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『

マ

ル

.クスと農民
』

一一

っ
の
大
戰
の
間
に
は
種
々
な
事
件
が
あ
り
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
中
歐
諸 

國
に
お
け
る
農
民
運
動
の
擦
頭
と
、
農
民
政
黨
の
出
現
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
情 

は
も
つ
と
早
く
硏
究
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ 

る
ょ
う
に
な
つ
た
の
は
や
っ
と
第
二
次
大
戰
以
降
に
過
ぎ
な
い
。

著
者
の

.ミト
ラ

.

11

ィ
敎
授
は
こ
の
面
の
先
驅
で
、
旣
に
多
く
の
著
作
が
あ 

る
。
以
下
で
取
上
げ
る
の
は
一
九
五
一
年
の
著
書
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
對 

す
る
結
論
的
見
解
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
，っ
た
。

.本書
は
、

一
方
か
ら
見
れ
ば
、

一
九
一
八
年
以
降
の
ョ
！ 
ロ
ッ
パ
の
社
會
史 

で
最
も
知
ら
れ
な
い
部
面
に
っ
い
て
詳
細
な
報
告
と
い

5こと
が
出
來
ょ
う
。
 

第
一
次
か
ら
第
二
タ
カ
戰
ま
で

に
中
歐
諸
國
で
農
民
を
め
ぐ
っ
て
起
っ
た
種
 々

な
問
題
に
っ
い
て
の
記
述
は
正
確
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
書
は
中
歐
誑
國
の 

農
業
問
題
硏
究
の
た
め
の

資
料
と
し
て
十
分
な
價
値
を
持
っ
。
農
届
運
動
の
指 

導
者
と
個
人
的
に
新
し
い
著
苕
以
外
に
は
達
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
精
緻
が
あ 

る
0
 

.

し
か
し

著
者
が
眞
に
意
圖
し
た
と

こ
ろ
は
、
研
究
の
貴
重
な
前
提
と
な
る
ベ 

き
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
に
ぁ
っ

.たので
は
な
ぃ
。
そ
の
表
題
か
ら
明
瞭
な
如

く
、
著
者
の
許
畫
は
遠
大
で
あ
る
。
、本
書
は
中
心
の
課
題
に
お
い
て
、
マ
ル
ク

■
 

ス
主
義
と
農
民
主
義
と
の
間
の
長
い
鬪
银
の
塵
史
を
槪
括
す
る
こ
と
を
目
指
し 

た
。
社
會
思
想
史
上
の
一
っ
の
盲
點
を
衝
く
も
の
で
、
非
常
に
意
味
の
深
い
企 

て
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

。
.

こ
の
翻
譯
が
出
る
よ
り
早
く
、
筆
者
は
原
著
を
通
讀
す
る
機
會
を
持
っ
た
。
 

以
下
は
、
そ
の

拆
の
覺
書
か
ら
、
譯
書
を
得
て
整
理
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
 

た
だ
本
書
の
梗
概
を
的
確
に
傅
え
て
外
れ
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

.著者
に
よ
れ
ば
、
農
民
に
關
す
る
マ
ル
ク
ス
の
見
解
はr

經
濟
的
綱
領
と
い 

う
よ
り
も
歴
史
的
命
令
で
あ
っ
た」

。
專
ら
西
歐
の
硏
究
に
基
づ
き
、
農
民
輕 

視
を
基
礎
と
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
小
土
地
傲
有
が
最
大
生
產
に
合
致
し
な
い
と 

明
言
し
、
土
地
の
大
規
模
な
集
中
を
豫
言
し
て
、
農
民
の
消
滅
を
確
言
し
た
。

こ
の
豫
想
は
小
土

%双有
が
數
に
お
い
て
增
大
し
た
時
く
っ
が
え
さ
れ
た
。
力 

ゥ
■/

キ

Iその
他
が
マ
ル
ク
ス
の
見
解
を
現
實
に
適
合
さ
す
べ
く
修
正
し
よ
う 

と
し
た
け
れ
ど
も
、
非
常
な

.
窮
地
に
追
込
ま
れ
、
農
村
問
題
に
無
經
驗
で
あ
っ 

た
だ
け
に
甚
だ

.
し

.■
か
っ
た
。
も
し
資
本
家
的
_
中
が
苹
命
の
必
耍
な
前
提
で
あ 

っ
た
な
ら
ば
、社
會
主
義
者
は
小
規
模
耕
地
の
消
滅
を
助
長
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
革
命
の
た
め
に
社
會
主
義
者
が
中
立
を
期
待
し
な
け
れ 

ば

.
な
ら
な
い
農
民
と
不
和
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
政
策
の
問
題
と
し
て
、

一
八
九 

◦年代
ま
で
西
歐
の
多
く
の
社
會
主
義
政
治
家
は
、
理
論
家
が
非
難
し
績
け
た 

に
も
拘
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
理
論
に
關
係
な
く
農
民
の
支
持
を
求
め
て
い
た
。
 

こ
の
た
め
西
歐
で
農
民
は
、
勞
働
者
が
自
由
主
義
か
ら
社
會
ベ
移
っ
た
時
に
自 

由
主
義
か
ら
保
守
主
義
へ
走
っ
た
。

一
方
工
業
化
が
十
分
に
進
行
し
て
い
な
い

‘ 

東
歐
で
は
、
農
民
主
義
者
が
マ
ル
ク
ス
農
業
理
論
の
反
對
者
と
し
て
指
導
に
當 

つ
：た

。•

レ
I

 

ニ
ン
は
、

東
歐
で
農
民
の
支
持
が
ブ
ル

ジ
ョ
ア

民
主
革
命
に
と
っ
て

必 

要
な
こ

と
■
を
^

つ
て
い
た
。
ル
ー
マ
ニ
ア
の
.マ
ル
ク
ス

主
義
者
ド
フ
ロ
コ
ス

H

ゲ
レ
ァ
は
一
九
一
〇
年
に
、
策
歐
の
九
領
デ
地
で
農
民
は
、
形
式
的
に
解
放
さ 

れ
た
と
は
い
え
双
ォ
し

W農奴
制
度
の
下
で
生
活
し
て
お
り
、そ
こ
で

は
社
會
的
、
 

經
濟
的
に
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
の
一
一
つ
に
あ
る
最
悪
な
も
の
が
混
在
し
て

.
 

い
た
と
論
じ
た
。
後
れ
た
農
業
國
に
對
し
加
え
ら
れ
た
資
本
主
義
の
衝
擊
で
生 

產
の
組
織
は
契
約
の
形
態
に
變
っ
た
が
、
相
當
の
部
分
は
な
お
奴
！

I

制
的
で
あ

.
 

っ
た
の
で
あ
る
。
ゲ
レ
ア
は
大

^
^
の
解
體
、
小
農
經
營
の
育
成
を
資
本
主
義 

確
立
の
た
め
の
必
要
な
手
段
と
し
て
支
持
し
た
。
著
渚
は
彼
の
分
析
を「

正
し 

い」

と
し
た
。
マ
ル
ク
ス
、
レ

I ニン
と

.
違
い
、
ゲ
レ
ア
は
農
民
に
對
し
眞
に 

同
情
し
た
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
當
然
彼
は
エ
業
化
を
支
持
し

、
.
 

從
っ
て
初
期
の
農
民
主
義
衰
の
農
業
社
會
の
理
想
に
反
對
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ニ 

ン
が
苹
命
に
關
心
を
寄
せ
た
場
所
で
、
ゲ
レ

.アは
社

#、3e
義
に
關
心
を
寄
せ 

た
。
し
か
し
彼
の
見
解
は
中
產
階
級
に

^
^
民
に
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ 

一
の

®要な
理
論
家
を
西
歐
に
紹
介
し
た
の

.
は
本
書
が
最
初
で
あ
る

。

.

.斯剐
體
に
對
す
る
ス
ラ
ヴ
主
義
港
の
信
仰
に
立
っ
て
、
農
民
主
義
者
は
共
同 

髖
が
生
產
增
加
の
手
段
で
あ
り
、
か
く
て
目
的
そ
れ
自
體
で
あ
る
と
主
張
し
た

。
'
 

マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
こ
れ
を
決
し
て
容
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
農
民 

主
義
は
、
知
識
層
の
反
ス
ラ
ヴ
的
、
親
歐
的
傾
向
に
も
拘
わ
ら
ず
ロ
シ
ア
か
ら 

ルー

マ
ニ
ア
に

入
っ
た
。
ルー

マ
ニ
ア
の

農
民
主
義
者
ス
テ
レ
に

と
っ
て
マ
ル

ク
ス
主
義
は
員

^
_
の
社
會
的
特
色
を
無
視
し
た「

_矶家
の

㈱
㈱

」

で
あ
っ 

た
。
ス
テ
レ
は
ル

Iマー
一
ア
が
エ
業
化
に
お
い

.て西
歐
に
追
隨
す
る
こ
と
が
出

.
 

:
來
な
い
と
塵
目
し
、

-
か
わ
り

.
に
家
內
工
業
を
要
求
し
た
。
こ
れ
ら
初
期
の
農
民 

主
義
者
：は
協
同
組
合
が
公

•
辰
經
營
の
理
想
社
會
を
助
成
す
る
と
信
じ
た
。
.
マ
ル

ク
ス
主
義
者
が
生
產
に
關
心
を
寄
せ
た
の
に
對
し
、
農
民
主
義
者
は
生
產
者
に 

關
心
を
寄
せ
た
。
後
に
ロ
シ
ア
の
新
農
民
主
義
者
は
工
業
發
展
に
關
し
マ
ル
ク 

ス
の
理
論
か
ら
多
く
を
受
取
っ
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
階
級
對
立
に
は
反
對 

し
、
ま
た
土
地
の
國
有
化
を
支
持
し
た
が
、
し
か
し
マ
ル
ク
ス
主
義
を
激
怒
さ 

せ

た「

用
益
權
に
お
け
る

^等」

を
達
成
す
る
手
段
と
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ 

た
。
知
ら
れ
る
如
く
、
.マ
ル
ク
ス
主
義
と
農
民
主
義
は
革
命
の
綱
領
に
お
い
て 

對
立
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

著
者
は
'ロ
シ

ア
革
命
を「

ボ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ

キ
が
關
係
し
組
織
し
た
廣
範
な
農 

民
革
命」

と
述
べ
、
次
い
で
革
命
直
後
の
混
亂
と
窮
乏
の
時
期
、
新
經
濟
政
策 

と
集
團
化
の
恐
る
べ
き
時
代
に
お
け
る
ソ
ヴ
エ
ト
の
'農
業
理
論
と
政
策
を
追 

ぅ
。
ロ
シ
ア
農
民
は
、

■
か
な
り
進
ん
だ
と
は
い
え「

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
會
主
義 

の
精
神
に」

未
だ
完
全
に
徹
底
し
得
な
か
っ
た
。
農
民
に
對
す
る
勞
働
者
の
割 

合
を
著
し
く
增
大
せ
し
め
た
工
業
化
に
ょ
っ
て
市
民
时
_
質
は
か
な
り

達 

成
さ
れ
た
が
、都
市
と
農
村
の
對
立
は
解
消
さ
れ
て
い
な
か

.
っ

.
た
。
集
團
化
は
、
 

口
シ
ア
農
民
に
對
し
共
通
な
集
團
的
利
害
を
興
え
た
。
從
っ
て
ソ
ヴ
ュ
ト
體
制 

の
下
で
農
民
と
勞
働
者
は
積
極
的
に
結
合
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

著
 ̂

は
、
農
民
主
義
の
理
論
に
從
っ
た
な
ら
ば
、
階
級
對
立
の
不
安
が
避
け
る
こ
と

.
 

が
£
^
來
な
か
つ

た
か
ど
ぅ

か
：を
問
題
と
し
て
提
起
し
て
い
る
。

口
シ
ア
の
ほ
か
、
ハ
シ
ガ
リ

aを除
く
東
歐
諸
國
で
、
第
一
次
大
戰
を
終
っ 

て
政
府
は
、
ボ
リ
シ
十
ヴ
ィ
ズ
ム
の
滲
透
を
恐
れ
、
土
地
改
革
を
斷
行
し
た
。
 

ゲ
レ
ア
の
新
し
い
麇
奴

㈣胄は
、
土
地
所
有
者
が
、最
小
限
の
賠
償
と
交
換
に
、
 

著
者
が
主
張
ず
る
如
く
、
政
治
權
カ
に
す
が
り
っ
く
た
め
、
±
矶
を
放
棄
し
た 

時
に
終
っ
た
。
支

®級
と
し
て
の
地
主

.
の
消
滅
は
社
會
革
命
を
意
味
し
た
。
 

市
場
の
た
め
の
農
民
經
營
か
ら
生
活
の
た
め
の
農
業
經
濟
へ
の
轉
換
は
經
濟
革



U1
田
學
會
雜
誌
第
四
十
九
卷
第
七
'號

'命
を

iし
た
。
農
民
の
政
治
生
活
へ
の
進
出
は
政
治
革
命
を
意
味
し
た
。
し 

.か
し
如
何
な
：る
改
革

業̂
に
は
起
ら
な
か
っ
た
。
農
村
の
過
剩
人
口
は
增
太 

.し
た

0
:
小
土
地
保
有
：

•散
i條
，
員
れ
た

^罾が
依
然
と
：し
て
特
徵
的
で
あ

• 

:っ
た
。
交
通

Iの
改
良
を
怠
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
產
物
の
種
類
を
增
加
さ 

.せる
よ
り
專
ら
穀
物
生
產
を
獎
働
す
る
と
と
に
よ
っ

.
て
.、
.工
業
を
育
成
す
る
こ 

.

と
に
よ
っ
て
、

.双^は農
民
を

4«
£-1した
。
舊
地
主
は
官
僚
と
軍

.
に
流
込
み

、.
 

货
幣
を
主
要
都
市
の
西
歐
化
に
使
用
し
、
ま
‘た
新
し
い
工
業
の
た
め
に
補
助
金 

を
要
求
し
た
。
新
し
い
間
接
税
や
重
い
保
護
關
税
が
農
民
の
負
擔
に
，お
い
て
開 

:

始
さ
れ
た
。
商
人
階
級
は
農
民
の
搾
取
者
と
し
て
舊
地
主
の
役
割
を
讓
り
受
け

：.
 

.
た
。
し
か
し
農
民
に
と
つ
て
軚
有
制
は
勞
働

-̂
に

-i
つ
て
の
社
會
保
障
と
同
一 

物
で
あ
る
た
め
、

.小農
經
營
は

II
I:界的
農
業
危
機
を
切
拔
け
る
こ
と
が

aま 

た

/0
-
 

著
者
は
、
農
民
運
動
の
急
激
な
揺
頭
と
そ
の
成
功
ば
支
®

級
を
大
い
に
驚 

,

か
せ
、
憲
法
の
民
主
的
條
項
を
駡
倒
す
る
に
い
た
ら
し
め
た
と
い
っ
た
。

事
態 

が
惡
化
す
る
に
っ
れ
て
農
民
の
不

㈱は益
々
大
き
く
な
っ
た
。
,農
民
の
不
滿
が 

增
大
し
危
險
な
狀
態
に
な
る
と
、
政
府
は
結
局
獨
裁
政
治
に
い
た
ら
ざ
る
を
得 

なか
っ允
。獨
は

「

$的
•軍隊
的
制
度
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、

非
能
率
的
、
匪
制
的
で
あ
る
と
同
時
に
碎
け
易
い
も
の
で
あ
っ
たJ 。

主
黨

.

'

軍
隊

•
 
®は
農
民
攻
擊

.
で
同
盟
し
、
社
會
主
義
者
も
こ
れ
に
參
加
し
た
。

「

策
歐
諸
國
で
は
次
々
と
權
力
を
合
法
的
に
掘
ろ
ぅ
と
す
る
農
民
團

it
の
主
張•

.

は
衷
切
ら
れ
た
。
か
か
る
過
程
は
、
先
ず
一
九
一
九
年
の
ハ
ン
ガ
リ
！
に
始
ま 

り
、
次
い
で
一
九
二
三
年
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

一
九
二
六
年
の
ポ

Iラン
ド
、

一
 

九
一
一
九
年
の
ユ
ー
ゴ

ス

ラ

ヴ

ィ

ア

、

更
に
一
九
三
，一
年
の
ル
ー
マ

ニ
ア
に
續
い 

.て起
っ
た」

。
民
主
的
方
法
を
捨
て
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、農
民
運
動
は
敵
の

.

,
 

四

0
 

‘

(

五
ニ
八)

'

■
不
正

^暴力
の
：犠
牲
と
な
り
、
，そ
の

.
ぅ
え
西
歐
め
民
主
諸
國
か
、ら
理
解
も
支
持 

も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
.：.
：
 

：

:

第
一

.
一
次
大
戰
以
来
農
民
階
級
撲
滅
の
政
策
：は
一
層
强
化
さ
れ
た
。
_ロ
シ
ア
人 

と
共
產
主
義
者
の
傀
儡
，は
、
レ
：丨
ニ
シ
の
方
策
に
從
つ
セ
、
中
歐
諸
國
に
階
級 

對
立
を
育
て
、

.
新

し

.1
'土地
改
革
を
斷
行
し
、

-集園
化
を
平
め
る
た
：め
に
强
懕 

を
加
え
た
。
特
に

—*
九
四
八
年
の
チ
ト

--とス
タ
ー
リ
ン
の
訣
別
以
来

'
 
ソ
ヴ 

.エト
で
經
驗
さ
れ
た
農
民
階
級
撲
滅
へ
の
諸
段
階
が
一
段
と
強
力
に

iさ
れ 

た
。
政
策
の
鞞
換
は
、
勞

同

組

合

^いぅ
形
態
を
目
指
し
て
、
そ
こ
で
は 

'經
牌
呂
を
集
園
化
す
る
が
土
地
は
國
有
化
で
な
い
體
制
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と 

の
な
か
に
、
ま
た
任
意
加
入
の
原
則
を
確
立
す
る
た
め
に
說
得
を

㈣肖し
た
こ 

と
の
な
か
に
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
全

_

の
理
罾
は
不
變
で
あ

り

、 

力
を
用
い

^こ
.と.なく
し
て
は
決
し
て
ど
こ
で
も
勝
利
を
收
め
る
こ
と
が
出
來 

な
か
っ
た
。
新
し
ぃ
農
奴
制
庳
は
再
び
我
々

.>
共
に
あ
る
。
こ
：れ
が
本
書
で
著 

者
が
語
ら
ん
と
し
た
主
要
な
教
訓
で
あ
っ
た
。(

法
政
大
學
出
版
局
昭
和
三 

i  
年
二
月

..
四
五
〇
圓
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1954 

s
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フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
因
を
追
求
し
て
'

一
 
般
に
、
學
者

.法律
家
.
不
平
官 

吏

•フリ
I
 
メ

-.ソン
が
計
畫
し
た
謀
叛
に
歸
さ
な
い
。
專
ら
階
級
對
立
の
結 

'
巣
と
見
て
、
最
近
は
特
に
都
市
と
農
村
に
お
け
る
民
衆
の
問
題V

抱
負
•
蓮
動 

.にっ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
来
た

。■  

•

.その
結
果
、
革
命
に
お
け
る
民
衆
の
役
割
は
明
確
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の 

位
置
づ
け
に
っ
い
て
必
ず
し
も
定
見
は
な
い
。

'革命
の
過
程
を
最
初
に
敷

Kが 

反

逆

、

'次い
で
市
民
の
反
抗
、"
最
後
に
民
衆
運
動
に
分
っ
た
こ
と
か
ら
知 

ら
れ
る
如
く
、

.マティ
エ

'
 
は
泯
衆
の
介
入
に
對
し
ニ
義
的
意
義
を
付
し
た
に
過 

.ぎず
、
民
衆
運
動
を
市
民
の
行
動
に
刺
戟
さ
れ
て
起
っ
た
と
見
た
。

一
方
ゲ 

■ラン
は
民
衆
運
動
に
最
大
の
重
點
を
興
ぇ
、
革
命
の
中
心
的
勢
カ
は
威
ュ
%—

で 

な
く
、
賃
銀
取
得
者
で
す
ら
あ
っ
た
と
極
言
し
た
。
ま
た
革
命
の
勃
發
ダ
經
濟 

的
婴
因
か
ら
説
明
し
た
ラ
ブ
ル

Iス
.
は
、
十
八
世
紀
の
®

の
變
動
が
革
命
を 

...
起
す
に
足
る
强
カ
な
民
衆
運
動
を
展
開
也
し
め
た
と
考
ぇ
た
。

へ

.
民
衆
運
動
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
。
と
同
時
に

-:
>貴族
：の
反
逆
、
市
民
の
反 

.
杭
に
：っ
い
て
も
正
し
い
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
：

-:
っ
の
小

書

評

及

び

賴

介

，

 

_

論
は
こ
ぅ
い
っ
た
問
題
に
對
オ
る
一
っ
の
提
言
で
あ
っ
た
。

.一七
七
四
年
チ
ル
ゴ
ー
が
大
藏
大
辟
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
早
く
も
九
月 

に
は
取
引
の
自
由
を
囘
復
し
た
。
こ
の
た
め
一
七
七
五
年
に
入
っ
て
パ
ン
の
價 

格
は
高
騰
し
、
普
通
精
々
九
ス
ー
で
あ
っ
た
四
ボ
ン
ド
の
パ
ン
が
三
月
上
旬
に 

一
ー
ス
ー
一

1

分 
一
、

RH
月
下
旬
に
一
三
ス
ー
ー
一
分

一
と

也
っ
た
。

騷
動
が
各
地 

で
起
っ
た
。
先
ず
デ
ィ
ジ
ョ
ン
、
ツ
ー
ル
、
メ
ッ
ツ
、
ラ
イ
ム
、
モ
ン
タ
ー

.
 

パ
ン
で
騷
動
。
急
遽
に
パ
リ
へ
波
及
。
ニ
〇
マ
イ
ル
北
の
ボ
ー
モ
ン
•
シ
ュ
ー 

ル

.ォヮ
ス
で
四
月11

七
日
に
起
っ
た
騷
動
が
、
一一

九
日
に
は
ポ
ン
ト
ヮ
ス
に
、
 

.
五
月
一
日
に
は
サ
ン

•ゲル
マ
ン
に
、
二
日
に
は
ヴ
工
ル
サ
イ
ユ
に
、
三
日
に 

は
パ
リ
に
達
す
。

'そして
セ
イ
ヌ
と
マ
ル

'
ヌ
の
谷
に
沿
っ
て
擴
大
し
、
數
日
で 

ブ
リ
に
、
，
九
日
に
は
五0.マ..
イ
ル
南
の
ボ
ー
モ
ン•

シ
ュ
，丨
ル
•
ガ
テ
ィ
ー
ネ 

に
、

一
〇
日
に
從
近
べ
の
メ
ラ
ン
に
及
ん
だ

0いわ
ゆ
る
穀
"物
鬪
爭
で
あ 

る
。

ぐ

■  

'
'

正
に
そ
れ
は
飢
餓
と
缺
泛
，の
恐
怖
か
ら
自
然
に
起
，っ
た
運
動
で
あ
っ
た
。
都 

市
の
貧
困
者

•農業
勞
働
者

.農村
の
職
人
ば
か
り
か
、
農
場
主
•
富
裕
な
市 

民
ま
で
が
加
わ
り
、
大
擧
し
て
？辰
場
主

.富裕
な
保
有
農

•穀物
商

人

，
粉
屋 

パ
ン
屋
を
襲
擊
し
た
。
若
干
の
聖
職
者
は
敎
區
民
が
こ
れ
に
加
わ
る
こ
と
を

.
 

少
し
も
制
限
し
な

.
か
つ
た

.
。
市
場
監
督
官
め
な
か
に
は
價
格
を
引
下
げ
て
便
班

.
 

を
考

.
え
る
者
も

.
あ

.
っ
た
。

、し
か
し
こ
の
運
動
は
革
命
に
結
び
付
か
な
い
。
食
糧
危
機
が
緩
和
し
て
一
〇 

月
に
は
價
格
が
低
下
し
、
騷
亂
は
自
然
に
消
滅
し
た
。
保
有
農
の
大
部
分
は
加 

わ
っ
て
い
ぬ
。
市

.

k

W現存
す
る
秩
序
に
反
抗
す
る
ま
で
に
な
ら
ず
、
チ
ル 

ゴ
ー
を
自
分
ら
の
階
級
に
屬
ず
る
と
考
え
、
こ

.
れ

•
が
指
導
す
る
政
策
に
反
對
す

.
 

る
、

f

動
に
敵
意
す
ら
感
じ
、
む
し

..
ろ
取
引
の

'N3
由
を
支
持
し
た
程
で
あ
っ
た
。

.
四
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