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「
た
だ
煉
瓦
を
む
や
み
に
積
み
あ
げ
て
も
家
が
で
き
あ
が
ら
な
い
と
同
様
に
、
事
実
に
関
す
る
知

識
を
や
た
ら
に
並
べ
て
も
歴
史
は
で
き
あ
が
ら
な
い
。
歴
史
と
は
本
来
関
連
し
た
事
実
を
選
び
だ

し
て
、
そ
の
相
互
関
連
を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

（
大
窪
愿
二
編
訳 「
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ノ
ー
マ
ン
全
集
」
第
四
巻
、
岩
波
書
店　
二
〇
〇
一
年　

一
九
一
〜
一
九
二
頁
）

「
教
会
」（sacerdotium

）、「
帝
国
」(imperium)

、「
大
学
」（studium

）
の
三
者
を
、
あ
る
中

世
の
著
作
者
は
、
調
和
の
と
れ
た
そ
の
共
同
に
よ
っ
て
始
め
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
生
命
と
健
康

の
保
持
さ
れ
る
、三
つ
の
神
秘
的
な
勢
力
な
い
し「
徳
」（virtu

）と
し
て
、一
体
に
と
ら
え
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
こ
の
「
大
学
」
は
、
そ
の
関
連
し
た
「
教
会
」、「
帝
国
」
と
同
様
、
単
な
る
抽
象
概

念
で
は
な
か
っ
た
。

（
ラ
シ
ュ
ド
ー
ル　
横
尾
壮
英
訳『
大
学
の
起
源
』上　
東
洋
館
出
版
社　
一
九
六
六
年　
三
七
頁
）

ま
え
が
き

　
ド
イ
ツ
の
大
学
は
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
を
経
て
、
ど
の
よ
う
に
改
革
さ
れ
、
変
化・変
遷
し
て
き
て
、
現
代
に
い
た
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
本
書
を
貫
く
基
本
的
問
題
意
識
で
あ
る
。
こ
う
い
う
問
題
意
識
で
、
こ
れ
ま
で
書
き
つ
い
で
き
た
論
文
を
「
大

学
改
革
の
系
譜
」
と
い
う
視
点
か
ら
一
つ
に
ま
と
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
時
代
区
分
は
ペ
ー
タ
ー・モ
ー
ラ
フ
（Peter M

oraw

）
に
従
っ
た
が
、
古
典
期
以
降
の
大
学
を
「
現
代
」
と
し
て
扱
っ
て
も
大
き
な
間

違
い
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、本
書
で
は
、古
典
期
以
降
を
も
っ
と
細
か
く
分
け
て
考
え
た
方
が
適
当
と
思
っ
て
い
る
。
一
つ

は
、「
大
学
大
綱
法
」（
Ｈ
Ｒ
Ｇ
）
の
下
で
大
学
で
あ
る
。
し
か
し
「
大
学
大
綱
法
」
は
連
邦
議
会
で
廃
止
が
決
定
さ
れ
、各
州
（Land

）

の
大
学
法
に
そ
の
精
神
は
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
大
学
大
綱
法
」
は
ま
だ
ド
イ
ツ
の
法
令
集
で
わ
れ
わ
れ
は
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
の
大
学
へ
の
導
入
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

Ｅ
Ｕ
が
結
成
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
ど
こ
の
大
学
で
学
ん
で
も
い
い
よ
う
に
単
位
制
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
う

い
う
理
由
で
「
現
代
」
を
二
つ
に
分
け
て
叙
述
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
は
、
三
つ
の
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
で
部
の
課
題
や
章
を
説
明
す
る
。
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。
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そ
し
て
最
終
章
は
、
ド
イ
ツ
の
大
学
の
特
徴
を
全
体
的
・
通
史
的
に
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
用
の
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。

手
っ
取
り
早
く
ド
イ
ツ
の
大
学
の
特
性
を
知
り
た
い
人
は
、
こ
ち
ら
を
見
れ
ば
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
「
付
録
」
と
し
て
「
歴
史
に
学
ぶ
」
を
つ
け
る
。

　
思
い
お
こ
し
て
み
る
と
、
個
々
の
論
文
を
書
い
て
い
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
論
文
を
仕
上
げ
る
の
に
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い

で
あ
っ
て
、「
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
を
経
て
、
現
代
に
至
る
ド
イ
ツ
の
大
学
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化・変
遷
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
ド
イ
ツ
の
大
学
は
ど
の
よ
う
な
特
性
を
も
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
全
体
を
貫
く
問
題
意
識
な
ど
は
な
か
っ
た
。
重
い
石
を

一
つ
一
つ
積
み
重
ね
て
行
く
よ
う
な
仕
事
を
一
心
不
乱
に
や
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
近
代
大
学

の
成
立
か
ら
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
哲
学
部
の
分
裂
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
世
界
的
学
生
騒
乱
を
経
て
「
大
学
大

綱
法
」、そ
し
て
「
現
代
」
の
大
学
へ
と
、尾
根
伝
い
に
来
て
い
る
こ
と
に
我
な
が
ら
あ
る
種
の
感
慨
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
書
い
た

論
考
を
た
だ
並
べ
る
だ
け
で
は
本
に
は
な
ら
ず
、
プ
ロ
ッ
ト
を
作
り
、
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
沿
っ
て
論
理
的
に
単
独
の
論
文
を
組
み
込
む

に
は
個
々
の
論
文
を
書
く
と
き
と
は
異
な
っ
た
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
。
筆
者
の
興
味・関
心
は
、「
一
九
世
紀
の
私
講
師
の
研

究
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
な
」
と
、
本
書
を
ま
と
め
て
い
て
あ
ら
た
め
て
気
が
つ
い
た
。
問
題
史
的
に
言
え
ば
、
私
講
師
の
問
題
か
ら
は

じ
ま
っ
て
員
外
教
授
・
正
教
授
、
学
問
領
域
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
自
分
で
も
分
か
る
。
関
心
の
中
心
は
い
つ

も
大
学
教
師
に
か
か
わ
る
問
題
だ
っ
た
の
だ
な
と
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
現
代
の
大
学
教
育
事
情
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
一
九
世
紀
以
前
の
ド
イ
ツ
大
学
を
主
に
研
究
し
て
い
る
私
に
、
い
つ
も
声
を
か
け
て

い
た
だ
い
て
い
る
有
本
章
教
授
（
広
島
大
学
名
誉
教
授
、現
兵
庫
大
学
高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
長
）
の
存
在
は
筆
者
に
と
っ
て
は
大
き
か
っ



v　まえがき

た
。有
本
先
生
自
身
に
は
別
府
を
歴
史
と
現
在
を
往
復
さ
せ
て
、見
識
を
広
め
さ
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
意
図
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
私
は
、
有
本
教
授
の
誘
い
に
よ
っ
て
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
大
学
の
状
況
に
つ
い
て
資
料
を
集
め
、
科
研
の
問
題
意
識
に
そ
っ
て

解
読
し
、
私
自
身
の
知
見
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
過
去
の
ド
イ
ツ
大
学
の
歴
史
的
事
実
と
現
在
の
ド
イ
ツ
大

学
の
状
況
を
、
私
な
り
に
往
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
も
往
復
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
部
の

時
代
区
分
に
か
ん
し
て
は
、
木
戸
裕
氏
と
の
会
話
が
有
益
で
あ
っ
た
。

　
私
は
普
段
は
歴
史
を
勉
強
し
て
い
る
。
歴
史
と
現
代
は
メ
ダ
ル
の
両
面
で
あ
り
、
現
代
を
理
解
す
る
た
め
に
は
過
去
を
知
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
歴
史
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
現
代
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
実
際
に
現
代
の
ド
イ

ツ
の
大
学
の
こ
と
を
勉
強
し
て
み
る
と
、
歴
史
と
は
異
な
っ
た
難
し
い
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
歴
史
と
現
代
は
不
可
分
と

よ
く
言
わ
れ
る
が
、本
書
の
第
三
部
で
は
「
歴
史
の
方
か
ら
現
代
の
大
学
」
を
見
て
い
る
。「
歴
史
か
ら
現
代
」
を
み
た
景
色
と
「
現
代

か
ら
歴
史
」
を
み
た
景
色
は
決
定
的
に
違
う
と
思
う
。
よ
く
現
代
を
論
じ
た
本
や
論
文
で
申
し
訳
程
度
に
歴
史
に
触
れ
て
い
る
の
を
見

か
け
る
が
、
捉
え
方
が
違
う
と
思
う
ば
あ
い
が
多
い
。
し
か
も
歴
史
は
過
去
の
出
来
事
で
あ
っ
て
す
で
に
動
か
な
い
が
、
し
か
し
、
現

代
は
揺
れ
動
い
て
い
て
「
と
ら
え
た
」
と
思
っ
て
も
、
次
の
年
に
は
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
大
学
大
綱
法
」
の
よ
う
に
、
廃
止
が
連

邦
議
会
で
決
ま
っ
て
い
て
も
、法
令
集
に
は
ま
だ
載
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
こ
と
は
単
純
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
、「
現
代
の

ド
イ
ツ
大
学
」
だ
と
確
信
し
て
書
い
た
と
し
て
も
、
刊
行
さ
れ
た
と
き
に
は
古
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

現
代
の
ド
イ
ツ
大
学
を
捉
え
る
こ
と
は
困
難
さ
が
伴
う
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
こ
の
作
業
を
し
て
み
て
学
ん
だ
。

　
と
こ
ろ
で
本
書
は
、
筆
者
の
胸
の
中
で
は
、
一
六
世
紀
を
軸
と
し
た
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
学
教
授
の
誕
生
』（
創
文
社　
一
九
九
八

年
）
や
一
八
世
紀
を
中
心
と
し
た
『
近
代
大
学
の
揺
籃
―
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
大
学
史
研
究
―
』（
知
泉
書
館　
二
〇
一
四
年
）
と
並
ぶ
三
部
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作
の
一
つ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
本
書
で
は
、
荒
削
り
な
が
ら
、
一
八
世
紀
か
ら
現
代
ま
で
の
重
要
問
題
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ

で
、
一
六
世
紀
、
一
七
世
紀
、
一
八
世
紀
、
一
九
世
紀
、
二
〇
世
紀
そ
し
て
現
代
と
、
不
十
分
な
が
ら
通
観
し
た
こ
と
に
な
る
。
三
部

作
と
言
っ
た
所
以
で
あ
る
。
こ
の
間
二
度
「
教
育
史
学
会
」
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
に
指
名
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
問
題
意
識
の
全
て
が

本
書
に
は
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
自
分
で
は
考
え
て
い
る
。
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凡　
例

１
、
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
書
き
た
め
て
き
た
論
考
を
「
大
学
改
革
の
系
譜
：
近
代
大
学
か
ら
現

代
大
学
へ
」
と
い
う
視
点
か
ら
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

１
、地
の
文
で
は
漢
数
字
（
一
、二
を
用
い
る
。
た
だ
し
十
は
一
〇
と
表
示
す
る
）
で
表
示
す
る
。

た
だ
し
、
地
の
文
で
あ
っ
て
も
欧
文
文
献
が
出
版
さ
れ
た
年
や
欧
人
の
生
き
て
い
た
年
代
に

言
及
す
る
と
き
に
は
算
用
数
字
を
用
い
る
。
引
用
も
こ
の
原
則
通
り
と
す
る
。

１
、
表
や
図
は
、
表
題
も
含
め
て
算
用
数
字
の
み
で
表
す
。

１
、「
場
合
」
は
「
ば
あ
い
」、「
関
す
る
」
は
「
か
ん
す
る
」
と
平
が
な
で
表
記
す
る
。

１
、
本
書
を
作
り
上
げ
る
に
さ
い
し
て
、
過
去
の
研
究
論
文
を
現
代
の
研
究
状
況
に
合
わ
せ
て

大
き
く
書
き
直
し
た
箇
所
が
あ
る
。
も
と
も
と
文
章
と
文
意
と
構
成
と
は
密
接
に
関
係
し
て

お
り
、
自
ず
か
ら
書
き
換
え
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
が
、
特
に
第
三
部
の
第
二

章
と
第
三
章
は
限
界
ぎ
り
ぎ
り
に
書
き
直
す
と
と
も
に
、
構
成
も
題
名
も
変
更
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

１
、
各
章
の
各
論
考
は
そ
の
時
々
で
学
問
的
・
論
理
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
テ
ー
マ
を
設
定
し
て

い
る
の
で
、
資
（
史
）
料
が
重
な
っ
て
い
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
読
者
の

海
容
を
お
願
い
し
た
い
。

１
、
現
代
ド
イ
ツ
の
学
術
論
文
を
見
れ
ば
す
ぐ
分
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文
献
名
は
イ
タ
リ
ッ

ク
ス
で
は
書
い
て
な
い
。
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
英
語
圏
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
ス
で
書
く

の
が
普
通
で
あ
る
。
英
語
圏
の
や
り
方
を
ま
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
ド
イ
ツ
の

大
学
を
扱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
も
文
献
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
ス
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