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紹
介
と
批
評

今
泉
孝
太
郎
著

『
農
民
法
研
究
』

1
農
地
法
の
新
し
い
解
縄
i

　
こ
れ
ま
で
わ
が
國
で
、
農
業
法
と
か
農
事
法
と
か
い
う
言
葉
は
あ
つ
た
け
れ

ど
も
、
「
農
民
法
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
書
の
著
者
今
泉
教
授
に
よ
る
以
外
に

は
、
用
い
ら
れ
な
か
つ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
今
泉
教
授
に
よ
れ
ば
、
『
商

人
に
商
法
の
あ
る
如
く
、
農
民
に
農
民
法
（
又
は
農
法
）
の
概
念
が
定
立
さ
る

べ
き
で
あ
る
』
と
さ
れ
る
（
本
書
序
丈
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
農
民
法
」
と
い
う
概
念
は
、
す
く
な
く
と
も
わ
が
國
に
お

い
て
は
、
著
者
今
泉
教
授
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
つ
て
、
ま
ず
「
農
民
法
」
の
概
念
か
ら
は
じ
め

る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
e
「
農
民
法
」
の
封
象

　
「
農
民
法
」
の
封
象
は
、
農
民
と
そ
の
家
族
お
よ
び
農
業
資
産
と
を
包
括
し

た
一
つ
の
生
活
箪
位
で
あ
り
、
更
に
こ
の
一
つ
の
生
活
軍
位
は
一
種
の
中
間
法
臼

人
の
概
念
に
よ
つ
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
一
〇
ー
三
頁
）
。

こ
の
一
種
の
中
間
法
人
で
あ
る
生
活
輩
位
は
二
つ
の
要
素
の
不
可
分
的
結
合
よ

七
六

（
一
六
四
）

り
成
り
立
つ
て
い
る
。
一
つ
の
要
素
は
農
民
と
そ
の
家
族
で
あ
り
、
他
の
一
つ

の
要
素
は
農
業
資
産
で
あ
る
。
前
者
の
要
素
は
更
に
現
行
法
に
い
わ
ゆ
る
農

民
、
す
な
わ
ち
「
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
を
行
う
個
人
」
（
農
地
法
二
W
）
と

そ
の
世
帯
員
と
の
不
可
分
的
結
合
で
あ
る
。
何
故
に
耕
作
の
事
業
を
行
う
個
人

と
そ
の
世
帯
員
と
が
切
り
離
せ
な
い
の
か
と
い
う
と
、
わ
が
國
の
農
業
は
家
族

経
管
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
な
ぜ
家
族
脛
管
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ

は
『
天
候
の
墜
化
に
封
す
る
懸
攣
な
庭
置
』
、
『
多
岐
に
亙
り
、
時
に
一
定
期
間

に
、
し
か
も
細
心
の
注
意
を
以
て
す
る
作
業
』
、
極
め
て
多
く
の
肥
料
の
投
下
、

な
ど
に
よ
つ
て
零
細
な
農
地
の
一
箪
位
當
り
か
ら
世
界
最
高
に
近
い
多
く
の
牧

穫
を
學
げ
て
行
く
た
め
に
は
（
し
か
も
そ
の
農
地
の
多
く
が
水
田
で
あ
り
機
械

の
採
用
が
困
難
で
あ
る
た
め
）
、
『
脛
濟
原
則
上
、
家
族
螢
働
の
集
約
を
蝕
儀
な

く
せ
し
め
て
い
る
』
か
ら
で
あ
る
（
五
二
ー
六
四
頁
）
。
日
本
農
業
の
實
態
が
、

す
く
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
家
族
脛
螢
を
要
求
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で

農
民
の
法
律
的
取
扱
い
に
お
い
て
も
、
自
己
の
名
で
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
を

行
う
個
人
と
そ
の
世
帯
員
と
を
分
離
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。

現
行
法
で
も
、
自
作
農
と
小
作
農
と
の
匿
別
に
つ
き
（
農
地
法
二
V
V
）
、
ま
た

農
業
委
員
の
邊
塁
灌
者
・
被
選
暴
灌
者
の
決
定
に
つ
き
（
農
業
委
員
會
等
に
關

す
る
法
律
八
）
、
こ
の
黙
に
特
別
な
考
慮
が
携
わ
れ
て
い
る
（
二
一
六
ー
九
頁
、

三
一
八
頁
）
。
更
に
農
民
に
つ
い
て
は
、
農
民
移
動
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い

る
（
一
六
i
九
頁
）
。

　
次
に
農
業
資
蓬
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
農
業
資
産
例

え
ぱ
農
地
の
民
法
上
の
所
有
名
義
人
が
誰
で
あ
つ
て
も
（
そ
れ
は
多
く
の
場
合

自
己
の
名
で
耕
作
の
事
業
を
瞥
む
個
人
名
義
で
あ
ろ
う
が
、
常
に
そ
う
だ
と
い

う
も
の
で
は
な
い
）
、
そ
れ
は
『
む
し
ろ
、
農
民
の
家
族
全
員
の
た
め
に
農
業



脛
螢
の
用
に
供
す
る
一
種
の
農
業
財
團
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
』
こ
と
で
あ
る

（
二
〇
ー
｝
頁
）
。
そ
し
て
こ
の
一
種
の
農
業
財
團
と
も
い
う
べ
き
農
業
資
産
が

農
民
お
よ
び
そ
の
世
糟
員
と
不
可
分
的
に
結
合
し
て
、
一
つ
の
生
活
箪
位
．
中

間
法
人
、
す
な
わ
ち
人
的
要
素
と
物
的
要
素
と
分
離
し
て
把
握
し
得
な
い
法
人

を
構
威
す
る
の
で
あ
る
（
一
一
ー
三
頁
）
。
こ
の
鮎
が
商
業
、
工
業
等
の
そ
の
他

の
産
業
を
螢
む
者
や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
そ
れ
ら
の
者
の
財
産
と
の
關
係
と
非
常

に
ち
が
つ
た
黙
で
あ
つ
て
、
「
農
民
法
」
と
い
う
濁
特
な
法
分
野
が
成
立
す
る

第
］
の
理
由
で
あ
る
。

　
さ
て
、
具
騰
的
に
一
種
の
農
業
財
團
と
も
認
め
る
べ
き
と
こ
ろ
の
農
業
資
産

に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ω
土
地
　
耕
作
す
る
土
地
の
ほ
か
、
作
業
所
や
居
佳
家
屋
の
敷
地
、
肥
草
探
牧

地
、
家
畜
放
牧
地
、
自
家
用
薪
炭
の
原
木
探
牧
地
な
ど
が
あ
る
。
ω
建
物
　
居

侮
建
物
の
ほ
か
、
作
業
所
、
納
屋
な
ど
。
圖
樹
木
　
桑
、
稻
掛
け
用
樹
木
、
自

家
用
薪
炭
と
し
て
の
原
木
な
ど
。
ω
農
業
用
動
産
　
農
機
具
、
家
畜
、
肥
料
、

貯
藏
品
な
ど
、
で
あ
る
（
二
一
頁
）
。

　
こ
れ
ら
の
農
業
資
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
績
（
特
に
民
法
の
均
分
相
績
の

原
則
と
の
關
係
）
、
な
ら
び
に
農
業
脛
管
資
金
貸
付
債
権
澹
保
の
た
め
の
先
取

特
権
お
よ
び
抵
當
権
に
つ
き
、
或
い
は
比
較
法
學
的
に
、
或
い
は
法
肚
會
學
的

に
、
或
い
は
解
繹
法
學
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
（
二
一
－
五
二
頁
）
。

　
ω
「
農
民
法
」
と
農
業
法
（
農
事
法
）
と
の
相
違

　
右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
昧
の
生
活
箪
位
・
中
間
法
人
を
封
象
と
す
る
「
農
民

法
」
と
從
來
か
ら
普
通
に
用
い
ら
れ
て
來
た
農
業
法
（
農
事
法
）
の
概
念
と
は
、

ど
う
ち
が
う
で
あ
ろ
う
か
。
農
業
法
（
農
事
法
）
は
、
経
濟
政
策
の
一
と
し
て

の
農
業
政
策
の
法
で
あ
つ
て
、
農
民
を
そ
の
脛
濟
的
機
能
か
ら
の
み
銚
め
た
も

紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
セ
　
　
　
じ

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
む
し
ろ
農
民
を
法
律
的
に
把
握
す
る
も
の
と
い

う
よ
り
も
、
農
業
の
脛
濟
的
観
黙
を
重
黙
と
し
て
、
立
法
さ
せ
か
つ
解
濯
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
農
民
の
主
畦
的
人
格
を
直
接
問
題
と

は
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
封
し
「
農
民
法
」
は
『
農
民
本
來
の
職

業
的
身
分
に
考
慮
を
梯
い
』
、
『
農
民
の
生
活
を
全
的
に
把
握
す
る
』
も
の
で
あ

る
。
農
民
法
は
農
民
自
身
の
立
場
か
ら
、
前
述
し
た
生
活
軍
位
・
中
間
法
人
の

法
律
的
規
律
を
考
え
（
『
農
民
自
律
の
立
法
化
的
傾
向
』
）
、
農
民
の
階
層
的
解

放
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
（
一
ー
五
頁
）
。
し
か
し
て
著
者
は
農
業
法
（
農
事
法
）

の
立
場
か
ら
の
農
民
立
法
で
は
、
農
民
自
律
も
、
農
民
の
階
暦
的
解
放
も
達
威

し
得
な
い
こ
と
に
っ
い
て
、
古
く
大
化
改
新
以
來
の
農
地
制
度
を
ふ
り
か
え
り

（
六
－
七
頁
、
七
八
－
一
〇
七
頁
）
、
そ
し
て
『
自
然
と
民
族
に
制
約
さ
れ
た
こ

れ
等
の
貴
い
経
瞼
は
、
最
近
實
施
せ
ら
れ
た
自
作
農
創
設
に
お
い
て
も
、
亦
、

そ
の
後
に
來
る
も
の
を
已
に
警
戒
し
、
こ
れ
に
封
す
る
方
策
を
今
日
に
お
い
て

樹
立
す
る
の
要
を
我
々
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
』
と
い
わ
れ
る
（
七
頁
）
。

　
⑫
「
農
民
法
」
の
研
究
方
法

　
右
に
み
た
よ
う
な
「
農
民
法
」
の
法
分
野
は
、
し
か
ら
ば
、
現
在
こ
の
理
念

に
よ
つ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
た
現
行
法
を
も
つ
て
充
分
に
う
ず
め
ら
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
答
は
む
し
ろ
否
定
的
で
あ
る
。
も
つ
と
も
奮
自
作
農
創
設
特
別

措
置
法
や
現
在
の
農
地
法
な
ど
は
、
『
軍
に
農
業
に
封
す
る
脛
濟
的
政
策
と
い

う
が
如
き
從
來
の
範
疇
を
以
て
こ
れ
を
律
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
』
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
以
上
に
『
農
民
の
階
層
的
解
放
を
目
的
』
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
四
頁
）
。
と
は
い
え
『
農
民
法
立
法
が
未
だ
凝
固
せ
ず
し

て
、
多
く
の
研
究
課
題
を
幾
し
て
い
る
』
と
い
5
べ
き
段
階
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
現
在
に
お
け
る
「
農
民
法
」
研
究
の
特
殊
性
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち

七
七

（
一
六
五
）



紹
介
と
批
評

『
農
民
法
の
研
究
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
現
行
法
に
お
い
て
、
農

民
が
如
何
に
特
殊
的
取
扱
を
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
溝
極
的
研
究
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
農
民
を
如
何
に
法
律
的
に
取
扱
う
べ
き
か
と
の
積
極
的
研
究
態
度
の

方
が
よ
り
多
く
現
實
の
肚
會
に
切
實
に
希
望
さ
れ
て
い
る
』
。
こ
の
意
昧
に
お

い
て
は
『
從
來
の
解
麗
法
學
の
保
守
性
が
却
て
鯛
す
る
場
合
が
多
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
軍
な
る
立
法
論
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
純
埣
な

解
羅
法
學
の
立
場
か
ら
非
難
さ
れ
る
虞
れ
を
多
分
に
含
む
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、

農
民
制
度
の
史
的
攣
遷
は
避
け
難
き
人
間
性
の
弱
黙
を
餓
り
に
も
明
ら
か
に
あ

ら
わ
し
て
い
る
か
ら
、
繰
返
す
歴
史
の
轍
を
見
詰
め
て
、
新
た
な
る
構
想
を
準

備
す
る
必
要
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
』
と
蜥
言
さ
れ
る
（
コ
頁
）
。

　
農
民
法
の
性
格
は
大
腔
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
、

か
か
る
「
農
民
法
」
の
性
格
規
定
に
績
い
て
、
こ
の
立
場
か
ら
す
る
詳
細
な
現

行
農
地
法
の
解
縄
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
農
地
法
の
解
繹
理
論
が
、
「
農

民
法
」
の
観
黙
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
副
題
と
し
て
、
農
地

法
の
新
し
い
解
羅
と
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
更
に
農
業
委
員
會
を
論
じ
、
最
後
に
比
較
法
學
的
研
究
の
一
と
し
て
、
職
後

に
お
け
る
ド
イ
ッ
の
農
地
改
革
を
論
じ
て
、
本
書
は
完
結
し
て
い
る
。

　
と
も
か
く
本
書
に
は
、
今
泉
教
授
の
濁
特
の
硯
馳
と
筆
法
に
よ
つ
て
、
農
民

解
放
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
法
律
學
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
本

書
は
、
一
人
で
も
多
く
の
、
わ
が
國
の
現
實
に
當
面
す
る
諸
問
題
－
そ
れ
は

直
接
間
接
に
す
べ
て
農
民
の
問
題
に
結
び
つ
く
と
い
え
よ
う
ー
を
眞
創
に
反

省
す
る
人
に
よ
つ
て
讃
ま
れ
る
べ
き
充
分
の
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
泉
丈
堂
刊
・
六
八
○
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
崎
俊
行
）

廿
八

（
一
六
六
）


