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シリーズチャペル＜経済と人間＞ 　

私
は
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
西

欧
で
、
経
済
学
と
い
う
学
問
が
産
声
を
上

げ
て
よ
ち
よ
ち
歩
き
を
始
め
た
頃
の
こ
と

を
研
究
し
て
い
ま
す
。
十
八
世
紀
か
ら

十
九
世
紀
と
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
独
立
や

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
っ
た
そ
れ
こ
そ
世
界

史
的
な
大
事
件
が
次
々
と
起
こ
る
の
で
す

が
、
黎
明
期
の
経
済
学
は
、
当
時
の
国
際

的
・
国
内
的
な
政
治
状
況
に
対
応
し
つ

つ
、
ま
た
他
方
で
そ
う
し
た
政
治
状
況
に

一
部
影
響
を
与
え
つ
つ
、
育
ま
れ
て
い
き

ま
し
た
。
経
済
と
政
治
と
の
関
係
や
理
念

の
組
み
合
わ
せ
は
極
め
て
多
様
で
あ
っ
た

わ
け
で
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
関
係
は

常
に
緊
張
を
孕
ん
だ
も
の
と
な
り
ま
し

た
。
当
時
の
経
済
学
者
た
ち
は
ま
ず
何
よ

り
も
「
良
き
社
会
」
を
構
想
す
る
い
わ
ば

「
社
会
哲
学
者
」
と
言
う
べ
き
存
在
だ
っ

た
の
で
す
。

　

実
は
、現
代
の
経
済
学
者
た
ち
も
、の
っ

ぺ
り
し
た
無
色
透
明
な
人
た
ち
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者

で
あ
り
日
本
で
も
有
名
な
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ

ツ
や
ク
ル
ー
グ
マ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は

リ
ベ
ラ
ル
派
を
代
表
す
る
経
済
学
者
で

す
。
他
方
、
皆
さ
ん
も
使
っ
て
い
る
教
科

書
を
執
筆
し
た
マ
ン
キ
ュ
ー
と
い
う
人

は
、
保
守
派
、
共
和
党
系
の
経
済
学
者
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
マ
ン

キ
ュ
ー
自
身
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま

す
。「
経
済
学
者
が
、
本
当
は
隠
し
て
お

き
た
い
秘
密
を
お
教
え
し
よ
う
。﹇
経
済

学
者
は
、﹈
経
済
学
者
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
政
治
哲
学
者
と
し
て
も
話
を
し
て
い

る
の
だ
。
つ
ま
り
は
、
世
界
の
仕
組
に
つ

い
て
の
理
解
だ
け
を
基
に
提
言
を
行
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
社

会
を
築
け
る
か
と
い
う
自
ら
の
判
断
も
そ

こ
に
加
え
て
い
る
」
の
で
す
。
が
、
こ
れ

が
「
隠
し
て
お
き
た
い
」
ほ
ど
不﹅

都﹅

合﹅

な﹅

真﹅

実﹅

で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
？
　

マ
ン

キ
ュ
ー
自
身
も
教
科
書
で
は
そ
う
し
て
い

る
よ
う
に
、
経
済
学
は
科
学
な
の
だ
、
理

論
と
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
全
く
客
観
的
な

学
問
な
の
だ
、
と
初
学
者
た
ち
に
繰
り
返

し
語
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際

は
、
自
ら
を
含
め
経
済
学
者
は
「
良
き
社

会
」
を
構
想
し
、
主
観
的
な
判
断
も
厭
わ

ず
下
す「
哲
学
者
」で
も
あ
る
か
ら
で
し
ょ

う
。
で
も
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は

不
都
合
な
真
実
な
ど
で
は
全
く
な
い
。
む

し
ろ
、
経
済
学
と
い
う
学
問
の
豊
か
な
伝

統
に
連
な
っ
て
い
る
証
拠
で
す
ら
あ
る
よ

う
に
思
う
の
で
す
。
先
述
の
よ
う
に
、
黎

明
期
の
経
済
学
者
た
ち
は
、何
よ
り
も「
良

き
社
会
」
を
探
究
し
た
社
会
哲
学
者
だ
っ

た
の
で
す
か
ら
。

経
済
学
は
社
会
の
構
造
や
根
本
を
分
析

す
る
に
非
常
に
鋭
利
な
ツ
ー
ル
を
い
ろ
い

ろ
提
供
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
お
陰
で
、

で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
明
確
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

る
に
、
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
は
、
こ

う
し
た
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
と

は
、
集
合
的
な
形
で
ト
レ
ー
ド
オ
フ
を
構

成
し
ま
す
。つ
ま
り
、Ａ
を
優
先
す
る
と
、

Ｂ
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
ず
、
Ｂ
を
優
先

す
る
と
…
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
す
。
そ

の
場
合
、
何
を
ど
れ
く
ら
い
優
先
す
べ
き

で
し
ょ
う
か
。
単
な
る
個
人
の
好
み
を
超

え
て
、
が
し
か
し
他
方
で
、
単
純
な
多
数

決
で
は
な
く
、「
良
い
社
会
」
の
あ
り
方

を
指
し
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う

か
。
実
は
、
こ
う
し
た
こ
と
こ
そ
、
経
済

学
者
た
ち
が
社
会
哲
学
者
と
し
て
長
き
に

渡
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
な
の
で

す
。
知
人
の
思
想
史
家
に
よ
れ
ば
、
現
代

は
、「
そ
れ
が
答
え
だ
！
」
と
言
っ
て
み

ん
な
を
従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ

ど
、「
み
ん
な
違
っ
て
そ
れ
で
い
い
」
な

ん
て
言
っ
た
ら
社
会
が
成
り
立
た
な
い
、

そ
う
い
う
時
代
だ
そ
う
で
す
。
も
し
彼
の

時
代
認
識
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に

経
済
学
を
経
て
考
え
抜
か
れ
た
「
社
会
哲

学
」
こ
そ
今
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
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