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シリーズチャペル＜経済と人間＞
　

み
な
さ
ん
は
「
経
路
依
存
性
（path 

dependence

）」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た

こ
と
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
。
経
路
依
存

性
と
は
、
制
度
や
仕
組
み
が
過
去
の
経
緯

や
歴
史
的
な
偶
然
、
初
期
状
態
な
ど
に

よ
っ
て
拘
束
（
ロ
ッ
ク
イ
ン
）
さ
れ
る
こ

と
を
言
い
ま
す
。

　

暮
ら
し
回
り
の
例
と
し
て
は
商
用
交
流

電
源
の
周
波
数
が
、
東
日
本
で
50
Ｈ
ｚ
と

西
日
本
で
60
Ｈ
ｚ
と
違
っ
て
い
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
明
治
時
代
に
、

関
東
で
は
、東
京
電
燈（
今
の
東
京
電
力
）

が
50
Ｈ
ｚ
仕
様
の
ド
イ
ツ
製
発
電
機
を
導

入
す
る
一
方
、関
西
で
は
、大
阪
電
燈
（
今

の
関
西
電
力
）
が
60
Ｈ
ｚ
仕
様
の
米
国
製

発
電
機
を
導
入
し
た
こ
と
に
由
来
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
を
起
点
に
各
地
の
電
力
供

給
網
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
東
西

の
周
波
数
の
違
い
が
形
成
さ
れ
、
ロ
ッ
ク

イ
ン
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

今
回
の
エ
コ
ノ
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
座
談
会

の
テ
ー
マ
は
「
大
阪
都
構
想
」
で
す
。「
大

阪
都
構
想
」
で
は
、
政
令
指
定
都
市
で
あ

る
大
阪
市
を
廃
止
す
る
一
方
、
大
阪
府
を

東
京
都
の
よ
う
な
都
区
制
度
に
移
行
す
る

こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
問

題
に
な
っ
た
「
府
市
合
わ
せ
（
不
幸
せ
）」

と
言
わ
れ
る
大
阪
府
市
の
仲
の
悪
さ
や

「
二
重
行
政
」
の
か
な
り
の
部
分
も
こ
の

「
経
路
依
存
性
」
で
説
明
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

　

大
阪
府
市
に
は
、
戦
後
間
も
な
く
か
ら

大
阪
市
域
拡
張
を
巡
る
対
立
が
あ
り
、

１
９
５
６
年
の
政
令
指
定
都
市
制
度
発
足

後
も
１
９
７
０
年
頃
ま
で
市
域
拡
張
を
め

ぐ
る
論
争
が
続
く
と
い
う
歴
史
が
あ
り
、

そ
れ
が
府
市
の
間
に
ロ
ッ
ク
イ
ン
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
阪
市
は
地
理
的
に
大
阪
府
の

ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

大
阪
府
は
府
下
市
町
村
の
た
め
に
、
補
完

行
政
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
公
共

サ
ー
ビ
ス
は
公
共
施
設
を
通
じ
て
供
給
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
大
阪
府
は
そ
の

サ
ー
ビ
ス
供
給
の
拠
点
を
交
通
の
便
利
な

大
阪
市
内
に
集
中
的
に
建
設
し
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
大
阪
市
は
大
阪
市
民
へ
の
サ
ー
ビ

ス
供
給
の
拠
点
を
大
阪
市
内
に
建
設
し
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
類
似
の
サ
ー
ビ
ス
の
供

給
拠
点
が
併
存
し
、「
二
重
行
政
」
が
発

生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
同
じ
府
県
と
政
令
指
定
都
市
と
の
関

係
で
あ
っ
て
も
、
他
で
は
大
阪
の
よ
う
な

「
府
市
合
わ
せ
」や
深
刻
な「
二
重
行
政
」

と
い
っ
た
事
態
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
兵
庫

県
と
神
戸
市
、
京
都
府
と
京
都
市
、
愛
知

県
と
名
古
屋
市
、
神
奈
川
県
と
横
浜
市
で

は
、
府
県
域
は
広
く
、
し
か
も
各
市
は
各

府
県
の
端
の
方
に
位
置
し
て
お
り
、
バ
ッ

テ
ィ
ン
グ
し
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
大
阪
府
市
の
抱
え

る
問
題
は
、
過
去
の
大
阪
市
域
拡
張
運
動

の「
し
こ
り
」と
い
う
歴
史
的
経
緯
や「
小

さ
な
大
阪
府
の
真
ん
中
に
大
き
な
大
阪
市

が
位
置
す
る
」
と
い
う
地
理
的
条
件
に
起

因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
問
題
の
本
質

は
政
令
指
定
都
市
制
度
と
い
う
大
都
市
制

度
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
、「
大
阪
都
構
想
」
が
モ
デ
ル
と

し
た
東
京
都
の
都
区
制
度
も
「
経
路
依
存

性
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す

な
わ
ち
第
２
次
世
界
大
戦
中
の
１
９
４
３

年
に
、
旧
東
京
府
と
旧
東
京
市
が
、
戦
時

法
令
で
あ
る
旧
東
京
都
制
の
施
行
に
伴
っ

て
合
併
し
て
東
京
都
が
設
置
さ
れ
、
そ
の

仕
組
み
が
戦
後
も
維
持
さ
れ
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
相
対
し
て
い
る
様
々
な
仕
組

み
の
「
現
状
」
の
姿
は
、
思
い
の
ほ
か
過

去
に
起
こ
っ
た
偶
然
の
事
件
や
初
期
状
態

の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
よ
う
で

す
。
経
路
依
存
の
力
は
、
経
済
が
あ
る
特

定
の
経
路
に
入
る
と
経
路
変
更
す
る
こ
と

を
き
わ
め
て
難
し
く
し
て
い
ま
す
。 
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