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ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
農
業
は
土
地
に
根
差
し
て

お
り
、
農
地
が
な
け
れ
ば
農
業
生
産
は
成

立
し
な
い
。
そ
の
地
で
し
か
で
き
な
い
農

産
物
を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
農
産
物
を
で

き
る
だ
け
保
存
し
て
、
そ
れ
を
イ
ン
フ
ラ

と
し
て
そ
の
地
に
加
工
産
業
を
誘
致
し
よ

う
と
い
う
の
が
ス
マ
ー
ト
ア
グ
リ
シ
テ
ィ

ー
の
中
心
課
題
で
あ
り
、
農
業
を
基
盤
と

し
て
い
る
が
ゆ
え
の
必
然
性
が
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
イ
ン
フ
ラ
と
い
う
べ
き
貯
蔵

施
設
の
整
備
こ
そ
が
ス
マ
ー
ト
ア
グ
リ
シ

テ
ィ
ー
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
。

日
本
の
食
品
消
費
の
構
造
は
い
ま
や
大

き
く
様
変
わ
り
し
、
い
ず
れ
す
べ
て
の
農

産
物
は
食
品
加
工
産
業
の
原
料
供
給
部
門

に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。そ
の
と
き
、

加
工
を
で
き
る
だ
け
地
方
で
行
な
う
よ
う

に
誘
致
す
べ
き
で
あ
る
。
北
海
道
か
ら
東

京
に
送
ら
れ
る
馬
鈴
薯
は
長
い
こ
と
、「
食

べ
ら
れ
な
い
部
分
を
つ
け
て
消
費
地
に
送

ら
れ
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。
中

央
で
馬
鈴
薯
の
皮
を
む
け
ば
ゴ
ミ
と
し
て

産
業
廃
棄
物
に
な
り
、
地
方
で
馬
鈴
薯
の

皮
を
む
け
ば
家
畜
の
え
さ
に
な
っ
て
バ
イ

オ
マ
ス
原
料
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
地
方

で
加
工
し
て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
皮
を
着

せ
て
消
費
地
に
送
れ
ば
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
皮
は
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
て
、
ゴ
ミ
処
理

の
負
荷
も
軽
減
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

都
市
部
で
は
近
年
、
食
品
の
廃
棄
が
大
き

な
問
題
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も

上
述
し
た
問
題
に
起
因
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
の
流
通
構
造
と
し

て
ゴ
ミ
を
減
ら
そ
う
と
い
う
体
制
が
必
要

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
食
料
生
産
地
の
地
方
と

食
料
消
費
地
と
し
て
の
中
央
の
役
割
を
分

担
し
て
住
み
分
け
を
図
り
、
地
方
の
過
疎

化
に
歯
止
め
を
か
け
つ
つ
、
中
央
の
過
密

に
よ
る
問
題
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
プ
ラ

ン
は
、
地
方
創
生
策
と
し
て
最
も
社
会
の

期
待
に
応
え
る
も
の
と
考
え
る
。

日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
突
出
し
て
国

の
平
準
化
に
失
敗
し
て
き
た
国
で
あ
る
。

都
市
の
過
密
化
は
開
発
途
上
国
に
特
有
な

現
象
で
あ
り
、
公
衆
衛
生
の
劣
化
と
犯
罪

の
横
行
に
お
い
て
ど
の
国
で
も
都
市
は
住

み
に
く
い
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
は

特
異
的
に
こ
の
二
つ
の
点
で
う
ま
く
や
っ

て
き
た
国
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
し
か

し
、
現
内
閣
の
下
、
働
き
方
改
革
と
称
し

て
残
業
の
抑
制
や
有
休
の
消
化
、
通
信
手

段
を
介
し
て
の
い
わ
ゆ
る「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

な
ど
を
推
進
し
た
と
し
て
、
片
道
２
時
間

に
も
及
ぶ
通
勤
時
間
解
消
の
手
立
て
は
見

え
て
こ
な
い
。
過
密
し
た
中
央
で
大
規
模

な
地
震
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
途
端
、

日
本
の
国
は
機
能
マ
ヒ
に
陥
っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
。
国
の
安
全
保
障
上
か
ら

も
、
地
方
と
中
央
の
平
準
化
こ
そ
持
続
可

能
な
日
本
国
家
を
創
造
す
る
う
え
で
、
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
と
筆
者
は
主
張
し
た

い
。

日
本
全
国
、
ど
の
農
業
地
帯
も
深
刻
な

過
疎
化
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
の

地
方
創
生
策
は
掛
け
声
ば
か
り
で
な
ん
ら

の
実
効
性
も
な
い
。
無
為
無
策
と
い
う
の

は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
か
ね
て
よ
り
、
自
身
の
仕
事
の

究
極
の
目
標
を
日
本
各
地
に
「
ス
マ
ー
ト

ア
グ
リ
シ
テ
ィ
ー
」
を
創
造
す
る
こ
と
に

置
い
て
き
た
。
そ
の
真
意
は
、
農
業
地
帯

に
農
業
生
産
を
基
盤
と
し
た
食
品
産
業
の

重
層
構
造
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
地
方
に
職
場
を
創
造
す
る
。

地
方
の
過
疎
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の

地
に
働
く
場
所
が
な
い
こ
と
が
原
因
で
急

速
に
進
ん
で
い
く
。
そ
の
対
策
と
し
て
地

方
の
各
自
治
体
が
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と

は
産
業
誘
致
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
に

は
京
阪
、
中
京
、
阪
神
と
い
っ
た
工
業
地

帯
の
よ
う
な
技
術
の
卓
越
し
た
下
請
け
企

業
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
熟
練
し
た
技

術
者
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
過
疎
化
の

進
行
に
よ
り
、
地
方
こ
そ
深
刻
な
人
手
不

足
に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、
地
方
だ
か
ら
労

働
力
が
得
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ

て
い
な
い
。

さ
ら
に
は
、
そ
の
地
方
に
産
業
を
誘
致

し
た
と
し
て
、
材
料
や
部
品
を
中
央
か
ら

持
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
加
工
し
て
消
費
地

で
あ
る
中
央
に
送
り
返
す
の
で
あ
れ
ば
、

運
賃
は
二
重
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
要

す
る
に
地
方
に
は
産
業
誘
致
に
あ
た
っ

て
、
そ
の
産
業
が
そ
こ
に
根
付
か
な
け
れ
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か
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目
を
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