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の
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済
思
想

飯
田
　
経
夫

「
経
済
思
想
」
の
背
後
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
「
人
間
観
」
が
あ
り
、「
社
会
観
」
も
し
く
は
「
世
界
観
」
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
い
っ
た
い
経
済
と
く
に
日
本
経
済
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
は
、
い
っ
た
い
日
本
人
を
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
と
見
、

彼
ら
日
本
人
が
つ
く
り
上
げ
た
日
本
社
会
と
、
日
本
が
置
か
れ
た
国
際
環
境
と
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
が
決
ま
ら
な
い
と
、

決
ま
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
経
済
思
想
」
に
し
て
も
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
「
人
間
観
」「
社
会
観
」「
世
界
観
」
に
し

て
も
、
ど
ん
な
時
代
に
も
そ
の
時
代
を
圧
倒
的
に
支
配
す
る
「
タ
テ
マ
エ
」
論
も
し
く
は
紋
切
り
型

．
．
．
．

の
見
方
が
あ
り
、
人
び

と
は
そ
れ
を
た
ん
に
口
写
し
に
唱
え
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
あ
る
個
人
に
つ
い
て
、
彼
自
身

の
ユ
ニ
ー
ク
な
「
経
済
思
想
」「
人
間
観
」「
世
界
観
」
を
語
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
る
。
た
と
え
ば
政
治
家
に
し
て
も
、

そ
う
い
う
ケ
ー
ス
が
意
外
に
多
い
。

と
こ
ろ
が
、
幸
い
な
こ
と
に
大
平
正
芳
の
場
合
に
は
、
そ
の
心
配
は
な
い
。
彼
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
、
き
わ
め
て
率

直
に
彼
自
身
の
「
見
方
」
を
語
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
そ
の
点
が
、
人
間
・
大
平
正
芳
の
尽
き
せ
ぬ
魅
力
だ
が
、
そ
の
一
例

と
し
て
、
た
と
え
ば
経
済
評
論
家
・
田
中
洋
之
助
（
毎
日
新
聞
）
と
の
対
談
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
複
合
力
の
時
代
』
と
題
さ

れ
て
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
に
ラ
イ
フ
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
本
が
出
た
昭
和
五
十
三
年
と
い
え
ば
、
た
ま
た
ま
第
一
次
大
平
内
閣
が
成
立
し
た
年
に
当
た
る
が
、
文
中
に
あ
る

「
い
ず
れ
日
本
の
総
理
の
座
に
つ
く
べ
き
お
方
で
し
ょ
う
か
ら
…
…
」
と
い
う
田
中
の
発
言
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
の
対
談
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が
行
わ
れ
た
の
は
、
大
平
の
総
理
就
任
四
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

大
平
の
人
間
観
と
日
本
社
会
観

そ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
大
平
の
人
間
観
は
、「
人
間
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
に
立
派
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
当
た
り
前
の
こ
と
を
い
っ
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
だ
が
、
一
般
に
学
者
・
評
論

家
・
マ
ス
コ
ミ
人
な
ど
「
言
挙
げ
人
」
は
そ
う
い
う
言
い
方
を
滅
多
に
し
な
い
し
、
政
治
家
も
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
議
論
に
は
と
も
す
れ
ば
「
タ
テ
マ
エ
」
論
が
多
く
、
人
間
が
き
わ
め
て
「
立
派
な
存
在
」
で
あ
る
か

の
―
―
少
な
く
と
も
「
立
派
な
存
在
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．

か
の
前
提
に
立
つ
こ
と
が
多
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

明
ら
か
に
大
平
は
、
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
議
論
を
す
る
こ
と
が
非
常
に
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
そ
う
い
う
「
自
然
体
」
な
と

こ
ろ
、「
肩
に
力
が
入
ら
な
い
」
と
こ
ろ
が
、
彼
の
特
色
で
あ
り
、
魅
力
で
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
は
大
平
が
、

非
常
な
読
書
好
き
で
、
知
的
な
も
の
に
対
す
る
深
い
畏
敬
の
念
を
生
涯
失
わ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
は
、
イ

ン
テ
リ
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
つ
ね
に
い
さ
さ
か
の
自
己
嫌
悪
を
持
ち
つ
づ
け
る
人
だ
っ
た
こ
と
と
、
は
っ
き
り
と
関
係

が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
大
平
の
日
本
社
会
観
は
ど
う
か
。

「
日
本
人
は
自
由
社
会
体
制
の
中
で
、
飽
く
な
き
利
潤
を
追
求
す
る
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ニ
マ
ル
だ
と
い
う
人
も
い
る

が
、
こ
ん
な
こ
と
は
大
間
違
い
で
す
。
日
本
人
は
大
へ
ん
よ
く
心
得
た
民
族
で
ね
、
獲
得
至
上
主
義
と
い
う
よ
う
な
貪

欲
な
民
族
じ
ゃ
な
い
で
す
。
立
派
な
企
業
は
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
経
営
力
が
優
れ
、
信
用
力
の
あ
る
企
業
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
内
部
に
入
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
み
ん
な
非
常
に
控
え

目
な
、
み
ず
か
ら
の
生
活
を
自
制
し
て
、
そ
し
て
企
業
の
た
め
に
、
社
会
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
を
一
途
に
考
え
て
お

ら
れ
る
方
々
で
す
。」
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そ
し
て
、「
共
産
党
の
人
な
ん
か
は
大
企
業
の
横
暴
を
よ
く
言
」
う
が
、「
一
つ
の
攻
撃
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
は
、
あ
る

い
は
有
効
か
も
し
れ
」
な
い
け
れ
ど
も
、「
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
」
う
。
そ
し
て
、「
そ
う
い
う
企
業
人
た
ち
を
政

治
は
少
し
抑
え
す
ぎ
て
い
る
」
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、「
も
っ
と
自
由
を
与
え
て
や
る
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と

思
う
く
ら
い
だ
。
さ
ら
に
、

「
…
…
貧
富
の
差
が
こ
ん
な
に
少
な
い
国
は
、
お
そ
ら
く
資
本
主
義
国
は
お
ろ
か
、
社
会
主
義
国
を
加
え
て
も
、
世

界
中
で
珍
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
は
と
も
か
く
、
ど
の
組
織
を
み
て
も
上
と
下
の
差
は
少
な
い
。
企
業

に
お
い
て
は
と
く
に
そ
う
で
す
。
む
し
ろ
悪
平
等
と
い
え
る
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
決
し
て
行
き
過
ぎ
た
こ
と
を

や
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
公
平
に
も
の
を
み
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。」

バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
あ
る
経
済
思
想

日
本
人
・
日
本
社
会
に
対
し
て
こ
れ
ほ
ど
深
い
信
頼
が
あ
れ
ば
、
経
済
運
営
に
関
し
て
、
基
本
的
に
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
任
せ
て
お
こ
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
出
て
く
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
、
す
で
に
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
、
通

商
産
業
大
臣
に
就
任
し
た
と
き
に
も
、
就
任
後
の
記
者
会
見
で
、「
こ
れ
か
ら
の
政
策
運
営
は
、
民
間
主
導
で
い
く
べ
き
だ
」

と
発
言
し
て
、
自
由
化
で
権
限
の
縮
小
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
通
産
官
僚
を
驚
か
せ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
。

そ
し
て
、「
人
間
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
に
立
派
な
存
在
で
は
な
い
」
と
い
う
人
間
観
か
ら
は
、
完
璧
は
け
っ
し
て
狙
わ

ず
に
、
ほ
ど
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
満
足
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
出
て
く
る
。
こ
の
点
と
の
関
連
で
興
味
深
い
の
は
、
大
平
が
当

時
の
日
本
の
「
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
今
か
ら
の
問
題
は
成
長
と
い
う
よ
り
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
い
る
生
活
の
物
質
的
条
件
と
い
う

も
の
を
、
ど
う
し
た
ら
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま

で
持
っ
て
き
た
生
活
水
準
を
、
ど
う
し
た
ら
維
持
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
全
力
を
あ
げ
、
そ
れ
に
ど
こ
ま
で
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成
功
す
る
か
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
最
大
の
問
題
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
た
め
に
政
治
は
全
力
投

球
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
で
す
。」

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
「
ゼ
ロ
成
長
論
」
で
あ
り
、
ゼ
ロ
成
長
が
達
成
で
き
れ
ば
上
出
来
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

大
平
が
こ
う
い
う
き
び
し
い
考
え
方
を
す
る
に
い
た
っ
た
理
由
の
一
端
は
、
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
の
「
ニ
ク
ソ

ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
で
ド
ル
と
金
の
交
換
性
が
停
止
さ
れ
、
通
貨
の
価
値
基
準
が
な
く
な
っ
た
結
果
、「
世
界
経
済
が
ハ
イ
ウ

エ
イ
ー
か
ら
一
転
し
て
泥
濘
の
道
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
」
こ
と
に
加
え
て
、
昭
和
四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
お
よ
び
五

十
四
（
一
九
七
九
）
年
の
二
度
に
わ
た
る
「
石
油
シ
ョ
ッ
ク
」
で
「
資
源
の
供
給
、
価
格
面
の
安
定
が
失
わ
れ
た
」
た
め

「
い
ま
で
は
世
界
の
経
済
は
」、「
基
礎
が
壊
れ
か
か
っ
て
い
」
て
、「
惰
性
で
動
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
深
刻
な
客

観
情
勢
の
認
識
に
あ
っ
た
（
ち
な
み
に
、「
第
二
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
」
は
、
ま
さ
に
大
平
の
首
相
在
任
中
に
起
こ
り
、
そ
れ

へ
の
対
処
に
、
彼
は
大
変
な
苦
労
を
し
た
の
だ
が
…
…
）。
し
た
が
っ
て
、

「
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
の
中
で
本
当
に
わ
ず
か
な
期
間
、
一
時
的
に
驚
異
的
な
経
済
的
奇
跡
を
生
ん
だ
け
れ

ど
も
、
槿
花
一
朝
の
夢
で
あ
っ
た
と
。
た
ま
た
ま
そ
う
い
う
条
件
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
優
れ
た
技
術
上
の
発
明
や
発
見

が
出
た
り
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
好
条
件
が
、
ち
ょ
う
ど
う
ま
く
ミ
ー
ト
し
、
た
く
ま
し
い
成
長
を
記
録
す
る
時
代
を
持
つ

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
時
代
、
も
う
済
ん
だ
よ
う
に
思
い
ま
す
。」

し
か
し
、
そ
う
い
う
時
代
認
識
と
同
時
に
、
大
平
に
は
、「
も
う
わ
れ
わ
れ
は
、
物
質
的
に
は
十
分
に
豊
か
で
は
な
い
か
」

と
い
う
強
い
感
慨
が
、
た
し
か
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
…
…
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
経
済
と
い
う
も
の
に
、不
当
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
き
す
ぎ
て
お
っ
た
が
、そ
れ
を
�
経

済
時
代
�
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
時
代
か
ら
文
化
の
時
代
、
あ
る
い
は
宗
教
の
時
代
と
い
う
か
、
そ
う
い

う
時
代
へ
の
移
行
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
生
活
水
準
を
高
め
る
と
か
、
よ
り
便
利
な
生
活
を
す
る
と
か
は
、
そ
ん
な
に
貴
い
こ
と
で
は
な
く
て
、
も
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っ
と
大
事
な
こ
と
、
目
に
見
え
な
い
生
き
が
い
と
い
う
も
の
が
、
ほ
か
に
何
か
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え

る
べ
き
で
す
。
た
と
え
ば
、
文
化
価
値
。
つ
ま
り
芸
術
と
か
、
文
化
と
か
、
体
育
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
ま
あ
法
悦
と
か

…
…
。」

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
大
平
正
芳
の
経
済
思
想
は
、
師
・
池
田
勇
人
と
は
ち
が
っ
て
単
純
な
高
度
成
長
論
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
逆
だ
っ
た
。
時
代
の
ち
が
い
も
あ
る
が
、
二
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
ち
が
い
も
、
た
し
か
に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
大
平
に
う
か
が
わ
れ
る
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
は
、「
足
る
を
知
る
」
と
い
う
古
人
の
知
恵
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

一
般
消
費
税
導
入
に
み
る
「
正
論
」
の
政
治
家

大
平
正
芳
の
経
済
思
想
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
、
一
般
消
費
税
導
入
間
題
だ
ろ
う
。
ま

ず
、
そ
の
事
実
経
過
を
簡
単
に
回
顧
し
て
お
こ
う
。

大
平
は
、
首
相
就
任
後
間
も
な
い
昭
和
五
十
四
年
一
月
四
日
、
伊
勢
参
宮
の
記
者
会
見
で
、
一
般
消
費
税
の
導
入
に
言
及

し
、
翌
一
月
五
日
の
閣
議
で
昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
の
導
入
を
決
定
す
る
。
増
税
は
国
民
の
も
っ
と
も
嫌
が
る
政
策
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
を
察
知
し
て
、
七
月
に
は
与
党
・
自
由
民
主
党
内
に
す
ら
、
財
政
再
建
議
員
懇
談
会
が
で
き
て
、
一
般
消
費
税
反

対
の
気
勢
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
、
第
八
十
八
臨
時
国
会
で
、
大
平
内
閣
が
は
っ
き
り
一
般
消
費
税
導
入
に
踏
み
切
っ
た
と
見

た
社
会
・
公
明
・
民
社
三
党
は
、
九
月
七
日
、
共
同
で
「
大
平
内
閣
不
信
任
案
」
を
衆
議
院
に
提
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て

大
平
首
相
は
衆
議
院
を
解
散
し
、
総
選
挙
は
九
月
二
十
七
日
公
示
、
十
月
七
日
の
投
票
に
向
け
て
走
り
出
し
た
。

と
こ
ろ
が
与
野
党
の
大
反
対
に
遭
っ
た
大
平
は
、
選
挙
戦
途
中
の
九
月
二
十
六
日
に
は
、
新
潟
の
遊
説
先
で
消
費
税
の
導

入
を
断
念
す
る
談
話
を
発
表
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
選
挙
の
投
票
結
果
は
、
台
風
接
近
の
た
め
の
悪
天
候
も

手
伝
っ
て
、
前
回
の
三
木
内
閣
の
二
四
九
議
席
を
下
ま
わ
る
二
四
八
議
席
と
い
う
惨
敗
だ
っ
た
。

こ
の
惨
敗
が
、
自
民
党
内
に
有
名
な
「
四
十
日
抗
争
」
を
引
き
起
こ
し
た
。
し
か
も
、
大
平
が
そ
れ
を
何
と
か
克
服
し
て

大平正芳の経済思想



国
会
の
首
班
指
名
選
挙
に
勝
ち
、
十
一
月
九
日
に
第
二
次
大
平
内
閣
が
曲
が
り
な
り
に
も
ス
タ
ー
ト
し
た
後
も
、
そ
の
基
盤

は
す
こ
ぶ
る
不
安
定
だ
っ
た
。
自
民
党
内
の
反
主
流
派
と
野
党
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
捉
え
て
大
平
内
閣
を
揺
さ
ぶ
っ

た
が
、
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
五
月
十
六
日
、
社
会
党
は
衆
議
院
に
内
閣
不
信
任
案
を
提
出
し
、
そ
れ
が
自
民
党
内
の

反
主
流
派
の
本
会
議
欠
席
戦
術
の
た
め
、
大
差
で
可
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
大
平
首
相
は
衆
議
院
解
散
を
決
定
し
、
衆
議
院
選
挙
は
参
議
院
選
挙
と
「
同
日
選
挙
」
と
し
て
六
月
二
十
二
日
に

行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
選
挙
の
た
め
の
遊
説
第
一
日
に
、
大
平
は
「
過
労
に
よ
る
狭
心
症
」
で
倒
れ
、

深
夜
入
院
し
た
ま
ま
、
ふ
た
た
び
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
過
を
振
り
返
る
と
、
大
平
は
、
一
般
消
費
税
導
入
の
た
め
に
壮
烈
な
「
戦
死
」
を
遂
げ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
人
び
と
は
、
増
税
を
掲
げ
て
選
挙
戦
を
戦
う
な
ど
、
無
謀
き
わ
ま
る
こ
と
だ
と
評
し
た
。

そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
大
平
は
、
み
ず
か
ら
の
命
を
賭
し
て
ま
で
、
一
般
消
費
税
の
導
入
に
固
執
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
平
は
、
三
木
内
閣
の
蔵
相
と
し
て
、
赤
字
公
債
の
発
行
に
踏
み
切
っ
た
し
、
福
田
内
閣
時
代
に
は
党
幹
事
長
と
し
て
、
新

自
由
ク
ラ
ブ
と
妥
協
し
て
減
税
を
増
額
し
た
実
績
が
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
大
平
は
深
く
責
任
を
感
じ
、「
財
政
再
建
」

を
み
ず
か
ら
の
課
題
と
し
て
最
重
要
視
し
た
と
思
わ
れ
る
。

「
世
の
中
に
は
、
国
民
が
好
ま
な
い
こ
と
と
、
逆
に
、
常
に
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
の
両
方
が
存
在
す
る
。
国
民
の
好
ま

な
い
こ
と
で
も
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
に
は
、
そ
の
必
要
性
を
率
直
に
訴
え
、
理
解
を
得
て
実
行
し
て
い
く
の
が
政
治

で
は
な
い
か
」。

と
、
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

政
治
家
が
「
常
に
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
」
だ
け
を
唱
え
て
選
挙
民
に
迎
合
し
が
ち
な
大
衆
民
主
主
義
の
現
代
に
お
い
て
、
大

平
は
、
ま
さ
に
稀
に
見
る
「
正
論
」
の
政
治
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）

大平正芳―政治的遺産
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