
　

本
書
は
、
中
国
近
世
の
文
芸
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
が
、
副
題
に
「
農
村
祭
祀
か
ら
都
市
芸

能
へ
」
と
あ
る
如
く
、
農
村
と
都
市
と
の
関
係

も
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
評
者

は
文
芸
史
を
専
門
と
す
る
者
で
は
な
い
が
、
農

村
と
都
市
と
の
関
係
に
関
心
を
持
つ
者
と
し

て
、
興
味
深
く
本
書
を
読
ん
だ
。
本
稿
で
は
、

評
者
の
専
門
で
あ
る
文
化
人
類
学
の
立
場
か

ら
、
こ
の
刺
激
的
な
論
文
集
が
提
起
す
る
問
題

を
考
え
て
み
た
い
。　

　

本
書
が
編
纂
さ
れ
た
意
図
は
、
小
南
一
郎
氏

の
「
は
じ
め
に
」
に
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

小
南
氏
は
、
宋
代
以
降
を
近
世
と
す
る
立
場
か

ら
、
経
済
力
を
身
に
つ
け
た
一
般
庶
民
の
動
向

が
宋
代
以
降
の
文
化
を
大
き
く
方
向
づ
け
て
き

た
と
し
、
一
例
と
し
て
、
宋
代
に
な
る
と
、
唐

代
の
文
言
小
説
の
技
法
や
創
作
意
識
は
受
け
る

が
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
環
境
の
な
か
で
白

話
小
説
が
台
頭
し
て
き
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に

は
芸
人
に
よ
る
語
り
が
あ
っ
た
と
し
、
こ
う
し

た
語
り
物
文
芸
は
、
明
代
に
は
い
っ
て
長
編
章

回
小
説
と
し
て
出
版
さ
れ
、
一
つ
の
完
成
を
み

た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
語
り
物
文
芸
が
近
世

時
期
の
も
の
を
基
礎
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
現

在
の
京
劇
や
地
方
劇
も
、
元
代
の
雑
劇
の
系
譜

を
引
く
も
の
で
は
な
く
、
明
清
時
期
に
生
み
出

さ
れ
た
筋
書
き
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
文
芸
は
、
個
々
の
テ
キ
ス
ト
が
独
立
し
て
存

在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
意
義
は
、
演

じ
手
、
聴
衆
、
演
じ
る
場
、
そ
し
て
地
域
社
会

と
演
目
と
の
関
わ
り
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
、
中

国
芸
能
史
の
研
究
で
は
、
宗
教
儀
礼
か
ら
ど
の

よ
う
に
芸
能
が
分
離
し
て
い
っ
た
の
か
を
説
明

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
芸
能

と
地
域
社
会
と
の
結
び
つ
き
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
幸
い
、

現
在
で
は
各
地
で
伝
統
芸
能
が
復
活
し
、
そ
の

調
査
も
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た

情
況
に
あ
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
多
様
な
文
芸

を
相
互
に
位
置
づ
け
、
全
体
的
な
見
通
し
を
得

る
こ
と
が
急
務
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
見
取
り

図
を
作
る
の
が
本
書
の
意
図
で
あ
る
、
と
し
て

い
る
。

　

§
1
の
田
仲
一
成
氏
に
よ
る
「
問
題
の
提
起
」

は
、
本
書
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
田
仲

氏
は
、
農
村
文
芸
と
都
市
文
芸
の
差
は
環
境
の

差
に
あ
る
と
し
、
近
世
に
お
け
る
そ
の
差
は
相

対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
、
祭
祀
性
（
呪

術
性
）
の
強
弱
と
い
う
視
点
か
ら
両
者
を
検
討

す
る
。
そ
の
際
、
農
村
性
か
ら
都
市
性
へ
、
祭

祀
性
か
ら
鑑
賞
性
へ
と
い
う
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル

  『東方』363号（2011年 5月）　　26

文
芸
史
の
側
面
か
ら
農
村
と
都
市
を
繫
ぐ
試
み西

澤 

治
彦

財
団
法
人
東
洋
文
庫
東
ア
ジ
ア
資
料
研
究
班

田
仲
一
成
・
小
南
一
郎
・
斯
波
義
信
編
著

中
国
近
世
文
芸
論

―
農
村
祭
祀
か
ら
都
市
芸
能
へ

A5判　336頁
東方書店［4830円］



27　　文芸史の側面から農村と都市を繫ぐ試み

「
市
民
社
会
」
が
未
成
熟
に
終
わ
っ
た
た
め
で

は
な
い
か
、
と
の
推
論
を
た
て
て
い
る
。
つ
ま

り
演
劇
は
血
縁
集
団
の
祠
堂
、
地
縁
集
団
の
同

郷
会
館
、
業
縁
集
団
の
会
館
な
ど
閉
鎖
的
な
舞

台
で
上
演
さ
れ
、
市
民
に
開
放
さ
れ
た
劇
場
が

成
立
せ
ず
、
都
市
民
独
自
の
演
劇
が
発
達
し
な

か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
京
劇
や
地
方

劇
と
い
っ
た
都
市
芸
能
と
い
え
ど
も
、
ま
だ
農

村
芸
能
の
要
素
を
脱
し
て
お
ら
ず
、
中
国
近
世

は
そ
の
変
化
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

§
2
の
「
地
域
芸
能
の
基
礎
」
に
は
五
本
の

調
査
報
告
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
調
査
は
湖
南

と
広
東
か
ら
の
報
告
を
除
く
と
、
江
南
地
方
に

集
中
し
て
い
る
。
即
ち
、
儺
舞
が
高
淳
県
鳳
山

鎮
永
城
村
、
童
子
戯
が
如
皋
市
東
陳
鎮
山
河

村
、
環
家
愿
儀
礼
が
藍
山
県
滙
源
郷
湘
藍
村
な

ど
、
多
く
が
農
村
で
の
調
査
に
基
づ
く
。
こ
れ

ら
の
報
告
を
読
む
と
、
調
査
者
の
長
時
間
に
お

よ
ぶ
観
察
と
記
録
の
苦
労
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

と
同
時
に
、
農
村
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
伝
統
芸

能
と
い
う
の
は
、
単
調
な
内
容
の
も
の
が
延
々

と
続
く
も
の
で
、
娯
楽
の
な
い
農
村
に
お
い
て

は
こ
れ
が
唯
一
の
楽
し
み
に
な
っ
て
い
る
、
と

い
う
の
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
調
査
報
告
の
中
で

を
交
叉
さ
せ
、四
つ
の
類
型
を
提
示
し
て
い
る
。

即
ち
、
農
村
性
を
保
ち
な
が
ら
祭
祀
性
を
保
持

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
郷
村
祭
祀
（
巫
歌
、

山
歌
、
農
村
祭
祀
な
ど
）
を
、
農
村
性
を
保
ち

な
が
ら
鑑
賞
性
が
強
く
な
っ
た
も
の
と
し
て
宗

族
祭
祀
（
宗
族
演
劇
、
相
声
歌
謡
な
ど
）
を
、
祭

祀
性
を
保
持
し
な
が
ら
都
市
性
が
強
く
な
っ
た

も
の
と
し
て
、
市
場
祭
祀
（
聯
歓
芸
能
、
市
鎮
祭

祀
演
劇
な
ど
）
を
、
鑑
賞
性
が
強
く
な
り
、
且

つ
都
市
性
も
強
く
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
府
県

城
市
（
文
芸
性
説
唱
・
歌
謡
・
演
劇
な
ど
）
を
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
芸
を
こ
の
四
類
型
に
わ
け
、
そ

の
相
関
関
係
を
論
じ
、
農
村
性
、
祭
祀
性
の
強

い
も
の
か
ら
弱
い
も
の
へ
向
か
っ
て
推
移
す
る

（
基
本
的
に
そ
の
逆
は
起
こ
ら
な
い
）
と
の
仮
説

を
立
て
る
。も
っ
と
も
こ
の
類
型
は
、エ
ス
ニ
ッ

ク
グ
ル
ー
プ
（
方
言
や
宗
教
性
な
ど
を
共
有
す
る

集
団
）
ご
と
に
独
立
し
て
成
立
す
る
と
し
、
香

港
新
界
の
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
類

型
間
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
田
仲
氏
は
、
近
世
の
中
国
で
日
本

の
よ
う
な
都
市
演
劇
が
発
達
し
な
か
っ
た
理
由

と
し
て
、
中
国
で
は
都
市
居
住
者
が
血
縁
、
地

縁
、
業
縁
な
ど
の
集
団
に
分
割
さ
れ
て
い
て

も
田
仲
氏
の
も
の
は
、
理
論
的
な
問
題
意
識
に

基
づ
い
て
い
る
。
即
ち
、中
国
近
世
の
演
劇
は
、

郷
村
の
祭
祀
儀
礼
に
そ
の
起
源
を
も
っ
て
い
る

が
、
そ
の
展
開
は
農
村
市
場
地
（
定
期
市
）
に

お
い
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
演

劇
は
農
村
で
生
ま
れ
、市
場
地
で
育
っ
た
と
し
、

そ
の
こ
と
を
珠
江
デ
ル
タ
を
例
に
論
じ
て
い
る
。

　

§
3
の
「
地
域
を
越
え
る
芸
能
、
都
市
芸
能

へ
の
み
ち
」
に
は
四
本
の
論
考
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
文
芸
テ
ク
ス
ト
を
含
む
史
料

を
駆
使
し
た
歴
史
的
な
研
究
で
あ
り
、
テ
ー
マ

も
元
代
以
降
の
詞
話
、
杭
州
を
起
源
と
す
る
白

蛇
伝
、
明
末
蘇
州
の
文
人
の
文
芸
活
動
、
民
国

期
の
上
海
京
劇
の
変
容
と
、
多
岐
に
わ
た
る
。

農
村
と
都
市
村
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
時
間
軸

に
そ
っ
て
芸
能
が
地
域
を
超
え
て
い
く
動
き
を

捉
え
て
お
り
、
読
み
応
え
が
あ
る
。
個
々
の
論

文
は
、
田
仲
氏
の
提
示
す
る
類
型
と
そ
の
展
開

の
方
向
を
念
頭
に
お
い
て
読
み
進
め
る
と
、
理

論
的
な
枠
組
み
が
明
確
に
な
っ
て
よ
り
興
味
深

く
読
め
る
。
例
え
ば
、
詞
話
の
論
考
は
、
郷
村

祭
祀
か
ら
宗
族
祭
祀
の
領
域
に
跨
る
内
容
で
あ

り
、
白
蛇
伝
の
論
考
も
同
様
に
郷
村
祭
祀
か
ら

宗
族
祭
祀
の
領
域
を
経
て
、
府
県
城
市
の
領
域



に
達
す
る
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
明
末
蘇
州

の
文
人
の
文
芸
活
動
の
論
考
は
農
村
性
と
都
市

性
と
い
う
対
比
が
貫
か
れ
て
い
る
し
、
上
海
の

京
劇
の
論
考
は
、
都
市
間
の
交
流
を
問
題
に
し

た
も
の
と
い
え
る
。
上
海
と
い
う
地
域
性
を
理

解
す
る
と
、
文
革
時
、
革
命
京
劇
が
上
海
を
舞

台
と
し
て
生
ま
れ
た
歴
史
的
な
要
因
が
理
解
で

き
る
。

　

§
4
の
「
よ
り
広
い
視
点
か
ら
」
に
は
、
二

本
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
斯
波
義

信
氏
が
言
及
し
て
い
る
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
常
に
人
類
学
者
ら
の
調
査
研
究
に
も
目
配

り
さ
れ
て
い
る
斯
波
氏
な
ら
で
は
の
概
論
で
、

都
市
と
農
村
を
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
ワ
ン

セ
ッ
ト
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘

し
て
い
る
。
一
方
、
金
文
京
氏
は
、
田
仲
氏
の

提
示
し
た
文
芸
を
め
ぐ
る
都
市
と
農
村
の
モ
デ

ル
を
「
共
時
的
仮
説
」
と
と
ら
え
、
そ
の
通
時

的
な
検
証
を
試
み
て
い
る
。
即
ち
、
文
芸
を
、

斉
言
句
形
式
の
詩
讃
系
と
長
短
句
形
式
の
楽
曲

系
と
に
分
け
、
そ
の
系
統
を
具
体
的
に
追
い
な

が
ら
、
田
仲
氏
の
提
示
し
た
図
式
は
、
歴
史
的

に
は
農
村
の
詩
讃
系
芸
能
と
都
市
の
楽
曲
系
芸

能
の
消
長
関
係
、
も
し
く
は
両
者
が
混
合
し
て
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ゆ
く
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
楽
曲
系
の
起
源
は
西
ア
ジ

ア
の
影
響
で
都
市
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で

あ
り
、
農
村
の
文
芸
が
都
市
に
入
っ
て
洗
練
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ

の
潮
流
は
そ
の
後
、
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
複

雑
な
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は

都
市
部
と
農
村
部
と
の
交
流
が
行
わ
れ
た
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
交
流
を
促
し
た
要
因
と
し
て
、

人
の
移
動
を
あ
げ
て
い
る
。

　

田
仲
氏
に
よ
る
「
お
わ
り
に
」
で
は
、
従
来

の
中
国
学
に
対
す
る
批
判
と
今
後
の
課
題
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、『
漢
書
・
芸
文
誌
』
に

み
え
る
「
礼
失
而
求
諸
野
」（
礼
失
わ
れ
て
こ
れ

を
野
に
求
む
）
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

古
来
よ
り
中
国
で
は
、
官
僚
や
士
大
夫
ら
は
都

市
部
の
礼
に
だ
け
価
値
を
認
め
、
農
村
部
は
単

な
る
礼
の
受
け
皿
と
し
て
し
か
見
て
こ
な
か
っ

た
。
そ
の
結
果
、
近
世
文
芸
の
研
究
も
含
め
、

従
来
の
中
国
学
は
都
市
文
化
、
礼
の
文
化
に
集

中
す
る
あ
ま
り
、
農
村
部
が
視
野
か
ら
消
え
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
世
文
芸
が
い
か
に

農
村
に
依
存
し
て
い
る
か
は
本
書
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
り
、
今
後
は
、
農
村
部
、
さ
ら
に
は
少

数
民
族
ま
で
を
も
含
め
た
「
民
俗
学
的
・
人
類

学
的
中
国
学
」を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
、

と
唱
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
書
を
通
読
し
て
み
れ
ば
、
大
方
の

読
者
は
意
外
な
印
象
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
と
い
う
の
も
、
文
芸
は
祭
祀
性
の
強
い

も
の
か
ら
弱
い
も
の
へ
推
移
す
る
と
い
う
の
は

よ
く
理
解
で
き
る
が
、
農
村
性
の
強
い
も
の
か

ら
弱
い
も
の
へ
推
移
す
る
と
い
う
の
は
、
文
芸

の
ル
ー
ツ
は
農
村
の
郷
村
祭
祀
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
我
々
は
つ
い
、
洗
練

さ
れ
た
文
化
は
都
市
で
生
ま
れ
育
ち
、
そ
れ
ら

が
農
村
部
に
下
り
て
い
く
と
考
え
て
し
ま
い
が

ち
だ
が
、
田
仲
氏
の
モ
デ
ル
は
、
文
芸
に
関
し

て
は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

中
国
人
類
学
も
当
初
か
ら
農
村
を
重
視
し
て

き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

が
可
能
な
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
始
め
る

と
い
う
、
人
類
学
の
成
立
当
初
か
ら
の
方
法
論

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
こ
う
し
た
情

況
に
理
論
的
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
斯

波
氏
も
コ
メ
ン
ト
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、

フ
リ
ー
ド
マ
ン
や
ス
キ
ナ
ー
の
研
究
で
あ
っ



た
。
即
ち
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
っ
て
宗
族
組

織
の
側
面
に
お
い
て
、
ス
キ
ナ
ー
に
よ
っ
て
市

場
圏
や
都
市
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
側
面
に
お
い

て
、
農
村
と
都
市
と
を
つ
な
ぐ
回
路
の
モ
デ
ル

化
が
な
さ
れ
、
中
国
人
類
学
は
新
た
な
段
階
に

到
達
し
た
。
だ
が
、大
多
数
の
人
類
学
者
ら
は
、

都
市
の
文
化
の
ル
ー
ツ
と
い
う
観
点
で
は
、
農

村
を
み
て
こ
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

農
村
か
ら
都
市
へ
の
流
れ
で
喚
起
さ
れ
る
の

は
、
人
材
と
物
資
の
流
れ
で
あ
る
。
農
村
部
は

常
に
都
市
に
と
っ
て
の
素
朴
な
人
材
の
源
で

あ
っ
た
。
近
代
の
例
で
は
、
毛
沢
東
の
「
農
村

が
都
市
を
包
囲
す
る
」
と
い
っ
た
発
想
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
人
の
う
ね
り
は
、
組

織
さ
れ
る
と
巨
大
な
権
力
と
な
り
う
る
。
建
国

後
は
、
戸
籍
に
よ
る
身
分
制
度
と
し
て
農
民
は

農
村
部
に
固
定
化
さ
れ
、「
城
郷
差
別
」
が
生

じ
た
。
そ
れ
で
も
解
放
軍
の
兵
士
の
多
く
は
農

村
か
ら
供
給
さ
れ
て
き
た
し
、改
革
開
放
以
降
、

農
村
部
は
再
び
「
民
工
」
の
供
給
地
と
し
て
脚

光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
概
し
て
、
文
革

期
の
下
放
を
除
く
と
、
一
般
に
人
の
移
動
は
農

村
か
ら
都
市
へ
と
流
れ
て
い
る
。

　

官
僚
は
、伝
統
的
に
は
県
城
レ
ベ
ル
を
境
に
、

中
央
か
ら
の
派
遣
と
農
村
か
ら
供
給
さ
れ
る
双

方
向
が
あ
っ
た
が
、
革
命
後
も
人
材
に
関
し
て

は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
但
し
、
党
組
織
は
末
端

ま
で
行
き
届
き
、
政
策
は
常
に
中
央
か
ら
末
端

へ
と
流
れ
て
い
く
。
こ
の
流
れ
は
改
革
開
放
以

降
も
変
わ
ら
な
い
。
物
資
の
う
ち
、
農
産
物
は

農
村
か
ら
都
市
へ
と
い
う
流
れ
と
な
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
工
業
製
品
は
そ
の
逆
の
流
れ
と
な

る
。
但
し
、
手
工
業
品
な
ど
農
村
レ
ベ
ル
で
も

生
産
さ
れ
て
き
た
し
、
そ
の
伝
統
は
近
年
の
郷

鎮
企
業
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

文
化
一
般
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
は
こ

の
う
ち
の
、
芸
能
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
、

農
村
か
ら
都
市
へ
の
流
れ
が
存
在
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
で
は
芸
能
以
外
の
分
野

で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
宗
教
を
考

え
て
み
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
キ
リ
ス
ト
教
な

ど
外
来
の
も
の
は
都
市
を
経
由
し
て
末
端
に
下

り
て
い
く
が
、
民
間
信
仰
は
明
ら
か
に
農
村
に

そ
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
。
葬
儀
や
婚
礼
な
ど
、
中

国
人
の
世
界
観
を
反
映
す
る
よ
う
な
人
生
儀
礼

も
、
農
村
に
こ
そ
伝
統
的
な
も
の
が
根
強
く
生

き
残
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
外
来
思
想
と
し
て

の
マ
ル
ク
ス
主
義
も
都
市
か
ら
流
入
し
た
も
の

で
あ
り
、伝
統
的
な
農
村
の
価
値
観
と
は
本
来
、

相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。こ
う
し
て
み
る
と
、

農
村
が
供
給
源
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
都
市

が
供
給
源
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
が
あ
り
、
そ

の
上
で
両
者
は
絶
え
間
な
い
交
流
を
行
っ
て
き

た
。

　

農
村
と
都
市
の
関
係
を
考
え
る
上
で
忘
れ
て

な
ら
な
い
の
は
、
中
国
の
場
合
、
広
大
な
国
土

故
に
、
底
辺
の
農
村
か
ら
頂
点
の
首
都
ま
で
、

行
政
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
深
度
が
日
本
と
は
比

較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
深
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

村
落
か
ら
首
都
ま
で
に
は
、
ま
ず
郷
鎮
レ
ベ
ル

が
あ
り
、
そ
の
上
に
県
城
レ
ベ
ル
が
あ
り
、
最

後
に
省
都
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
末
端
の
農
民
が
首

都
に
行
く
場
合
、
こ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
階
段

を
一
段
一
段
上
っ
て
い
く
。
一
般
に
農
村
と
い

う
と
、
行
政
レ
ベ
ル
で
い
う
「
村
」
を
イ
メ
ー

ジ
し
が
ち
で
あ
る
が
、
郷
鎮
は
行
政
的
に
も
、

ま
た
中
国
人
の
意
識
に
お
い
て
も
、
農
村
部
の

範
疇
に
入
る
。
田
仲
氏
も
図
式
で
は
、
郷
鎮
レ

ベ
ル
の
芸
能
は
「
市
場
祭
祀
」
と
し
て
都
市
性

の
強
い
類
型
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
記
述
の

な
か
で
は
、
市
場
地
を
農
村
と
都
市
と
を
媒
介

す
る
位
置
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
中
間
点
を
経
由
し
な
が
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
農
村
と
都
市
と
の
間
で
行
き
来

し
て
い
る
。
農
村
と
都
市
と
を
つ
な
ぐ
上
で
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
金
氏
が
い

み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
人
の
移
動

で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
、
田
仲
氏
も
、
広
東

の
事
例
研
究
に
お
い
て
、
農
民
の
都
市
流
入

は
、
種
縁
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
）
→
業
縁

→
地
縁
→
血
縁
の
順
で
進
行
し
た
と
考
え
ら
れ

る
と
し
て
い
る
。
移
住
は
血
縁
、
地
縁
の
順
か

ら
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
国
内
移
住

の
過
程
、
さ
ら
に
は
華
僑
を
生
み
出
し
た
海
外

へ
の
移
住
の
例
を
み
て
も
、
こ
の
順
序
と
な
っ

て
お
り
、
人
類
学
者
の
知
見
と
同
じ
で
あ
る
。

即
ち
、
同
じ
方
言
を
話
す
同
業
、
同
郷
の
者
が

連
れ
添
っ
て
移
住
し
、
数
世
代
を
経
て
生
活
も

安
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
親
族
を
呼
び
寄
せ
、
血

縁
が
強
化
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
改

め
て
本
書
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
残
さ
れ
た

課
題
と
し
て
、
時
代
性
と
地
域
性
の
問
題
が
考

え
ら
れ
よ
う
。
本
書
の
主
題
は
近
世
の
文
芸
で

あ
る
が
、
扱
っ
て
い
る
時
代
は
現
代
に
ま
で
及

ぶ
し
、
扱
っ
て
い
る
地
域
も
広
い
。
時
代
性
の

問
題
で
い
う
と
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
常
に

つ
き
ま
と
う
問
題
に
歴
史
的
変
化
が
あ
る
。

個
々
の
文
芸
に
は
、
中
国
革
命
や
文
革
に
よ
る

中
断
、
そ
し
て
改
革
開
放
以
降
の
再
開
、
さ
ら

に
は
近
年
の
観
光
化
と
い
っ
た
背
景
が
あ
る
。

こ
う
し
た
断
絶
も
含
め
、
近
世
以
降
の
文
芸
の

流
れ
と
、
現
代
の
調
査
結
果
と
を
ど
う
か
み
合

わ
せ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
次
な
る
課
題
と

な
ろ
う
。

　

地
域
性
の
問
題
で
い
う
と
、
田
仲
氏
は
、
提

示
し
た
モ
デ
ル
は
あ
く
ま
で
一
般
論
で
あ
り
、

実
際
に
は
方
言
集
団
ご
と
に
独
立
し
て
成
立
す

る
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
全
国
に
あ
る
約
三
〇

〇
〇
県
の
う
ち
、
固
有
の
都
市
芸
能
を
持
つ
三

〇
〇
ぐ
ら
い
の
県
の
都
市
文
化
を
支
え
る
方
言

集
団
の
み
が
、
こ
の
図
式
の
検
討
対
象
と
し
て

適
格
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
事
例
研

究
で
示
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
「
広
東
バ
ー
ジ
ョ

ン
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
方

言
集
団
の
要
素
を
加
え
ら
れ
た
の
は
、
文
芸
な

ら
で
は
の
観
点
と
い
え
よ
う
。
今
後
、
他
地
域

で
の
研
究
が
進
め
ば
、
比
較
研
究
を
通
し
て
よ

り
普
遍
的
な
モ
デ
ル
化
が
可
能
と
な
ろ
う
。
一

方
で
、
こ
の
図
式
が
適
合
す
る
の
は
全
国
の
一

割
程
度
の
地
域
で
し
か
な
い
と
い
う
「
事
実
」

を
ど
う
解
釈
し
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
っ
た
素

朴
な
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
残
り
の
九
割
の
地

域
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

加
え
て
、そ
う
し
た
地
域
差
が
生
じ
た
地
理
的
、

歴
史
的
な
背
景
も
解
明
さ
れ
て
い
け
ば
、
よ
り

詳
細
な
全
国
の
見
取
り
図
が
可
能
と
な
ろ
う

し
、
中
国
の
地
域
性
一
般
を
考
え
る
上
で
も
、

興
味
深
い
。

　

改
革
開
放
の
進
む
現
在
の
中
国
に
お
い
て
、

農
村
や
農
民
の
問
題
が
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い

る
。
本
書
を
読
む
と
、
歴
史
的
に
農
村
部
が
も

つ
底
力
を
改
め
て
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
先
述
の
ス
キ
ナ
ー
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
い
う

な
ら
、
本
書
は
文
芸
史
の
側
面
か
ら
農
村
と
都

市
と
を
繋
ご
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
中
国
研

究
一
般
に
と
っ
て
も
、
注
目
す
べ
き
問
題
提
起

の
書
と
い
え
る
。

　
　
（
に
し
ざ
わ
・
は
る
ひ
こ　

武
蔵
大
学
）
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