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経済と人間
　
「
経
済
学
」
と
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
事

柄
を
数
量
化
し
て
、
個
人
・
集
団
の
計
算

合
理
的
な
利
益
極
大
化
の
関
係
と
し
て
社

会
を
捉
え
る
学
問
だ
と
思
う
も
の
で
あ

る
。
確
か
に
経
済
学
は
そ
う
し
た
限
定
の

中
で
精
緻
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
依
存
し

過
ぎ
る
と
落
し
穴
に
陥
る
可
能
性
が
あ

る
。
人
間
の
行
動
や
社
会
の
動
き
は
非
計

算
的
・
非
合
理
的
な
動
機
に
よ
る
も
の
も

多
い
か
ら
で
あ
る
。
合
理
的
な
利
益
追
求

を
非
合
理
的
な
事
柄
を
通
じ
て
実
現
す
る

（
賽
銭
に
よ
る
商
売
繁
盛
の
祈
願
な
ど
）

の
み
な
ら
ず
、
利
益
計
算
で
は
損
を
し
て

も
「
し
た
い
か
ら
」「
す
べ
き
だ
か
ら
」

す
る
こ
と
が
あ
る
。
損
を
し
て
も
名
誉
に

か
け
て
人
や
社
会
に
奉
仕
す
る
と
か
、
信

義
や
伝
統
的
な
価
値
基
準
に
よ
っ
て
管

理
・
販
売
す
る
と
か
、
で
あ
る
。
そ
の
快

感
や
満
足
を
個
人
の
効
用
充
足
と
し
て
数

量
化
で
き
る
部
分
も
あ
る
が
、
と
り
わ
け

行
為
の
動
機
が
個
人
の
効
用
よ
り
も
社
会

や
集
団
・
共
同
体
の
全
体
に
お
け
る
意
義

を
志
向
す
る
場
合
、
計
算
よ
り
も
言
葉
に

よ
る
意
味
関
係
の
説
明
の
方
が
説
得
的
で

あ
る
。
数
量
化
で
き
な
い
文
化
的
・
慣
習

的
・
宗
教
的
な
事
柄
の
説
明
を
包
摂
す
る

広
義
の
経
済
学
・
経
済
思
想
が
必
要
と
な

る
。

　

そ
れ
を
強
く
意
識
し
た
経
済
学
・
経
済

思
想
は
歴
史
的
に
存
在
し
た
。
ド
イ
ツ
語

圏
で
は
１
９
２
０
〜
30
年
代
の
晩
期
歴
史

学
派
や
、
そ
の
ま
た
１
０
０
年
ほ
ど
前
の

ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
経
済
思
想
が
そ

う
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
〝Rom

antik
〞

（「
ロ
マ
ン
派
」）
は
18
世
紀
末
〜
19
世
紀

前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
運
動
で
あ

り
、
政
治
学
・
経
済
学
に
も
及
ん
だ
。
18

世
紀
の
啓
蒙
の
合
理
主
義
と
大
衆
化
と
、

産
業
革
命
に
よ
る
機
械
的
・
計
算
的
な
利

潤
追
求
と
に
反
発
し
、
非
合
理
的
な
側
面

を
有
す
る
人
格
を
重
視
し
て
、
そ
れ
ら
が

有
機
的
に
結
合
す
る
場
と
し
て
人
間
世
界

を
捉
え
た
。
そ
の
代
表
的
な
経
済
思
想
家

Ａ
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
１
７
７
９
〜
１
８
２
９

年
）
が
見
た
の
は
、
貴
族
に
よ
る
土
地
管

理
や
、
ギ
ル
ド
（
ツ
ン
フ
ト
）
に
よ
る
手

工
業
運
営
が
残
存
す
る
な
か
で
、
政
府
の

「
上
か
ら
」
の
近
代
化
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

が
破
壊
さ
れ
、
殖
産
興
業
が
な
さ
れ
て
い

た
ド
イ
ツ
で
あ
る
。

　

ミ
ュ
ラ
ー
も
時
代
の
趨
勢
が
産
業
化
で

あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
か
っ
た
し
、
昔
に

戻
せ
る
と
も
思
わ
な
か
っ
た
が
、
共
同
体

的
な
関
係
を
で
き
る
だ
け
残
し
て
（
あ
る

い
は
新
た
に
形
成
し
て
）
非
計
算
的
で
文

化
的
な
人
間
社
会
の
利
点
を
保
持
す
べ
き

だ
と
論
じ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の

称
賛
し
た
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
な
生

産
様
式
で
は
生
産
力
が
高
ま
る
が
、
数
量

的
な
利
潤
極
大
化
の
み
を
求
め
る
経
営
者

が
支
配
し
、
労
働
者
は
そ
の
た
め
の
手
段

と
し
て
使
わ
れ
、
道
徳
的
・
芸
術
的
な
要

素
を
備
え
た
人
格
と
し
て
陶
冶
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
他
方
、
ツ
ン
フ
ト
で
は
親
方

が
職
人
を
技
能
面
の
み
な
ら
ず
、
人
格
的

に
も
立
派
な
芸
術
家
と
し
て
育
て
た
。
近

代
的
な
生
産
様
式
が
伸
張
し
て
も
そ
う
し

た
側
面
を
い
か
に
保
持
す
る
の
か
、
と
彼

は
考
え
た
。
さ
ら
に
彼
が
提
起
し
た
の

は
、
計
算
的
理
性
が
支
配
的
に
な
り
同
時

代
の
様
々
な
個
人
や
集
団
（
現
在
世
代
）

の
間
で
激
し
い
利
益
競
争
が
生
じ
た
と

き
、
そ
の
利
益
追
求
は
現
存
す
る
競
争
者

の
「
刹
那
的
」
な
も
の
に
な
る
の
で
諸
世

代
（
過
去
世
代
か
ら
未
来
世
代
）
に
わ
た

る
意
志
や
希
望
の
継
承
は
な
さ
れ
な
い
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
現
代

の
文
化
継
承
や
環
境
保
護
に
も
通
ず
る
。
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