
の
弁
護
士
費
用
ま
で
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
と、

万
一

の
こ
と
を
心
配
し

て、

訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
や

め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す。

ま
た、

公
益
的、

政
策
形
成

的
な
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
一

層
困
難
に
な
り
ま
す。

民
事
訴
訟
費
用
の
あ
り
方
の

問
題
は、

ど
の
よ
う
に
し
た
ら

国
民
が
訴
訟
を
利
用
し
易
く
な

る
の
か
と
い
う
観
点
に
た
っ

て

考
え
る
べ

き
で
し
ょ
う。
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●
ま
さ
か
日
本
で
？

児
童
虐
待
な
ど
と
い
う
の
は

よ
そ
の
国
の
こ
と
で
は
？
こ
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
方
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。
と
こ

ろ
が、
日
本
で
も
昔
か
ら
な
か
っ

た
訳
で
は
な
く、
こ
と
に
今
日

の
複
雑
な
社
会
・
家
族
関
係
を

背
景
に、
表
面
に
出
て
い
な
い

だ
け
で
実
際
の
数
は
相
当
多
数

に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う、
と
い
わ

れ
て
お
り
ま
す。

虐
待
の
中
に
は、
身
体
的
暴

行、
保
護
の
怠
慢
．
拒
否、
性

的
な
暴
汀
な
ど
の
他
に、

無視・

差
別
な
ど
心
理
的
虐
待
も
程
度

に
よ
り
含
め
ら
れ
ま
す。
子
育

て
不
安
の
た
め、
意
に
反
し
て

子
ど
も
を
叩
い
て
し
ま
う
こ
と

な
ど
も
含
め
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ

゜

ふ
ノ

●
大
阪
大
会

昨
年
四
月、
二
日
間
に
わ
た

り、
大
阪
で
児
童
虐
待
防
止
研

究
の
初
め
て
の
全
国
大
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た。
医
療、
福
祉、

施
設、
教
育、
心
理
な
ど
の
各

機
関
の
関
係
者
の
他
に
法
律
関

係
者
も
含
め、
全
国
か
ら
約
千

名
が
集
ま
り、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
知
識
や
体
験
を
交
換
し

合
い、
今
後
継
続
的
に
各
機
関

や
専
門
家
ど
う
し
の
連
携
を
は

か
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た。

―
つ
の
分
科
会
で、
大
阪
の

弁
護
士
か
ら、
グ
ル
ー
プ
を
組

ん
で
具
体
的
ケ
ー
ス
に
取
り
組

み、

時
に
家
庭
裁
判
所
の
力
も

借
り
て
父
母
の
暴
力
か
ら
子
ど

も
を
救
っ
た
例
が
報
告
さ
れ
る

な
ど、
出
席
し
た
私
に
と
っ
て

も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
も
の
で
し
た。

杉

本

孝

子

児
童
虐
待
に
つ
い
て

●
対

策

京
都
市
の
児
童
相
談
所
で
は、

三
年
ほ
ど
前
か
ら、
モ
デ
ル
と

し
て
西
京
地
区
に
て、
広
く一

般
の
方
々
も
含
め
た
地
域
の
各

関
係
者
に
も
っ
と
児
童
虐
待
の

実
態
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
の

取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す。

悩
ん
で
い
る
親
ご
さ
ん
な
ど

か
ら
電
話
相
談
を
受
け
る
ホ
ッ

ト
・
ラ
イ
ン
も、
一
九
九
0
年

に
ま
ず
大
阪
に
で
き、
東
京
そ

の
他
の
各
地
に
色
々
な
形
で
広

が
り
つ
つ
あ
り
ま
す。

児
童
福
祉
法
に
は、
虐
待
さ

れ
て
い
る
要
保
護
児
童
を
発
見

し
た
者
に
対
し、
福
祉
事
務
所

や
児
童
相
談
所
へ
の
通
告
義
務

が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
二
五

条）。
こ
の
義
務
は、

医
療
や

教
育
な
ど
子
ど
も
に
関
わ
る
職

業
に
従
事
す
る
人
に
限
定
さ
れ

ず、
広
く一
般
的
に
課
さ
れ
て

お
り
ま
す。
早
期
発
見
が
重
要

で
す
が、
こ
の
規
定
の
存
在
は

余
り
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん。

通
告
を
受
け
た
児
童
相
談
所

は、
な
に
も
虐
待
す
る
親
の
処

罰
を
目
的
と
す
る
訳
で
は
な
く、

虐
待
の
事
実
を
確
認
の
う
え、

親
ご
さ
ん
を
指
導
し
た
り、

或

い
は
虐
待
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

を一
時
保
護
し
た
り、
保
護
者

の
同
意
を
得
て
養
護
施
設
に
送

致
す
る
な
ど
し
て、
子
ど
も
を

救
う
こ
と
と
共
に、
虐
待
す
る

親
を
含
め
た
家
族
全
体
に
対
し

て
援
助
す
る
こ
と
を
も
目
的
と

し
て
い
ま
す。

そ
れ
で
な
け
れ
ば
抜
本
的
な

解
決
と
な
ら
な
い
う
え、
実
際

問
題、
い
ず
れ
お
子
さ
ん
は
そ

の
家
庭
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
が
通
常
で
す。
児
童
相

談
所
の
役
割
は、
虐
待
対
策
の

大
き
な
要
と
い
え
る
で
し
ょ
う。

●
法
的
な
対
応

施
設
入
所
に
つ
い
て
の
保
護

者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合、

家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
求
め
る

方
法
（
児
童
福
祉
法
二
八
条）

も
あ
り
ま
す
が、
他
に
方
法
が

な
く
事
態
が
重
大
な
場
合、
親

権
喪
失
の
宣
告
を
家
庭
裁
判
所

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
民
法
八
三
四
条）。
こ
の
申
立

て
を
す
る
と、
親
権
を一
時
停

止
し、
親
権
代
行
者
を
選
任
す

る
な
ど
の
保
全
措
置
を
講
じ
て

も
ら
う
こ
と
も
可
能
で
す。
こ

う
し
て
裁
判
所
に
関
与
し
て
も

ら
っ
て
い
る
内
に、
保
護
者
か

ら
施
設
入
所
の
同
意
が
得
ら
れ

た
り
し
て、
解
決
の
一
歩
に
踏

み
出
せ
る
場
合
も
多
い
よ
う
で

す。●
虐
待
の
背
景

例
え
ば
子
ど
も
を
継
母
が
虐

待
す
る
と
い
う
場
合
に、
そ
の

継
母
と
実
父
と
の
夫
婦
関
係
に

大
き
な
問
題
が
あ
る
な
ど、
虐

待
の
背
景
に
は
家
族
関
係
の
根

深
い
病
理
が
潜
ん
で
い
る
場
合

も
あ
っ
て、
ひ
と
り
虐
待
親
だ

け
を
責
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す。
と
は
い
え、
子
ど
も

は
な
か
な
か
自
分
か
ら
外
に
救

助
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
り、
心
身
と
も
に
深
い
傷
を

負
っ
て
い
く
危
険
が
あ
り
ま
す。

虐
待
の
問
題
は
重
大
で
あ
る

に
拘
ら
ず、
組
織
的
対
応
は
遅

れ
て
お
り、
も
っ
と
真
剣
に
取

り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
ま
す。
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九
九
四
年

か
ら
検
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さ
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れ
て
き
た
情
報
公
開
法
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i
g
こ
r

-

は
、

制
定
に
向

け
て
本
格
的

に

動
き
出
す
こ

と
に
な
り

ま
し
た

。

薬
害
ェ
イ
ズ

で
の
情
報
隠

し
、

官
官
接

待
な
ど
に
代
表

さ
れ
る

行
政
不
信

の
根

本
に
は

、
行
政

に
よ

る
情
報
の
独
占

と
秘
密
主

義
が
あ
り

ま
す

。

こ
れ
ら
の
情

報
を
市
民
の
も
の
に

す
る
た
め

に
は

、
情
報
公
開
法
の
制
定
が

ど
う

し
て
も
必
要

で
す

。

し
か
し

、
今
回
発
表

さ
れ
た

法
案

に
は

、
①
国

民
の
知

る
権

利
が
明
文

と
し
て
盛

り
込
ま

れ

て
い

な
い
、

②
非
公
開
情
報
の

範
囲

が
広
す
ぎ

る
、

③
市
民
の

情
報
公
開
請
求
に
対

し
て

、
そ

の
情
報
が
あ
る
か
ど
う

か
に
つ

情
報
公
開
法
と
は

要法本の れ過れに 加 大に育制各 がでか は官制と い

がに 当中私な程るはを ま き関に定地情あき情 ‘ 庁限 い て
あなの

味

達けの ま
‘ 実たなす関さの報りな報原のに う す

りる意に市れ情で行効 ‘ 成る す れ地公ま い 公則非認請ら
ま よ

味

重民ば報の政あ市果情る —‘ 方開すな開と公め求も
す うで大とな-情のる民を報情官自問 ° ど のし開て拒明

° 求のなしりも報政ものあな報官治題 大たて決い否 り
め →関て ま 広へ策の行けど

‘ 接体で きめ ‘ 定るのか
て情 もせく意がに政て各環待では なの衷に ‘ 処に
ぃ報を 、 ん公思決すへ い I_ 欠
＜公持法 ゜ 開形め るの ま

方境 ＊
‘ 

問訴尽つ④分し

必閻尺案
面問や例既 題訟で い 中をな

さ成らた参 す で題教がに 点がして央無 い

―`．．｀'，....．11.....,，．．．.．,1.．.
.．`’’·· • · •I,..．..,，．...．19.．．．

．，，．．.．．，9.．．．．
．,.．．．· • I,．．．．．，,．...．9 9.．．．．1 9.．..．.,，..．

．，99• • • • • h.，．．
．，，．..．• 9 9.．．．

．9 9,.．．..,，..．．，9 9
.．.．． 9 9....．,,．．，· • 9 1.．．

．.．,..．．· • 1 9.．.．.,,．．．.．99.．．.
．，,...．．．,，.．.．.,，．．．.. 19.．．．．I I • • •.．1 1.．．

． . I I,．．．．, 9,．．．
．．,,..．..,9...

-10-


