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シリーズチャペル＜経済と人間＞
　

二
〇
一
八
年
五
月
の
末
（
５
／
21
〜

26
）
学
会
で
ド
イ
ツ
に
行
っ
て
い
た
そ
の

間
、
あ
の
日
大
の
選
手
に
よ
る
悪
質
タ
ッ

ク
ル
の
問
題
が
大
き
く
報
道
さ
れ
、
そ
れ

へ
の
非
難
の
声
が
急
速
に
全
国
に
広
ま
っ

て
い
き
、
関
学
側
か
ら
の
抗
議
と
真
相
究

明
の
要
求
が
正
当
な
も
の
と
し
て
支
持
さ

れ
て
い
っ
た
。
日
本
を
発
つ
前
は
そ
の
発

端
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
も
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
あ
の
タ
ッ
ク
ル
の
動

画
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ

と
い
う
間
に
、
こ
う
し
た
フ
ェ
ア
プ
レ
ー

を
汚
す
行
為
が
広
範
な
人
々
に
観
察
さ
れ

て
、
非
難
の
世
論
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
帰
国
し
た
と
き
に
は
、
世
論

は
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た
。

　

さ
て
、
帰
国
後
の
初
日
の
講
義
が
「
経

済
の
歴
史
と
思
想
」「
社
会
思
想
史
」
で
、

い
ず
れ
も
経
済
学
の
本
格
的
な
確
立
者
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
一
七
二
三
〜
九
〇
年
）

を
扱
う
日
だ
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
ス

ミ
ス
の
思
想
を
彼
の
最
初
の
著
作
『
道
徳

感
情
論
』
に
つ
い
て
引
用
と
と
も
に
説
明

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
の
だ
が
、
そ
の

日
は
、
次
の
箇
所
の
話
を
す
る
と
き
、
い

つ
も
よ
り
熱
が
入
っ
た
。

　

ス
ミ
ス
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
富
と

名
誉
と
出
世
を
め
ざ
す
競
争
に
お
い
て
、

彼
は
す
べ
て
の
競
争
者
を
追
い
抜
く
た
め

に
、
で
き
る
限
り
力
走
し
て
も
い
い
し
、

あ
ら
ゆ
る
神
経
、
あ
ら
ゆ
る
筋
肉
を
緊
張

さ
せ
て
い
い
。
し
か
し
、
彼
が
も
し
競
争

相
手
の
う
ち
の
誰
か
を
押
し
の
け
た
り
投

げ
倒
し
た
り
す
る
な
ら
ば
、
観
察
者
た
ち

spectators

の
寛
容
は
完
全
に
終
了
す

る
。
そ
れ
は
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
の
侵
犯

violation of fair play

で
あ
っ
て
、
観
察

者
た
ち
が
許
し
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。
こ
の
や
ら
れ
た
相
手
も

│
観
察
者

た
ち
か
ら
す
れ
ば

│
あ
ら
ゆ
る
点
で
彼

と
同
じ
程
度
に
善
良
な
の
で
あ
り
、
だ
か

ら
観
察
者
た
ち
は
、
こ
れ
ほ
ど
極
端
に
自

分
を
優
先
す
る
彼
の
自
愛
心self-love

に

共
感
で
き
な
い
の
で
あ
る
。」（
水
田
訳
・

岩
波
文
庫
（
上
）、二
一
七
│
二
一
八
頁
）

こ
れ
は
、
ま
さ
に
悪
質
タ
ッ
ク
ル
問
題
を

め
ぐ
る
社
会
的
追
及
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の

で
は
な
い
か
！ 

ス
ミ
ス
は
二
五
〇
年
以

上
前
に
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
‼

　

ス
ミ
ス
が
生
涯
出
し
た
本
は
『
道
徳
感

情
論
』（
一
七
五
九
年
）
と
『
国
富
論
』

（
一
七
七
六
年
）
の
ふ
た
つ
だ
け
で
あ

り
、
前
者
は
い
わ
ば
社
会
心
理
学
の
書
で

あ
っ
て
、『
国
富
論
』
の
人
間
学
的
な
基

礎
を
な
す
。
近
代
社
会
に
な
っ
て
人
間
が

自
己
愛
・
利
己
心
か
ら
出
発
し
て
行
動
す

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
進
歩
的
な
側
面
に

目
を
向
け
て
い
く
べ
き
で
あ
る
が
、
同
時

に
、
人
間
の
利
己
心
が
過
度
に
な
る
の
を

相
互
の
社
会
関
係
の
な
か
で
抑
制
・
緩
和

で
き
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
認
識
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
ス
ミ
ス

の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
自
由
主

義
者
ス
ミ
ス
は
つ
ね
に
、
そ
の
抑
制
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
強
権
的
な
圧
力
に
で
は
な
く
、

普
通
の
人
間
同
士
の
や
り
取
り
の
な
か
に

見
出
そ
う
と
し
た
。

　
『
道
徳
感
情
論
』
に
お
け
る
、「
フ
ェ
ア

プ
レ
ー
の
侵
犯
」
を
複
数
の
「
観
察
者
た

ち
」
に
よ
っ
て
監
視
し
て
、
そ
の
批
判
を

一
般
化
し
て
、
公
正
さ
を
社
会
的
に
確
保

し
て
い
く
と
い
う
、
不
正
を
憎
む
人
間
心

理
に
根
差
し
た
、
過
度
な
利
己
心
の
抑
制

の
論
理
は
、『
国
富
論
』
に
お
い
て
、
自

由
競
争
の
市
場
経
済
に
お
い
て
特
定
の
人

が
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
の
で
は
な
く
、
各
人

が
利
己
心
か
ら
出
発
し
て
も
公
正
で
あ
れ

ば
穏
当
な
利
益
を
得
る
と
い
う
「
見
え
な

い
手
」
の
論
理
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
経
済
学
は
そ
の

確
立
段
階
で
す
で
に
人
間
の
心
理
と
そ
の

社
会
的
作
用
と
い
う
基
礎
を
持
っ
て
い
た

の
で
あ
っ
て
、
ス
ミ
ス
を
学
ぶ
と
き
に

も
、『
国
富
論
』
の
経
済
学
を
狭
く
捉
え

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
道
徳
感
情
論
』
を

含
め
て
ス
ミ
ス
思
想
の
総
体
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
方
が
、
現
代
の
問
題
を
考
え
る

う
え
で
も
よ
り
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

６
月
初
め
に
あ
っ
た
東
京
大
学
で
の
経

済
学
史
学
会
で
は
、
偶
然
に
も
、
田
中
秀

夫
氏
（
愛
知
学
院
大
学
教
授
、
京
都
大
学

名
誉
教
授
）
も
『
道
徳
感
情
論
』
の
上
記

の
論
理
と
悪
質
タ
ッ
ク
ル
問
題
と
の
対
応

を
指
摘
し
た
。
ス
ミ
ス
を
知
る
者
は
皆
、

そ
の
面
白
さ
を
共
有
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
！ 

■

原
田
　
哲
史
　
教
授
（
文
化
と
社
会
の
経
済
学
・
経
済
哲
学
）

い
ま
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の 

 

『
道
徳
感
情
論
』（
一
七
五
九
年
）が
面
白
い
！
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