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よ
っ
て
実
家
自
体
も
焼
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

　
事
情
あ
っ
て
そ
の
母
方
の
祖
母
が
一
時
期
私
達
の
家
に
身
を
寄

せ
る
こ
と
と
な
り
、共
稼
ぎ
の
教
師
で
あ
っ
た
両
親
に
代
わ
っ
て
、

私
達
兄
弟
が
学
校
か
ら
帰
る
と「
お
か
え
り
」と
いっ
て
迎
え
何

か
に
つ
け
て
面
倒
を
み
て
く
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。そ
れ
は
私
の

小
学
生
高
学
年
時
代
の
三
年
ほ
ど
で
あ
り
、そ
の
時
期
で
あ
っ
た

と
思
う
が
、こ
の
茶
道
師
範
の
祖
母
か
ら
抹
茶
を
点
て
て
も
ら
っ

た
か
す
か
な
記
憶
が
あ
る
。

　
後
年
に
な
っ
て
偶
然
抹
茶
を
い
た
だ
い
た
時
、同
席
し
た
抹
茶

初
体
験
の
友
人
達
と
異
な
り
、言
い
よ
う
の
な
い
懐
か
し
さ
を
覚

え
る
と
と
も
に
突
如
と
し
て
そ
の
祖
母
が
そ
の
場
に
蘇
っ
て
来
た

よ
う
で
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
。ま
さ
に
無
意
識
の
う
ち
に
抹
茶

を
い
た
だ
く
状
況・雰
囲
気
が
、凛
と
し
た
和
服
姿
の
祖
母
と
直

結
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
後
年
、大
阪
に
住
ま
い
す
る
よ
う
に
な
り
、そ
ん
な
祖
母
が
生

き
た
世
界
に
浸
っ
て
み
た
い
と
京
都
の
家
元
で
の
茶
道
の
修
養
・

稽
古
の
場
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
。そ
れ
は
二
十
六
歳
の
時
の
こ

と
で
あ
り
爾
来
四
十
年
余
の
年
月
、仕
事
と
の
折
り
合
い
に
苦

労
し
な
が
ら
ほ
そ
ぼ
そ
で
は
あ
る
が
、茶
道
の
研
鑽
と
い
う
機
会

を
持
ち
続
け
て
き
た
。仕
事
の
上
で
は
常
勤
と
い
う
立
場
を
こ

の
三
月
で
卒
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、茶
道
に
接
し
て
学
ん
だ

も
の
の
見
方
や
知
識
は
本
業
が
行
き
詰
ま
っ
た
折
々
に
私
を
勇

気
づ
け
、ま
た
、適
切
な
解
決
策
を
生
み
出
し
て
き
た
と
い
う
感

じ
さ
え
今
は
持
っ
て
い
る
。

　
コ
ー
ヒ
ー
と
同
様
に
気
楽
に
い
た
だ
く
抹
茶
は
と
も
か
く
、

「
茶
の
湯
」と
な
る
と
全
く
異
次
元
の
世
界
と
な
る
。茶
会
で
は

亭
主
は
客
の
た
め
に
日
頃
の
稽
古・研
鑽
に
磨
き
を
か
け
つつ
、先

ず
そ
の
茶
会
の
テ
ー
マ
を
決
め
る
。な
か
で
も
床
飾
り
は
重
要
で

そ
の
中
心
と
な
る
軸
、そ
の
軸
と
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
花
生
と

花
に
つ
い
て
考
え
抜
き
、そ
れ
が
決
ま
る
と
、適
切
な
棚
、茶
碗
、

茶
入
れ
、茶
杓
、水
指
な
ど
の
点
前
廻
り
の
道
具
の
取
り
合
わ
せ

に
腐
心
す
る
。露
地
の
準
備
、懐
石
料
理
の
内
容
に
つ
い
て
も
配

慮
し
、手
伝
い
方
の
配
置
を
考
え
る
。こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
庭
木
か
ら

書
、茶
道
具（
銅
器
、陶
器
、木
工
竹
製
品
な
ど
）、建
築
、

茶
、菓
子
な
ど
日
本
文
化
全
般
に
わ
た
る
造
詣
を
も
と
に

進
め
ら
れ
、ま
た
、客
と
な
る
方
々
の
嗜
好・性
格
に
も
配
慮

す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。そ
し
て
、決
し
て
あ
か
ら
さ
ま

で
は
な
い
形
で
、設
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
が
道
具
を
含
め
た
す
べ

て
の
し
つ
ら
い
の
基
礎
的
つ
な
が
り
を
形
成
す
る
よ
う
に
決

め
ら
れ
る
と
い
う
。ま
さ
に
、精
神
的
な
も
の
も
含
め
て
、

「
日
本
文
化
の
凝
縮
」と
し
て
の
位
置
付
け
が
茶
の
湯
に
与

え
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、茶
の
湯
の
ス
タ
イ
ル
を「
真
行
草
」と
分
類
す

る
こ
と
が
あ
る
。こ
の「
真・行・草
」と
は
、本
来
書
道
に
お
け

る
書
体
の
違
い
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、日
本
文
化
に
つ
い
て

「
美
」の
と
ら
え
か
た
の
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。茶
の

湯
で
は
東
山
文
化
に
端
を
発
す
る
書
院
茶
を「
真
」と
し
、

晴
れ
の
儀
礼
で
は
そ
の
形
式
に
従
う
。す
な
わ
ち
足
利
義
政

に
代
表
さ
れ
る
高
貴
な
武
人
や
神
仏
に
茶
を
奉
る
際
に
用

い
た「
台
子
」や
そ
れ
に
伴
う「
皆
具
」な
ど
も
、書
院
の
茶

と
い
う
本
来
の
形
と
い
う
意
味
で
真
の
形
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
い
く
つ
か
の
寺
社
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る「
献
茶
」の
際

の
道
具
立
て
は
ま
さ
に「
真
」の
形
で
あ
る
。ち
な
み
に
、書

院
茶
か
ら
独
特
の
茶
の
形
を
作
り
上
げ
た
村
田
珠
光
ら
を

「
行
」と
し
、「
真
」と
対
比
さ
る
確
固
た
る
理
念
へ
と
発
展

さ
せ
た
千
利
休
が「
草
」だ
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
献
茶
の
儀
で
実
際
に
点
前
を
さ
れ
る（
献
ず
る
濃
茶
や

薄
茶
を
点
て
る
）の
は「
宗
家
」の
家
元
ま
た
は
若
宗
匠
で

あ
る
。数
少
な
い
経
験
で
は
あ
る
が
、献
茶
の
儀
を
間
近
で

拝
見
す
る
機
会
を
も
っ
た
こ
と
が
あ
る
。台
子
並
び
に
そ
れ

に
組
み
込
ま
れ
た
風
炉
釜
と
と
も
に
、皆
具
と
し
て
の一
連

の
道
具（
水
指
、杓
立
、蓋
置
、そ
し
て
傍
ら
に
置
か
れ
る
建

水
も
含
め
て
）が
醸
し
出
す
雰
囲
気
は
茶
を
献
ず
る
相
手
へ

の
徹
底
し
た
尊
厳
へ
の
配
慮
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。こ
の

中
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
大
振
り
の
点
前
が
い
や
が
上
に
も
そ

の
厳
粛
さ
を
極
度
に
実
感
さ
せ
る
。

　
こ
こ
で
、真
の
茶
道
具
と
し
て
の
青
銅
器
に
言
及
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。書
院
の
茶
の
形
や
献
茶
、そ
し
て
こ
れ
ら
真
の
形
を

標
榜
し
た
茶
席
で
は
高
い
頻
度
で「
青
銅
」製
の
茶
道
具
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
台
子
」を
用
い
た
り
、台
子
の
天
板
を
下

し
た
と
見
立
て
る「
長
板
」の
上
で
諸
荘
り
に
し
つ
ら
え
る
場
合
、

唐
銅
風
炉
に
鉄
鋳
物
製
の
釜
が
掛
か
り
、抱
桶
形
モ
ー
ル
水
指
、

そ
し
て
唐
銅
の
杓
立
に
は
飾
り
火
箸
と
柄
杓
が
入
り
、三
つ
人

形
や
穂
屋
な
ど
の
形
の
青
銅
製
蓋
置
が
連
な
る
。ま
た
、建
水
に

は
銅
と
錫
の
合
金
で
あ
る
佐
波
理（
響
銅
、砂
張
と
も
書
く
）も

用
い
ら
れ
る
。こ
れ
ら
は
現
在
で
言
う
青
銅
を
基
本
と
し
て
い
る

も
の
の
、色
調
や
伝
来
の
経
路
及
び
模
様
な
ど
に
よ
っ
て
多
様
に

呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。特
に
唐
銅（
か
ら
か
ね
）は
青
銅
の

古
称
で
、材
料
は
銅
と
錫
の
合
金
が
大
半
で
あ
り
、そ
れ
以
外
に

鉛
、ニッ
ケ
ル
、亜
鉛
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。現
在
の一
般
的
な
配
合

は
、銅
に
錫
を
五―

一
〇
%
、亜
鉛
を
〇―

四
%
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
胡
銅
、も
し
く
は
古
銅
と
い
う
場
合
が
あ
る
。こ
の
場
合
は

主
と
し
て
中
国
か
ら
伝
来
の
古
代
の
銅
器
、ま
た
そ
れ
を
写
し

た
宋
元
代
の
銅
器
を
言
う
よ
う
で
あ
る
。（
こ
の
度
藪
内
ご
宗
家

よ
り
お
借
り
し
た「
真
台
子
荘
」の
写
真
で
は
、卍
字
風
炉
釜

（
風
炉
が
唐
銅
）、モ
ー
ル
抱
桶
水
指（
黄
銅
打
ち
出
し
）、唐
銅

穂
屋
香
炉
蓋
置
、藪
内
好
み
の
茶
の
実
頭
の
飾
り
火
箸（
黄
銅
）、

古
銅
桃
尻
形
の
杓
立
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。）

　
こ
の
よ
う
な
台
子
ま
わ
り
の
真
の
茶
道
具
と
し
て
の
銅
器
の

み
な
ら
ず
、何
よ
り
も
床
に
あ
っ
て
花
と
と
も
に
そ
の
茶
会
の

テ
ー
マ
を
補
完
す
る「
花
生
」も
真
の
形
で
は
胡
銅
で
あ
る
場
合

が
多
い（
写
真
）。ま
た
、床
に
花
生
を
置
か
ず「
香
炉
飾
り
」に

す
る
場
合
の
香
炉
も
ほ
と
ん
ど
銅
器
で
あ
る（
写
真
）。こ
こ
に

示
す
香
炉
は
藪
内
家
に
伝
来
す
る
燕
庵
名
物
に
含
ま
れ
、藪
内

家
の
遠
祖
が
義
政
よ
り
拝
領
し
た
貴
重
な
逸
品
で
あ
る
。他
に

も
、露
地
の
客
に
茶
席
が
整
っ
た
こ
と
を
亭
主
が
知
ら
せ
打
つ

「
銅
鑼
」（
写
真
）も
佐
波
理
で
あ
る
。加
え
て
、炭
点
前
の
際
の

灰
匙
な
ど
の
小
道
具
も
含
め
て
東
山
時
代
か
ら
の
茶
の
湯
に
は

多
種
多
様
の
銅
器
が
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
実
に
足
利
義
政
時
代
に
書
院
茶
の
濫
觴
を
見
る「
茶
の
湯
」の

草
創
期
、そ
れ
が
銅
器
な
く
し
て
成
立・発
展
し
な
か
っ
た
こ
と

を
深
く
想
う
こ
と
で
あ
る
。足
利
義
政
か
ら
藪
内
剣
仲
に
伝
来

し
、そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
千
利
休
と
の
交
流
で「
姫
瓜
」と
の
銘
を
持

ち
、そ
の
時
代
か
ら
で
も
約
五
五
○
年
を
経
て
な
お
茶
の
湯
と
と

も
に
現
代
に
輝
き
を
み
せ
る「
胡
銅
象
耳
花
生
」と
親
し
く
対

座
で
き
た
折
の
感
動
は
今
も
鮮
や
か
で
あ
る
。写
真
は
同
様
な

「
胡
銅
象
耳
花
生
」で
神
秘
的
な
風
合
い
と
気
品
を
感
じ
さ
せ

て
い
る
。

　
教
育・研
究
分
野
だ
け
で
な
く
、そ
ん
な
銅
基
合
金
の
茶
道
具

と
の
付
き
合
い・出
合
い
は
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
あ
る
。

（
本
稿
に
は
、藪
内
ご
宗
家
の
お
許
し
を
得
て
、同
家
に
伝
来
す

る
貴
重
な
茶
道
具
に
関
す
る
写
真
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。藪
内
紹
由
若
宗
匠
は
じ
め
ご
宗
家
の
方
々
に
、記
し
て
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。）
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茶
の
湯
と
銅
器

 
大
阪
大
学
・
名
誉
教
授 

古
城
紀
雄

　
母
の
実
家
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
で
、古
儀
茶
道
藪
内

流
の
師
範
の
家
柄
で
あ
っ
た
。の
ち
の
ち
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、

代
々
茶
道
師
範
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、流
儀
で
使
う
利
休
棗
の

原
型
を
保
持
し
て
京
都
の
塗
り
師
に
見
本
を
提
供
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
高
橋
箒
庵
著
の「
大
正
茶
道
記
」に
記

載
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、残
念
な
が
ら
第
二
次
世
界
大
戦
を
は

さ
ん
だ
戦
中
戦
後
の
混
乱
の
中
で
こ
の
実
家
は
寺
を
廃
業
し
所

蔵
し
て
い
た
茶
道
具
類
も
散
逸
し
、何
よ
り
も
富
山
大
空
襲
に

な
つ
め

ら
ん 

し
ょ
う
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よ
っ
て
実
家
自
体
も
焼
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

　
事
情
あ
っ
て
そ
の
母
方
の
祖
母
が
一
時
期
私
達
の
家
に
身
を
寄

せ
る
こ
と
と
な
り
、共
稼
ぎ
の
教
師
で
あ
っ
た
両
親
に
代
わ
っ
て
、

私
達
兄
弟
が
学
校
か
ら
帰
る
と「
お
か
え
り
」と
いっ
て
迎
え
何

か
に
つ
け
て
面
倒
を
み
て
く
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。そ
れ
は
私
の

小
学
生
高
学
年
時
代
の
三
年
ほ
ど
で
あ
り
、そ
の
時
期
で
あ
っ
た

と
思
う
が
、こ
の
茶
道
師
範
の
祖
母
か
ら
抹
茶
を
点
て
て
も
ら
っ

た
か
す
か
な
記
憶
が
あ
る
。

　
後
年
に
な
っ
て
偶
然
抹
茶
を
い
た
だ
い
た
時
、同
席
し
た
抹
茶

初
体
験
の
友
人
達
と
異
な
り
、言
い
よ
う
の
な
い
懐
か
し
さ
を
覚

え
る
と
と
も
に
突
如
と
し
て
そ
の
祖
母
が
そ
の
場
に
蘇
っ
て
来
た

よ
う
で
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
。ま
さ
に
無
意
識
の
う
ち
に
抹
茶

を
い
た
だ
く
状
況・雰
囲
気
が
、凛
と
し
た
和
服
姿
の
祖
母
と
直

結
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
後
年
、大
阪
に
住
ま
い
す
る
よ
う
に
な
り
、そ
ん
な
祖
母
が
生

き
た
世
界
に
浸
っ
て
み
た
い
と
京
都
の
家
元
で
の
茶
道
の
修
養
・

稽
古
の
場
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
。そ
れ
は
二
十
六
歳
の
時
の
こ

と
で
あ
り
爾
来
四
十
年
余
の
年
月
、仕
事
と
の
折
り
合
い
に
苦

労
し
な
が
ら
ほ
そ
ぼ
そ
で
は
あ
る
が
、茶
道
の
研
鑽
と
い
う
機
会

を
持
ち
続
け
て
き
た
。仕
事
の
上
で
は
常
勤
と
い
う
立
場
を
こ

の
三
月
で
卒
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、茶
道
に
接
し
て
学
ん
だ

も
の
の
見
方
や
知
識
は
本
業
が
行
き
詰
ま
っ
た
折
々
に
私
を
勇

気
づ
け
、ま
た
、適
切
な
解
決
策
を
生
み
出
し
て
き
た
と
い
う
感

じ
さ
え
今
は
持
っ
て
い
る
。

　
コ
ー
ヒ
ー
と
同
様
に
気
楽
に
い
た
だ
く
抹
茶
は
と
も
か
く
、

「
茶
の
湯
」と
な
る
と
全
く
異
次
元
の
世
界
と
な
る
。茶
会
で
は

亭
主
は
客
の
た
め
に
日
頃
の
稽
古・研
鑽
に
磨
き
を
か
け
つつ
、先

ず
そ
の
茶
会
の
テ
ー
マ
を
決
め
る
。な
か
で
も
床
飾
り
は
重
要
で

そ
の
中
心
と
な
る
軸
、そ
の
軸
と
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
花
生
と

花
に
つ
い
て
考
え
抜
き
、そ
れ
が
決
ま
る
と
、適
切
な
棚
、茶
碗
、

茶
入
れ
、茶
杓
、水
指
な
ど
の
点
前
廻
り
の
道
具
の
取
り
合
わ
せ

に
腐
心
す
る
。露
地
の
準
備
、懐
石
料
理
の
内
容
に
つ
い
て
も
配

慮
し
、手
伝
い
方
の
配
置
を
考
え
る
。こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
庭
木
か
ら

書
、茶
道
具（
銅
器
、陶
器
、木
工
竹
製
品
な
ど
）、建
築
、

茶
、菓
子
な
ど
日
本
文
化
全
般
に
わ
た
る
造
詣
を
も
と
に

進
め
ら
れ
、ま
た
、客
と
な
る
方
々
の
嗜
好・性
格
に
も
配
慮

す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。そ
し
て
、決
し
て
あ
か
ら
さ
ま

で
は
な
い
形
で
、設
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
が
道
具
を
含
め
た
す
べ

て
の
し
つ
ら
い
の
基
礎
的
つ
な
が
り
を
形
成
す
る
よ
う
に
決

め
ら
れ
る
と
い
う
。ま
さ
に
、精
神
的
な
も
の
も
含
め
て
、

「
日
本
文
化
の
凝
縮
」と
し
て
の
位
置
付
け
が
茶
の
湯
に
与

え
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、茶
の
湯
の
ス
タ
イ
ル
を「
真
行
草
」と
分
類
す

る
こ
と
が
あ
る
。こ
の「
真・行・草
」と
は
、本
来
書
道
に
お
け

る
書
体
の
違
い
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、日
本
文
化
に
つ
い
て

「
美
」の
と
ら
え
か
た
の
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。茶
の

湯
で
は
東
山
文
化
に
端
を
発
す
る
書
院
茶
を「
真
」と
し
、

晴
れ
の
儀
礼
で
は
そ
の
形
式
に
従
う
。す
な
わ
ち
足
利
義
政

に
代
表
さ
れ
る
高
貴
な
武
人
や
神
仏
に
茶
を
奉
る
際
に
用

い
た「
台
子
」や
そ
れ
に
伴
う「
皆
具
」な
ど
も
、書
院
の
茶

と
い
う
本
来
の
形
と
い
う
意
味
で
真
の
形
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
い
く
つ
か
の
寺
社
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る「
献
茶
」の
際

の
道
具
立
て
は
ま
さ
に「
真
」の
形
で
あ
る
。ち
な
み
に
、書

院
茶
か
ら
独
特
の
茶
の
形
を
作
り
上
げ
た
村
田
珠
光
ら
を

「
行
」と
し
、「
真
」と
対
比
さ
る
確
固
た
る
理
念
へ
と
発
展

さ
せ
た
千
利
休
が「
草
」だ
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
献
茶
の
儀
で
実
際
に
点
前
を
さ
れ
る（
献
ず
る
濃
茶
や

薄
茶
を
点
て
る
）の
は「
宗
家
」の
家
元
ま
た
は
若
宗
匠
で

あ
る
。数
少
な
い
経
験
で
は
あ
る
が
、献
茶
の
儀
を
間
近
で

拝
見
す
る
機
会
を
も
っ
た
こ
と
が
あ
る
。台
子
並
び
に
そ
れ

に
組
み
込
ま
れ
た
風
炉
釜
と
と
も
に
、皆
具
と
し
て
の一
連

の
道
具（
水
指
、杓
立
、蓋
置
、そ
し
て
傍
ら
に
置
か
れ
る
建

水
も
含
め
て
）が
醸
し
出
す
雰
囲
気
は
茶
を
献
ず
る
相
手
へ

の
徹
底
し
た
尊
厳
へ
の
配
慮
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。こ
の

中
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
大
振
り
の
点
前
が
い
や
が
上
に
も
そ

の
厳
粛
さ
を
極
度
に
実
感
さ
せ
る
。

　
こ
こ
で
、真
の
茶
道
具
と
し
て
の
青
銅
器
に
言
及
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。書
院
の
茶
の
形
や
献
茶
、そ
し
て
こ
れ
ら
真
の
形
を

標
榜
し
た
茶
席
で
は
高
い
頻
度
で「
青
銅
」製
の
茶
道
具
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
台
子
」を
用
い
た
り
、台
子
の
天
板
を
下

し
た
と
見
立
て
る「
長
板
」の
上
で
諸
荘
り
に
し
つ
ら
え
る
場
合
、

唐
銅
風
炉
に
鉄
鋳
物
製
の
釜
が
掛
か
り
、抱
桶
形
モ
ー
ル
水
指
、

そ
し
て
唐
銅
の
杓
立
に
は
飾
り
火
箸
と
柄
杓
が
入
り
、三
つ
人

形
や
穂
屋
な
ど
の
形
の
青
銅
製
蓋
置
が
連
な
る
。ま
た
、建
水
に

は
銅
と
錫
の
合
金
で
あ
る
佐
波
理（
響
銅
、砂
張
と
も
書
く
）も

用
い
ら
れ
る
。こ
れ
ら
は
現
在
で
言
う
青
銅
を
基
本
と
し
て
い
る

も
の
の
、色
調
や
伝
来
の
経
路
及
び
模
様
な
ど
に
よ
っ
て
多
様
に

呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。特
に
唐
銅（
か
ら
か
ね
）は
青
銅
の

古
称
で
、材
料
は
銅
と
錫
の
合
金
が
大
半
で
あ
り
、そ
れ
以
外
に

鉛
、ニッ
ケ
ル
、亜
鉛
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。現
在
の一
般
的
な
配
合

は
、銅
に
錫
を
五―

一
〇
%
、亜
鉛
を
〇―

四
%
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
胡
銅
、も
し
く
は
古
銅
と
い
う
場
合
が
あ
る
。こ
の
場
合
は

主
と
し
て
中
国
か
ら
伝
来
の
古
代
の
銅
器
、ま
た
そ
れ
を
写
し

た
宋
元
代
の
銅
器
を
言
う
よ
う
で
あ
る
。（
こ
の
度
藪
内
ご
宗
家

よ
り
お
借
り
し
た「
真
台
子
荘
」の
写
真
で
は
、卍
字
風
炉
釜

（
風
炉
が
唐
銅
）、モ
ー
ル
抱
桶
水
指（
黄
銅
打
ち
出
し
）、唐
銅

穂
屋
香
炉
蓋
置
、藪
内
好
み
の
茶
の
実
頭
の
飾
り
火
箸（
黄
銅
）、

古
銅
桃
尻
形
の
杓
立
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。）

　
こ
の
よ
う
な
台
子
ま
わ
り
の
真
の
茶
道
具
と
し
て
の
銅
器
の

み
な
ら
ず
、何
よ
り
も
床
に
あ
っ
て
花
と
と
も
に
そ
の
茶
会
の

テ
ー
マ
を
補
完
す
る「
花
生
」も
真
の
形
で
は
胡
銅
で
あ
る
場
合

が
多
い（
写
真
）。ま
た
、床
に
花
生
を
置
か
ず「
香
炉
飾
り
」に

す
る
場
合
の
香
炉
も
ほ
と
ん
ど
銅
器
で
あ
る（
写
真
）。こ
こ
に

示
す
香
炉
は
藪
内
家
に
伝
来
す
る
燕
庵
名
物
に
含
ま
れ
、藪
内

家
の
遠
祖
が
義
政
よ
り
拝
領
し
た
貴
重
な
逸
品
で
あ
る
。他
に

も
、露
地
の
客
に
茶
席
が
整
っ
た
こ
と
を
亭
主
が
知
ら
せ
打
つ

「
銅
鑼
」（
写
真
）も
佐
波
理
で
あ
る
。加
え
て
、炭
点
前
の
際
の

灰
匙
な
ど
の
小
道
具
も
含
め
て
東
山
時
代
か
ら
の
茶
の
湯
に
は

多
種
多
様
の
銅
器
が
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
実
に
足
利
義
政
時
代
に
書
院
茶
の
濫
觴
を
見
る「
茶
の
湯
」の

草
創
期
、そ
れ
が
銅
器
な
く
し
て
成
立・発
展
し
な
か
っ
た
こ
と

を
深
く
想
う
こ
と
で
あ
る
。足
利
義
政
か
ら
藪
内
剣
仲
に
伝
来

し
、そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
千
利
休
と
の
交
流
で「
姫
瓜
」と
の
銘
を
持

ち
、そ
の
時
代
か
ら
で
も
約
五
五
○
年
を
経
て
な
お
茶
の
湯
と
と

も
に
現
代
に
輝
き
を
み
せ
る「
胡
銅
象
耳
花
生
」と
親
し
く
対

座
で
き
た
折
の
感
動
は
今
も
鮮
や
か
で
あ
る
。写
真
は
同
様
な

「
胡
銅
象
耳
花
生
」で
神
秘
的
な
風
合
い
と
気
品
を
感
じ
さ
せ

て
い
る
。

　
教
育・研
究
分
野
だ
け
で
な
く
、そ
ん
な
銅
基
合
金
の
茶
道
具

と
の
付
き
合
い・出
合
い
は
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
あ
る
。

（
本
稿
に
は
、藪
内
ご
宗
家
の
お
許
し
を
得
て
、同
家
に
伝
来
す

る
貴
重
な
茶
道
具
に
関
す
る
写
真
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。藪
内
紹
由
若
宗
匠
は
じ
め
ご
宗
家
の
方
々
に
、記
し
て
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。）
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紀
雄

　
母
の
実
家
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
で
、古
儀
茶
道
藪
内

流
の
師
範
の
家
柄
で
あ
っ
た
。の
ち
の
ち
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、

代
々
茶
道
師
範
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、流
儀
で
使
う
利
休
棗
の

原
型
を
保
持
し
て
京
都
の
塗
り
師
に
見
本
を
提
供
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
高
橋
箒
庵
著
の「
大
正
茶
道
記
」に
記

載
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、残
念
な
が
ら
第
二
次
世
界
大
戦
を
は

さ
ん
だ
戦
中
戦
後
の
混
乱
の
中
で
こ
の
実
家
は
寺
を
廃
業
し
所

蔵
し
て
い
た
茶
道
具
類
も
散
逸
し
、何
よ
り
も
富
山
大
空
襲
に

な
つ
め

ら
ん 

し
ょ
う


