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経済と人間
　

私
は
今
か
ら
10
年
ほ
ど
前
か
ら
、
京
都

府
茶
業
会
議
所
の
支
援
を
得
て
、
茶
の

フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
（
生
産
│
流
通
│
消

費
）
に
注
目
し
、
各
段
階
の
現
状
と
課
題

を
整
理
し
、
茶
業
活
性
化
の
方
策
を
示
す

研
究
を
し
て
い
ま
す
。
研
究
の
き
っ
か
け

は
、
食
生
活
の
洋
風
化
・
簡
便
化
志
向
の

高
ま
り
に
よ
り
、
年
々
リ
ー
フ
緑
茶
離
れ

が
進
み
、
伝
統
的
産
地
の
宇
治
で
さ
え
苦

境
に
陥
っ
て
い
る
の
で
、
振
興
策
を
提
案

し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
を
受
け
た
こ
と

で
し
た
。
宇
治
茶
業
の
振
興
策
を
検
討
す

る
過
程
で
、
私
は
喫
茶
史
の
数
々
の
魅
力

に
引
き
込
ま
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

大
多
数
の
人
に
と
っ
て
お
茶
は
「
の
ど

の
渇
き
を
潤
す
飲
料
」
に
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
私
は
宇
治
茶
の
研
究
を

始
め
た
当
初
か
ら
、
単
な
る
飲
料
と
は
思

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
ら
か
に
他
の
飲
料

に
は
な
い
精
神
性
・
文
化
性
を
備
え
て
お

り
、深
く
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
、歴
史
に

裏
打
ち
さ
れ
た
奥
深
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
代
表
す
る

侘
び
茶
の
基
礎
は
、
15
世
紀
後
半
、
村
田

珠
光
に
よ
っ
て
築
か
れ
ま
し
た
。
珠
光
は

奈
良
の
生
ま
れ
で
、
の
ち
に
京
都
に
出
て

一
休
宗
純
に
参
禅
し
、
茶
禅
一
味
の
境
地

に
至
り
ま
す
。
珠
光
の
茶
の
神
髄
は
、「
藁

屋
に
名
馬
を
つ
な
ぎ
た
る
が
よ
し
」
と
い

う
名
言
に
表
れ
て
い
ま
す
。
侘
び
た
る
も

の
（
す
な
わ
ち
藁
屋
）
に
名
馬
と
い
う
名

品
を
組
み
合
わ
せ
、
思
い
が
け
な
い
対
比

で
美
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
珠
光
が
理
想
と
し
た
侘
び
茶

を
完
成
さ
せ
た
茶
人
は
武
野
紹
鷗
で
す
。

紹
鷗
は
、『
新
古
今
集
』
に
あ
る
藤
原
定

家
の
有
名
な
歌
「
見
渡
せ
ば　

花
も
紅
葉

も　

な
か
り
け
り　

浦
の
苫
屋
の　

秋
の

夕
暮
」
の
な
か
に
、
草
庵
の
侘
び
茶
の
理

想
を
求
め
ま
す
。
つ
ま
り
、
花
や
紅
葉
を

十
分
眺
め
つ
く
し
て
は
じ
め
て
、
一
切
の

煩
悩
を
離
れ
た
無
一
物
の
世
界
（
す
な
わ

ち
苫
屋
の
寂
び
き
っ
た
風
景
）
が
展
開
す

る
と
い
う
わ
け
で
す
。
日
本
独
特
の
閑
寂

な
風
趣
、
精
神
的
奥
深
さ
が
感
じ
ら
れ
ま

す
よ
ね
。

　

武
野
紹
鷗
の
弟
子
で
あ
る
千
利
休
は
，

茶
道
を
ほ
ぼ
完
成
の
域
に
ま
で
高
め
た
人

物
で
す
。
茶
室
、
道
具
、
点
前
、
懐
石
、

精
神
性
な
ど
、
茶
の
湯
を
構
成
す
る
様
々

な
要
素
に
お
い
て
創
意
工
夫
を
重
ね
、
今

日
の
茶
道
の
原
型
を
整
え
ま
し
た
。
利
休

の
茶
の
精
神
は
、「
和
敬
清
寂
」
の
四
文

字
に
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。「
和
」
は
争

わ
な
い
で
仲
良
く
す
る
こ
と
、「
敬
」
は

相
手
を
尊
敬
す
る
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
、

「
清
」
は
心
の
中
を
清
く
保
つ
こ
と
、

「
寂
」
は
心
を
穏
や
か
に
す
る
こ
と
で

す
。
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
で
も
実
践

し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

茶
道
に
は
実
に
多
彩
な
道
具
が
用
い
ら

れ
、
日
本
の
美
術
工
芸
の
発
展
に
大
き
く

貢
献
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
桃
山
時
代
よ

り
江
戸
時
代
前
半
に
お
い
て
、
茶
陶
と
い

わ
れ
る
茶
道
用
の
陶
器
に
、
優
れ
た
作
品

が
次
々
と
誕
生
し
ま
す
。
楽
長
次
郎
を
祖

と
す
る
楽
焼
、
そ
の
流
れ
を
く
ん
で
登
場

す
る
本
阿
弥
光
悦
の
陶
芸
、
さ
ら
に
野
々

村
仁
清
や
尾
形
光
琳
・
乾
山
兄
弟
に
代
表

さ
れ
る
京
焼
の
華
麗
な
世
界
も
、
茶
人
の

要
請
に
応
じ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
す
。

美
術
館
の
展
示
で
彼
ら
の
茶
陶
を
鑑
賞

し
、
魅
了
さ
れ
た
ご
経
験
を
お
持
ち
の
方

も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

歴
史
を
専
攻
す
る
私
は
、
松
平
春
嶽
の

「
楽
し
み
は　

千ち
ふ
み文

八や
ほ
ふ
み

百
文　

ひ
も
と
き

て　

い
に
し
へ
人
を　

友
と
す
る
と
き
」

と
い
う
歌
に
と
て
も
共
感
を
覚
え
ま
す
。

多
く
の
文
献
を
読
ん
で
、
魅
力
満
載
の
喫

茶
文
化
を
築
き
上
げ
て
き
た
「
い
に
し
へ

人
」の
生
き
方
、考
え
方
に
ふ
れ
る
の
が
、

私
流
の
日
本
茶
の
愉
し
み
方
で
す
。
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日
本
茶
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力
と
愉
し
み
方
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