
2

神
野
直
彦
先
生

「
分
か
ち
合
い
」の
社
会
を
目
指
し
て

3
月
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
東
北
地
方
を
中
心
に
甚
大
な
被
害
を
も

た
ら
し
ま
し
た
。
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
多
く
の
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
謹
ん
で
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。

今
回
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
神
野
先
生
は
財
政
学
の
権
威
で
あ
り
、

地
域
社
会
再
生
に
関
し
て
明
確
な
考
え
を
お
持
ち
で
す
。

被
災
地
の
復
興
に
あ
た
っ
て
、
神
野
先
生
が
日
頃
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
地
域

社
会
再
生
に
関
す
る
お
考
え
を
是
非
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー東

京
大
学
名
誉
教
授
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─
は
じ
め
に
、
現
代
社
会
の
特
徴
、
抱
え
て

い
る
大
き
な
課
題
等
に
つ
い
て
、
先
生
の
お
感

じ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

今
、
私
た
ち
は
、
大
き
な
歴
史
の
曲
が
り
角

に
生
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
多

く
の
方
々
が
、
こ
の
認
識
を
お
持
ち
に
な
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
歴
史

の
大
転
換
期
に
な
り
ま
す
と
、
必
ず
ロ
ー
マ
法

王
が
「
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ル
ム
」（
ラ
テ
ン
語

で
革
新
の
意
味
）
と
い
う
、
世
界
の
司
教
や
信

徒
に
対
し
て
出
す
勅
令
を

回
す
、
す
な
わ
ち
、
回
勅

を
出
す
わ
け
で
す
。

「
現
在
、
2
つ
の
環
境
破

壊
が
進
行
し
て
い
る
」
と
、

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
2
世
は
強
い
警
告
を
お
出
し

に
な
っ
て
い
ま
す
。

1
つ
は
、
自
然
環
境
の
破
壊
で
す
。「
人
間

が
生
活
を
し
て
い
く
基
盤
で
あ
る
自
然
を
、
人

間
が
自
ら
破
壊
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
自
然
環
境

の
破
壊
に
つ
い
て
は
、
そ
ろ
そ
ろ
人
類
も
気
が

つ
き
始
め
て
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
だ
け
れ
ど
も
、

こ
の
自
然
環
境
の
破
壊
は
放
っ
て
お
く
と
と
ん

で
も
な
い
こ
と
に
な
る
と
よ
う
や
く
認
識
し
始

め
た
」と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。

も
う
1
つ
の
環
境
破
壊
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

れ
は
人
的
環
境
の
破
壊
で
す
。「
人
間
と
人
間

の
結
び
つ
き
が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
も
う
認
識
す
ら
あ
ま
り
さ
れ
な
い

ま
ま
進
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
警
告
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

現
在
、
私
た
ち
日
本
人
は
大
震
災
に
見
舞
わ

れ
て
い
て
、
私
た
ち
人
間
の
命
を
育
ん
で
く
れ

て
い
る
自
然
環
境
を
破
壊
す
る
と
同
時
に
、
私

た
ち
人
間
が
そ
の
大
地
の
上
に
結
び
つ
き
を
持

っ
て
営
ん
で
い
た
生
活
、
人
的
環
境
そ
の
も
の

も
破
壊
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
す
で
に
人
間

が
2
つ
の
環
境
の
破
壊
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
自
然
か
ら
ま
た
2
つ
の

環
境
破
壊
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
苦
し
ん
で

い
る
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
現
状
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

─
日
本
全
体
で
は
、
老
後
の
生
活
、
医
療
、

あ
る
い
は
年
金
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
社
会
保

障
に
お
け
る
不
安
感
や
日
本
の
先
行
き
に
対
す

る
閉
塞
感
や
不
透
明
感
、
不
安
感
を
大
多
数
の

国
民
が
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。そ

う
で
す
ね
。
し
か
し
、
国
民
は
本
当
に
老

後
の
生
活
が
で
き
な
い
と
か
、
そ
の
よ
う
な
不

安
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
法
王

が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
言
葉
を
使
え
ば
、
人
的

環
境
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
か
ら
不
安
だ
と
思
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

自
然
災
害
は
い
つ
で
も
来
ま
す
か
ら
。
私
た

ち
が
失
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
の
は
、
人
的
環

境
、
言
い
換
え
ま
す
と
、
共
同
体
意
識
と
い
う

こ
と
で
す
。
共
同
体
意
識
と
は
何
か
と
い
い
ま

す
と
、
社
会
の
構
成
員
が
、
自
分
た
ち
の
仲
間

が
お
互
い
に
不
幸
に
な
ら
な
い
こ
と
、
お
互
い

に
幸
福
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
確

信
の
こ
と
を
共
同
体
意
識
と
言
っ
て
い
ま
す
。

家
族
と
い
う
基
盤
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
家

族
の
中
で
は
そ
の
家
族
の
誰
も
が
不
幸
に
な
ら

な
い
こ
と
を
願
っ
て
い
て
、
誰
も
が
幸
福
に
な

る
こ
と
を
願
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
が

あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、安
心
で
き
る
の
で
す
。

PROFILE
【じんの なおひこ】1946年生まれ。1969年東京大学経済学部経済学科卒
業。同年、日産自動車株式会社入社。その後、東京大学大学院経済学
研究科博士課程単位取得。1983年大阪市立大学経済学部助教授に就任。
1990年に東京大学経済学部に移り、1992年東京大学経済学部教授就任。
2003年10月から2005年9月まで、東京大学大学院経済学研究科長を歴任。
2009年3月　東京大学大学院経済学研究科教授を定年退官。
現在は、東京大学名誉教授であり、地方財政審議会会長を務める。主要
な著作として、『システム改革の政治経済学』1998年（1999年度エコノ
ミスト賞受賞）岩波書店、『地域再生の経済学』、2002年（2003年度石
橋湛山賞受賞）中央公論新社、『財政のしくみがわかる本』、2007年　岩
波ジュニア新書、『「分かち合い」の経済学』、2010年　岩波書店　等多数。

い
ま
、

２
つ
の
環
境
破
壊
が
進
行
し
て
い
る

『「分かち合い」の経済学』
なぜ、今、分かち合いが必要か
渾身の一作
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─
他
者
の
成
功
が
自
分
の
成
功
で
も
あ
る
と

い
う
素
直
な
結
び
つ
き
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
安
心
だ
と

思
い
ま
す
。
例
え
ば
、小
泉
内
閣
の
と
き
に
、「
こ

の
年
金
改
革
を
す
れ
ば
1
0
0
年
安
心
の
年
金

制
度
だ
か
ら
、
1
0
0
年
間
安
心
だ
」
と
言

っ
た
わ
け
で
す
。
今
か
ら
1
0
0
年
前
と
い
う

の
は
日
露
戦
争
を
や
っ
て
い
る
と
き
で
す
か
ら
、

日
露
戦
争
を
や
っ
て
い
る
と
き
に
「
1
0
0
年

後
の
あ
な
た
の
生
活
を
保
障
す
る
制
度
を
作
る

ん
だ
。
こ
れ
が
そ
う
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
も
、

そ
れ
は
無
意
味
な
話
だ
と
い
う
こ
と
は
、
誰
が

考
え
て
も
わ
か
る
の
で
す
。

年
金
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
が
人
々
に
安
心

を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
年
金
を
支
え

て
い
る
共
同
体
意
識
、
そ
の
市
民
的
な
意
識
が

安
心
を
も
た
ら
す
の
で
す
。
日
本
人
が
不
安
だ

と
感
じ
て
い
る
根
本
的
な
認
識
の
背
後
に
あ
る

も
の
は
、
共
同
体
意
識
の
崩
壊
だ
と
思
い
ま
す
。

─
そ
の
共
同
体
意
識
を
考
え
る
上
で
、
地
方

都
市
に
お
け
る
人
口
流
出
や
衰
退
に
つ
い
て
、

先
生
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
願
え
ま
す
か
。

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
地
方
か
ら

東
京
圏
、
名
古
屋
圏
、
大
阪
圏
と
い
う
三
大
都

市
圏
に
大
規
模
に
流
入
し
た
の
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
高
度
成
長
期
で
す
。
そ
れ
は
、
都

市
に
工
場
が
た
く
さ
ん
立
地
し
、
働
き
口
が
あ

り
ま
し
た
。
地
方
に
は
働
き
口
が
な
か
っ
た
の

で
、
三
大
都
市
圏
に
出
て
行
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
と
き
に
は
、
地
域
間
の
所
得
間
格
差
は
減

少
し
て
い
ま
す
。
貧
し
い
働
き
口
の
な
い
人
が

東
京
に
出
て
行
っ
て
働
く
よ
う
に
な
る
わ
け
で

す
か
ら
、
地
域
間
の
所
得
間
格
差
は
減
少
し
て

い
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
所
得
間
格
差
が
平
準

化
し
て
い
き
ま
す
。
貧
し
い
地
域
か
ら
貧
し
い

人
々
が
豊
か
な
所
に
出
て
行
き
ま
す
の
で
、
薄

ま
る
わ
け
で
す
。

そ
の
結
果
、
起
き
た
問
題
が
過
疎
・
過
密
で

す
。
東
京
圏
あ
る
い
は
大
阪
圏
に
お
い
て
、
人

口
流
入
に
よ
り
、
そ
の
地
域
で
生
活
を
し
て
い

く
だ
け
の
イ
ン
フ
ラ
が
追
い
つ
か
な
く
な
り
、
東

京
で
は
過
密
現
象
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

逆
に
、
人
口
流
出
し
た
地
方
で
は
過
疎
問
題
が

起
き
、
過
疎
・
過
密
の
解
消
に
日
本
は
取
り
か

か
り
ま
し
た
。

1
9
7
0
年
代
、
三
大
都
市
圏
か
ら
、
工

場
を
地
方
に
分
散
す
る
と
い
う
政
策
を
打
ち
ま

し
た
。
事
実
、
1
9
7
0
年
代
の
後
半
、
地
方

か
ら
の
人
口
の
流
出
が
止
ま
り
ま
し
た
。
逆
に
、

地
方
に
三
大
都
市
圏
か
ら
流
入
す
る
と
い
う
現

象
す
ら
起
き
る
時
代
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
21
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
ま
た
始

ま
っ
た
地
方
か
ら
の
流
出
は
、
ま
っ
た
く
違
っ

た
様
相
を
呈
し
て
き
ま
す
。
地
方
か
ら
の
人
口

の
流
出
規
模
が
高
度
成
長
期
に
比
べ
る
と
問
題

に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

─
重
化
学
工
業
時
代
の
高
度
成
長
期
の
よ
う

で
は
な
く
で
す
か
。

移
動
の
規
模
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
豊
か
な
人
が
移
動
し
て
い
る
の
で
す
。

貧
し
い
人
々
は
移
動
で
き
ま
せ
ん
。
高
度
成
長

期
と
違
い
ま
す
の
で
、
そ
ん
な
に
高
い
住
居
費

を
払
っ
て
、
独
身
寮
や
社
宅
を
準
備
し
、
大
歓

迎
で
人
を
呼
び
ま
す
よ
、と
い
う
よ
う
に
、東
京
・

名
古
屋
・
大
阪
に
労
働
市
場
が
あ
る
か
と
い
い

ま
す
と
、
あ
り
ま
せ
ん
。
出
て
行
く
に
は
よ
ほ

ど
の
お
金
を
持
っ
た
人
で
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ

ん
。
そ
う
で
な
い
限
り
は
出
て
来
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

産
業
構
造
が
大
き
く
変
わ
り
、
工
場
は
地
方

に
立
地
し
、
管
理
機
能
や
企
画
機
能
、
製
品
開

発
な
ど
の
開
発
機
能
が
三
大
都
市
圏
に
集
ま
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
ソ
フ
ト
の
時
代
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
1
9
9
0
年
代
に
な
り
ま
す
と
地
方
に

あ
っ
た
工
場
が
、
ア
ジ
ア
に
み
ん
な
抜
け
出
し

て
行
き
ま
す
。
世
界
的
に
工
場
を
動
か
し
、
事

業
を
や
り
ま
す
の
で
、
企
画
や
管
理
機
能
を
中

心
都
市
で
あ
る
東
京
に
集
め
よ
う
と
す
る
わ
け

で
す
。
工
場
は
分
散
し
て
海
外
に
出
し
て
い
ま

す
か
ら
、
今
ま
で
各
地
方
に
あ
っ
た
支
店
や
支

社
や
出
張
所
を
閉
め
て
東
京
に
集
め
ま
す
。
大

企
業
の
支
社
に
勤
め
て
い
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

の
人
た
ち
が
、
東
京
に
集
ま
る
こ
と
に
な
る
わ

制
度
で
は
な
く
、

共
同
体
意
識
が
安
心
を
も
た
ら
す
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け
で
す
。

そ
し
て
も
う
1
つ
現
象
が
起
き
ま
す
。
地
方

に
本
社
が
あ
り
発
展
し
て
い
る
企
業
が
、
東
京

の
支
社
機
能
を
強
め
て
地
方
か
ら
転
勤
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
東
京
に
集
ま
り
ま
す
か
ら
、

三
大
都
市
圏
に
人
口
流
入
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
東
京
へ
の
一
極
集
中
が
進
ん
で
い
る
の
で

す
。
大
阪
も
単
な
る
1
つ
の
地
方
都
市
に
な
っ

て
人
口
が
流
出
し
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ

ス
ゼ
ロ
で
、
ど
う
に
か
な
っ
て
い
た
の
が
名
古

屋
圏
で
す
。
こ
れ
は
世
界
的
な
メ
ー
カ
ー
の
本

社
が
あ
る
か
ら
で
す
。

大
学
進
学
で
東
京
に
出
て
く
る
と
い
う
パ
タ

ー
ン
は
、
今
も
高
度
成
長
期
の
頃
と
変
わ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
東
京
の
大
学
に

出
て
こ
ら
れ
る
人
と
い
う
の
は
豊
か
な
家
庭
に

限
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

人
口
は
、
と
言
い
ま
す
と
、
日
本
全
体
と
し

て
は
減
る
一
方
に
な
り
ま
す
。
既
に
東
京
は
半

分
以
上
の
人
が
単
身
世
帯
で
す
。
出
生
率
は

0
・
9
程
度
で
す
。
東
京
に
出
て
く
る
と
き
は

1
人
で
す
か
ら
、
東
京
は
独
り
者
が
住
む
社
会

に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
日
本
全
体
が
産
業
構

造
の
転
換
に
対
応
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
基

本
的
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

─
産
業
構
造
と
福
祉
と
い
う
視
点
で
、
日
本

の
経
済
社
会
の
歴
史
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
願
え

ま
す
か
。

元
々
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
、
軽
工
業
の

時
代
に
は
、「
小
さ
な
政
府
」
と
言
わ
れ
、
政

府
が
国
民
の
生
活
を
保
障
す
る
必
要
は
な
い
と

さ
え
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
生
活
の
機
能
は
、

家
族
に
よ
る
も
の
が
大
き
か
っ
た
わ
け
で
す
。

家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
中
心
に
な
っ
て
生
活

を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

軽
工
業
の
時
代
に
は
、
男
性
は
外
に
働
き
に

は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
働
き
に
行
っ
て
い
た
人

た
ち
は
女
性
な
の
で
す
。
日
本
で
い
え
ば
製
糸

工
場
、
綿
織
物
工
場
で
働
い
て
い
た
人
た
ち
は

み
ん
な
女
性
で
し
た
。
女
性
が
人
生
の
一
時
期

に
家
計
を
補
充
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
賃
金
を

稼
い
で
い
た
わ
け
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

昭
和
30
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
6
割
が
ま
だ
農
民

で
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
福
祉
国
家
（
大
き
な

政
府
）
と
言
わ
れ
て
い
る
重
化
学
工
業
社
会
で

は
、
失
業
す
れ
ば
失
業
保
険
、
年
を
と
っ
て
働

け
な
く
な
れ
ば
年
金
、
病
気
に
な
れ
ば
医
療
保

険
、
一
定
の
賃
金
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
生
活
保

護
と
い
う
形
で
、
一
定
の
現
金
を
再
分
配
す
る

こ
と
に
よ
り
、
あ
と
の
こ
と
は
家
庭
内
で
や
れ

ば
い
い
と
い
う
時
代
が
で
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
企
画
や
サ
ー
ビ
ス
産
業
や
知
識

集
約
産
業
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
産
業
が
増
加
し
て

き
ま
す
と
、
こ
れ
ら
の
産
業
で
は
、
筋
肉
労
働

で
は
な
く
頭
脳
労
働
と
な
り
ま
す
。
人
の
世
話

を
す
る
、
人
間
的
な
接
触
に
か
か
わ
る
よ
う
な

労
働
が
増
え
て
き
ま
す
の
で
、
女
性
も
大
量
に

労
働
市
場
に
進
出
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の

結
果
、
正
当
な
理
由
で
賃
金
を
失
っ
た
ら
現
金

を
再
分
配
し
ま
す
、
と
い
う
現
金
給
付
に
よ
る

保
障
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
逆
に
そ
れ
だ
け
で

あ
れ
ば
、
格
差
や
貧
困
が
増
大
し
て
し
ま
う
と

い
う
皮
肉
な
結
果
が
起
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
女

性
が
や
っ
て
い
た
育
児
や
養
老
な
ど
、
家
庭
内

で
の
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ア
の
代
わ
り
に
「
保
育
の

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
」「
医
療
の
サ
ー
ビ
ス

現
金
給
付
と
サ
ー
ビ
ス
給
付
、

そ
れ
は
時
代
に
応
じ
て
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を
提
供
し
ま
す
」「
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

ま
す
」
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
給
付
が
な
い
と
、
家

庭
内
で
の
無
償
労
働
に
足
を
引
っ
張
ら
れ
な
が

ら
労
働
市
場
に
出
て
く
る
人
と
、
そ
こ
か
ら
完

全
に
解
放
さ
れ
て
自
由
に
労
働
市
場
に
出
て
く

る
人
と
二
通
り
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
市
場
と
パ
ー

ト
の
労
働
市
場
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

労
働
市
場
の
二
極
化
で
す
。
こ
れ
が
昨
今
日
本

で
言
わ
れ
て
い
る
格
差
社
会
の
原
因
で
す
。
労

働
市
場
が
二
極
化
し
て
フ
ル
タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
、

こ
れ
は
正
規
と
非
正
規
と
言
い
換
え
て
も
構
い

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
労
働
市
場
が

ひ
と
た
び
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
不
況
の
と

き
に
は
新
し
く
学
校
を
出
て
労
働
市
場
に
参
加

す
る
人
を
パ
ー
ト
や
非
正
規
の
労
働
市
場
で
受

け
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
現
金
給
付
だ
け
で
は
な
く
、

サ
ー
ビ
ス
給
付
と
セ
ッ
ト
で
国
民
の
生
活
を
保

障
し
て
い
か
な
い
と
、
格
差
や
貧
困
が
溢
れ
出

て
し
ま
い
ま
す
。

─
重
化
学
工
業
時
代
の
大
き
な
政
府
に
よ
る

福
祉
国
家
で
の
所
得
再
分
配
の
時
代
は
、
な
ぜ

行
き
詰
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

人
間
は
人
間
と
し
て
成
長
し
て
い
く
上
に
お

い
て
、
よ
り
人
間
的
な
社
会
を
作
り
上
げ
て
い

き
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ

2
世
は
、
人
間
の
欲
求
に
は
h
a
v
i
n
g
、

つ
ま
り
所
有
欲
求
と
、
b
e
i
n
g
、
存
在
欲

求
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。私
た
ち
は
、

h
a
v
i
n
g（
所
有
欲
求
）に
豊
か
さ
を
感
じ
、

b
e
i
n
g
の
欲
求
で
幸
福
を
感
じ
る
の
で
す
。

b
e
i
n
g
と
い
う
の
は
、
人
間
と
人
間
と
が

触
れ
合
い
た
い
、
共
生
し
た
い
、
人
間
と
自
然

が
調
和
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
幸
福

が
満
た
さ
れ
る
欲
求
で
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
「
幸
福
だ
な
と
思
う
と

き
は
、
物
を
持
っ
て
い
た
と
き
で
は
な
く
、
お

父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
と
の
触
れ
合
い
、
家
族
と

の
触
れ
合
い
。
そ
う
い
う
中
で
幸
せ
だ
な
と
実

感
す
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
に
子
ど
も
た

ち
に
教
え
ま
す
。
日
本
の
重
化
学
工
業
社
会
、

あ
る
い
は
そ
の
上
に
付
け
ら
れ
て
い
た
福
祉
国

家
と
い
う
の
は
、
h
a
v
i
n
g
つ
ま
り
所
有

欲
求
を
追
求
す
る
た
め
に
存
在
欲
求
を
犠
牲
に

し
た
社
会
で
す
。
し
か
し
、
貧
困
を
解
消
す
る

た
め
に
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
欠
乏

が
あ
る
程
度
解
消
さ
れ
た
以
上
、
私
た
ち
は
、

こ
れ
か
ら
は
人
間
的
な
欲
求
で
あ
る
存
在
欲
求

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
生

活
水
準
を
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

生
活
様
式
を
充
実
さ
せ
て
い
く
方
向
に
か
じ
を

切
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
自
然
環
境
保
護
の
問

題
も
含
め
、「
こ
れ
か
ら
は
本
当
に
人
間
が
ど
う

す
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を

追
求
す
る
よ
う
な
時
代
に
な
る
の
で
す
。

─
こ
こ
で
日
本
の
現
状
に
目
を
移
し
ま
す
と
、

政
治
・
経
済
面
で
は
郵
政
改
革
な
ど
、
規
制
緩

和
や
市
場
主
義
と
か
、
民
営
化
す
れ
ば
明
る
い

Having（所有欲求）と
Being（存在欲求）
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将
来
が
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
と
映
る
政
策
が
打

ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
。

映
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
と
き
の

合
言
葉
は
い
つ
も
「
ス
ピ
ー
ド
！
ス
ピ
ー
ド
！

ス
ピ
ー
ド
！
」
な
の
で
す
。
つ
ま
り
国
民
に
冷

静
に
判
断
さ
れ
て
は
困
る
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
改
革
、
そ
の
と
き
の
合
言
葉
は
、「
ス
ロ

ー
ア
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
カ
ー
ム
ダ
ウ
ン
」
で
す
。

ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
冷
静
に
、
な
の
で
す
。
1

つ
の
時
代
が
エ
ン
ジ
ン
を
吹
か
し
て
さ
え
い
れ
ば

い
い
と
い
う
時
代
で
は
な
く
、
か
じ
を
右
に
切

れ
ば
い
い
か
、
左
に
切
れ
ば
い
い
か
、
ど
ち
ら

に
切
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
き
に
は
、
慎
重

に
考
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
車
を
止
め
て
、
ど

ち
ら
の
方
向
に
動
か
し
た
ら
い
い
の
か
、
地
図

を
確
認
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
時
代

を
前
提
に
考
え
て
は
駄
目
な
わ
け
で
す
。

冷
静
に
考
え
ま
す
と
、
例
え
ば
郵
便
局
を
民

営
化
し
て
も
自
分
の
生
活
に
あ
ま
り
影
響
が
な

い
と
わ
か
る
は
ず
で
す
。
何
で
そ
ん
な
こ
と
で
世

界
が
変
わ
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
1
つ
重
要
な
点
と
し
て
、
日
本
の
欠
点

は
、
同
調
を
強
制
す
る
社
会
な
の
で
す
。
こ

れ
は
日
本
に
来
た
フ
ラ
ン
ス
人
が
び
っ
く
り
し

た
話
で
す
。
例
え
ば
、
子
ど
も
が
隣
の
答
案
を

見
る
行
為
を
し
た
と
き
、
日
本
の
子
ど
も
は
隣

の
子
ど
も
の
答
案
を
見
て
、「
答
え
が
同
じ
だ
、

良
か
っ
た
」
と
思
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
隣
の
子
ど
も
の
答
案
を
見
て
、「
答

え
が
同
じ
で
な
い
。
良
か
っ
た
」
と
思
い
ま
す
。

今
の
時
代
、
き
ち
ん
と
し
た
設
計
図
を
描
い

て
、「
新
し
い
私
た
ち
の
社
会
は
こ
う
だ
」
と
示

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

利
害
が
あ
る
の
で
、
新
し
い
社
会
の
図
柄
を
描

く
の
は
大
変
で
す
。

─
そ
の
視
点
も
踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
の
地
域

社
会
再
生
を
ど
う
進
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

例
え
ば
、
工
業
で
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
地
域

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
、
生
活
様
式
、

人
間
と
自
然
と
の
暗
黙
知
、
昔
か
ら
伝
わ
っ
て

い
る
知
恵
を
発
展
さ
せ
て
、
そ
れ
を
中
心
に
再

生
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起

き
て
い
る
持
続
可
能
な
都
市
（
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ

ル
・
シ
テ
ィ
）
の
運
動
で
す
。

地
域
に
は
そ
の
地
域
で
の
生
活
を
発
展
さ
せ

て
い
く
の
に
十
分
な
資
源
が
あ
り
、
そ
れ
を
人

間
の
知
恵
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地

域
の
都
市
の
再
生
の
基
盤
を
作
っ
て
い
か
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
発
展
（
デ
ペ
ロ
ッ
プ
）
と

い
う
の
は
、
エ
ン
ベ
ロ
ー
プ
、
つ
ま
り
包
み
込

む
と
い
う
こ
と
の
反
対
語
で
す
の
で
、
内
在
し

て
い
る
も
の
を
開
花
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の
が
発

展
で
す
。
外
か
ら
他
の
力
を
加
え
て
変
形
す
る

こ
と
は
、
発
展
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
卵
が
幼
虫

に
、
幼
虫
が
サ
ナ
ギ
に
、
サ
ナ
ギ
が
成
虫
に
発

展
す
る
の
は
、
デ
ペ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
だ
し
、
成

長
す
る
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
。
木
が
机
に

発
展
し
た
と
は
言
わ
な
い
で
す
。
と
こ
ろ
が
日

本
で
は
、
発
展
な
き
成
長
を
や
ろ
う
と
し
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
そ
の
地
域
社
会
に
あ
る
か
け
が

え
の
な
い
資
源
や
、
か
け
が
え
の
な
い
人
材
を

発
展
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
他
の
力
に
よ
っ
て

量
的
に
拡
大
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
日
本
の

地
域
社
会
の
発
展
の
過
ち
で
す
。
1
9
9
0
年

代
に
工
場
が
地
域
か
ら
海
外
流
出
し
て
し
ま
っ

た
ら
、
何
も
残
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

生
活
様
式
を
守
り
、
そ
の
地
域
か
ら
暗
黙
知

と
言
わ
れ
て
い
る
祖
先
の
知
恵
を
発
展
さ
せ
て

い
く
と
、
そ
の
地
域
の
発
展
は
開
花
し
ま
す
。

そ
う
い
う
発
展
を
し
て
い
る
か
、
い
な
い
か
と
い

う
の
は
、
町
並
み
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
、
一
極
集
中
は
絶
対
し
な
い
の
は
、

文
化
を
守
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
文
化
を
守
っ

て
い
る
証
拠
は
町
並
み
が
崩
れ
な
い
こ
と
で
す
。

簡
単
に
言
え
ば
、
近
代
的
な
ビ
ル
が
建
っ
て
い

た
ら
、
こ
の
地
域
は
駄
目
だ
と
見
て
も
ら
え
ば

い
い
の
で
す
。
近
代
的
な
ビ
ル
が
建
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
日
本
と
発
展
途
上
国
だ
け
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
近
代
的
な
ビ
ル
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
。
近
代
的
な
ビ
ル
が
あ
る
国
々
で
は
、

一
極
集
中
は
止
ま
ら
な
い
で
す
。

公
共
心
、

お
互
い
に
助
け
合
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
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─
少
し
話
を
変
え
ま
し
て
、
税
負
担
に
つ
い

て
は
如
何
で
す
か
。
日
本
よ
り
も
税
金
の
高
い

国
も
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
低
い
国
も
あ
る
と

…
…
。

あ
り
ま
せ
ん
。
O
E
C
D
で
統
計
が
取
れ
る

国
を
見
る
限
り
、
日
本
よ
り
税
負
担
率
の
低
い

国
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
日
本
は
21
％
で
す
が
、

一
番
高
い
国
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
70
％
で
す
。

─
社
会
保
険
料
を
含
む
の
で
は
な
く
、
税
金

だ
け
で
す
か
。

税
金
だ
け
で
す
。
社
会
保
障
を
加
え
ま
す
と
、

例
え
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
社
会
保
障
負
担
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
7
割
ち
ょ
っ
と
で

す
。
日
本
は
26
％
く
ら
い
で
す
。

─
社
会
保
険
料
も
含
め
て
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
日
本
の
国
民
は
重
税
感
を
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
や
は
り
所
得
の
再
分
配
が
国
民
か
ら
見

え
て
い
る
か
ど
う
か
で
し
ょ
う
か
。

重
税
感
は
税
率
の
問
題
で
は
な
い
と
考
え
ま

す
。
他
人
を
信
用
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
調
査
で
は
、
世
界

の
中
で
日
本
は
今
、
他
人
を
信
用
で
き
な
い
と

感
じ
て
い
る
人
が
非
常
に
多
い
国
に
な
っ
て
い

ま
す
。
他
人
を
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
共

同
体
意
識
の
強
さ
で
決
ま
っ
て
き
ま
す
。

共
同
体
意
識
を
強
め
る
に
は
公
共
心
、
お
互

い
に
助
け
合
っ
て
い
く
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
不
思

議
な
こ
と
に
明
治
時
代

か
ら
そ
う
で
す
が
、
大

災
害
が
起
き
ま
す
と
か

な
り
の
額
の
義
援
金
が

集
ま
る
と
い
う
の
は
日
本

の
特
色
な
の
で
す
。
例

え
ば
、
関
東
大
震
災
当
時
の
評
価
で
は
、「
こ

の
復
興
で
い
ろ
い
ろ
成
功
や
失
敗
も
あ
り
ま
し

た
が
、
何
よ
り
も
今
回
の
災
害
で
良
か
っ
た
こ

と
は
、
国
民
さ
ら
に
は
世
界
の
人
々
が
団
結
し

て
貧
し
い
人
々
の
た
め
に
義
援
を
し
た
こ
と
で

す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
税
金
を

払
う
こ
と
と
、
義
援
金
を
出
す
こ
と
は
使
い
道

に
お
い
て
は
同
じ
は
ず
で
す
。
本
来
、
公
共
心

に
基
づ
い
て
税
も
負
担
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が

現
在
、
欠
け
て
い
る
と
い
う
の
が
一
番
大
き
い

と
思
い
ま
す
。

財
政
と
い
う
の
は
、
国
民
が
主
人
に
な
っ
て

運
営
す
る
経
済
で
す
。
市
場
経
済
で
は
ど
う
し

て
も
購
買
力
の
あ
る
人
が
力
を
握
り
ま
す
が
、

誰
も
が
同
じ
権
利
で
も
っ
て
運
営
し
て
い
る
は

ず
の
経
済
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
と
い
う
の
は
、

国
民
の
責
任
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
の
問
題

が
出
て
く
る
と
、「
い
い
指
導
者
が
出
て
こ
な
い

か
」
と
、
い
つ
も
期
待
し
て
し
ま
う
、
自
分
た

ち
で
考
え
な
い
の
で
す
。

国
民
は
政
治
を
観
客
用
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
見

て
し
ま
う
、
野
球
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
観
客

と
し
て
見
る
の
で
す
。
観
客
用
ス
ポ
ー
ツ
と
し

て
政
治
を
見
て
し
ま
う
と
、
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
も

の
に
関
心
が
行
か
な
く
な
っ
て
、
勝
つ
か
負
け

る
か
に
関
心
が
行
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
政
治

そ
の
も
の
に
関
心
が
行
か
な
く
な
っ
て
、
勝
つ

か
負
け
る
か
に
関
心
が
行
っ
て
し
ま
う
と
警
告

し
た
い
の
で
す
。

─
最
後
に
、
読
者
で
あ
る
地
方
公
務
員
の
皆

さ
ん
向
け
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

危
機
の
時
代
と
い
う
歴
史
の
峠
に
生
き
る
私

た
ち
の
使
命
は
、「
予
言
の
自
己
成
就
」
で
す
ね
。

「
予
言
の
自
己
成
就
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
な

る
と
確
信
す
れ
ば
、
そ
の
確
信
が
強
け
れ
ば
強

政
治
は
、
国
民
に
と
っ
て

観
客
用
ス
ポ
ー
ツ
な
の
か
？
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い
ほ
ど
、
実
現
さ
れ
る
確
率
が
高
ま
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
肯
定
的
な
未
来
を
描
け
ば
、
そ
の

よ
う
に
な
る
確
率
が
高
ま
り
ま
す
の
で
、
私
た

ち
は
し
っ
か
り
と
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
く
た
め
に
何
を
す
る
か

と
言
う
と
、「
問
題
点
を
明
確
に
分
析
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
問
題
点
を
分
析
す
れ
ば
、
答

え
の
半
分
は
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
で
は
子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
い
ま
す
。

地
球
の
温
暖
化
問
題
を
解
決
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

本
質
的
に
分
析
さ
れ
た
上
で
打
た
れ
た
政
策
で

な
け
れ
ば
駄
目
な
わ
け
で
す
。
節
電
の
た
め
に

ネ
ク
タ
イ
を
取
ろ
う
と
か
、
そ
う
い
う
政
策
を

打
つ
だ
け
で
は
駄
目
な
の
で
す
。

も
う
1
つ
重
要
な
点
は
、
人
間
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
（
働
く
意
欲
）
は
、
金
銭
的
な
増
加
よ

り
も
、ミ
ッ
シ
ョ
ン
思
考
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

使
命
を
果
た
す
か
、
果
た
さ
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

「
イ
ー
ス
タ
リ
ン
の
逆
説
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
イ
ー
ス
タ
リ
ン
は
、
所
得
が
上
昇
し
て

い
く
に
つ
れ
て
、
人
間
が
幸
福
に
な
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
統
計
的
に
分
析
し
よ
う
と
し
た
学

者
で
す
。
確
か
に
、
貧
困
で
あ
る
が
ゆ
え
に
病

気
に
な
っ
た
り
し
て
不
幸
に
な
り
、
所
得
が
上

が
れ
ば
幸
福
に
は
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
一
定
の
水
準
を
超
え
る
と
止
ま
っ
て
し
ま

う
と
い
う
の
が
「
イ
ー
ス
タ
リ
ン
の
逆
説
」
で
す
。

私
た
ち
人
間
は
あ
る
一
定
の
生
活
水
準
を
得

れ
ば
、
あ
と
は
、
使
命
、
自
分
の
社
会
に
お
け

る
役
割
と
い
う
こ
と
が
、
働
く
意
欲
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

地
方
公
務
員
の
場
合
、
公
に
奉
仕
を
す
る
と

い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
ら
な

い
と
駄
目
で
す
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
動
く
と
い
う

こ
と
を
忘
れ
な
け
れ
ば
、
社
会
全
体
も
良
く
な

り
ま
す
。

も
う
1
つ
は
、
目
標
管
理
で
す
。
自
分
で
目

標
を
設
定
す
る
と
や
る
気
に
な
る
の
で
す
。
人

か
ら
設
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
や
る
気
に
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
体
脂
肪
を

1
週
間
で
ど
れ
だ
け
減
ら
す
と
か
、
自
分
で
目

標
を
設
定
し
て
い
る
か
ら
や
る
気
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
他
人
に
強
制
さ
れ
る
と
や
る
気
に
な

ら
な
い
で
す
。
自
分
で
問
題
点
を
見
出
し
て
、

自
分
で
解
決
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
使
命

を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

─
「
分
か
ち
合
い
」
の
社
会
に
つ
い
て
、
自

分
自
身
で
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
本
日
は
ご
多
忙
の
中
、
貴
重
な
お
時
間
を

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
：
協
会
職
員　

岡
山
三
治
）

「
予
言
の
自
己
成
就
」


