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オーストリア学派の出発点の一つに光を当てる
経済学の時代性を社会的な
視点を交えながら論じる

江頭進

経
済
学
史
の
中
で
、
著
名
な
研
た
テ
l
マ
で
あ
る
の
と
同
時
に
、

究
者
を
擁
し
な
が
ら
、
日
本
で
は
ハ
イ
エ
ク
ら
お
世
紀
の
自
由
主
義

そ
の
発
達
過
程
や
意
義
が
い
ま
だ
者
た
ち
の
一
部
に
大
き
な
影
響
を

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
学
派
の
与
え
た
。
「
有
機
的
」
社
会
現
象

代
表
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
で
あ
論
は
、
歴
史
学
派
と
の
論
争
の
最

る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
学
派
に
属
中
に
カ
l
ル
が
歴
史
法
学
を
一
両
く

す
る
社
会
科
学
者
と
し
て
、
日
本
評
価
す
る
中
で
現
れ
る
。
だ
が
、

で
は
特
に
ハ
イ
エ
ク
が
他
の
一
般
法
学
者
で
あ
っ
た
弟
ア
ン
ト
ン
は

の
経
済
学
者
と
比
べ
て
も
高
い
人

ζ
の
概
念
を
む
し
ろ
社
会
的
集
団

気
を
誇
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
の
勢
力
関
係
の
観
点
か
ら
批
判
的

ら
ず
、
彼
が
考
え
出
し
た
概
念
の
に
捉
え
る
で
む
し
ろ
‘
自
生
的
に

ほ
と
ん
ど
が
日
世
紀
末
か
ら
別
世
生
ま
れ
た
制
度
を
理
性
的
に
再
解

紀
初
頭
の
ウ
ィ
ー
ン
で
活
躍
し
た
釈
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
ア
ン

初
期
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
研
ト
ン
の
主
張
は
ウ
ィ

i
yの
法
学

究
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
者
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
へ
と
つ
な

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
人
は
が
っ
て
い
く
流
れ
の
中
に
あ
る
と

少
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
オ
i
ス
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ト
リ
ア
学
派
の
出
発
点
の
一
つ
に
二
人
の
弟
が
学
究
の
徒
と
し
て

人
物
伝
を
交
え
な
が
ら
光
を
当
て
の
人
住
を
歩
ん
だ
の
に
対
し
、
畏

た
本
書
は
、
表
面
的
な
理
解
を
さ
兄
の
マ
ッ
ク
ス
は
政
治
家
と
し
て

れ
が
ち
な
現
代
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
非
常
に
不

派
の
主
張
を
理
解
す
る
上
で
も
霊
安
定
な
時
期
を
生
き
た
。
マ
ッ
ク

要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
ス
は
基
本
的
に
は
国
家
の
活
動
の

本
番
は
、
著
者
の
前
作
『
オ
!
基
本
は
市
場
の
自
由
な
取
引
に
あ

ス
ト
リ
ア
経
済
思
想
史
研
究
i
中
る
と
考
え
て
い
た
自
由
主
義
者
で

欧
帝
国
と
経
済
学
者
』
(
名
古
寵
あ
っ
た
が
、
そ
h
は
同
時
代
の
イ

大
学
出
版
会
、

1
9
8
8年
)
以
ギ
リ
ス
中
産
階
級
に
広
が
っ
て
い

降
の
約
日
年
間
の
文
献
研
究
な
ど
た
よ
う
な
自
由
放
任
思
想
と
は
ほ

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
本

は
ニ
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、
書
の
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

第
一
部
は
マ
ッ
ク
ス
、
カ
i
ル
、
る
。
安
易
な
労
働
者
保
護
と
い
っ

ア
ン
ト
ン
の
メ
ン
ガ
i
一
一
一
兄
弟
が
た
も
の
に
は
皮
対
し
て
い
た
が
、

主
役
で
あ
り
、
第
二
部
は
、
べ
!
彼
は
社
会
政
策
や
経
済
政
策
の
必

ム
E

パ
ヴ
ェ
ル
ク
、
ミ
!
ゼ
ス
、
要
性
を
明
ら
か
に
認
識
し
て
い

シ
ュ
ン
ベ
ー
タ
!
の
3
人
の
個
別
た
。
マ
ッ
ク
ス
の
視
点
は
、
常
に

の
議
論
が
新
資
料
を
も
と
に
検
討
長
期
的
な
も
の
を
含
む
こ
と
を
忘

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
を
特
れ
ず
、
短
期
的
な
経
済
介
入
や
保

徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
や
は
り
前
議
が
長
期
的
に
は
保
護
す
べ
き
対

半
の
メ
ン
ガ
l
一
一
一
兄
弟
の
分
析
で
処
や
国
民
経
済
全
体
に
マ
イ
ナ
ス

あ
ろ
う
。
筆
者
の
知
る
限
り
、
メ
に
働
く
こ
と
を
見
通
し
て
い
る
。

ン
ガ
!
一
一
一
兄
弟
の
影
響
関
係
に
つ
し
か
し
な
が
ら
、
「
有
機
的
社

い
て
本
格
的
に
採
り
上
げ
た
邦
文
会
現
象
」
論
に
し
て
も
マ
ッ
ク
ス

研
究
は
他
に
は
な
い
。
の
自
由
主
義
論
に
し
て
も
、
ど
こ

著
者
は
、
最
初
の
数
輩
を
使
っ
か
に
当
時
の
ワ
ィ
!
ン
の
多
く
の

て
次
男
の
経
済
学
者
カ
i
ル
が
後
人
々
が
抱
え
て
い
た
「
ド
イ
Y
民

継
者
た
ち
に
残
し
た
ニ
つ
の
重
要
族
共
同
体
」
へ
の
郷
愁
を
匂
わ
せ

な
考
え
方
で
あ
る
「
有
機
的
」
社
る
。
本
書
の
著
者
は
、
マ
ッ
ク
ス
、

会
現
象
論
と
自
由
主
義
を
主
に
採
カ
i
ル
、
ア
ン
ト
ン
の
一
一
一
兄
弟
に
、

り
上
げ
る
。

ζ
の
二
つ
は
、
時
世
や
が
て
第
一
次
大
戦
と
帝
国
の
滅

紀
末
の
経
済
学
方
法
論
争
の
隠
れ
亡
、
そ
し
て
そ
の
後
の
ブ
ァ
シ
ズ

ム
の
台
頭
へ
と
続
く
歴
史
の
大
き

な
流
れ
の
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
知

識
人
の
最
後
の
抵
抗
を
象
徴
さ
せ

て
い
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
そ

の
抵
抗
さ
え
も
大
き
な
流
れ
へ
と

流
れ
込
む
せ
せ
ら
ぎ
の
一
つ
で
あ

り
、
お
世
紀
初
頭
の
ド
イ

y語
圏

の
知
識
人
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭

に
対
し
て
無
力
で
あ
っ
た
こ
と
の

理
由
が
彼
ら
が
提
出
し
た
議
論
自

悼
の
中
に
あ
る
こ
と
が
、
本
盤
目
安

読
め
ば
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
h

っ。

本
書
の
前
半
が
メ
ン
ガ
l
兄
弟

へ
の
ア
ン
ソ
口
ジ
ー
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
半
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア

学
派
の
理
論
的
、
思
想
的
な
発
展

史
に
か
ん
す
る
論
文
を
集
め
た
も

の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
ベ

i
ム
a

バ
ヴ
エ
ル
ク
の
資

本
理
論
の
形
成
に
か
ん
す
る
章
で

は
、
古
典
派
理
論
と
の
関
係
の
中

か
ら
ベ
!
ム
e

バ
ヴ
ェ
ル
ク
が
い

か
に
独
自
の
議
論
を
導
き
出
し
て

き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
中
心
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ュ

ン
ベ
ー
タ
!
の
社
会
進
化
論
に
つ

い
て
の
新
し
い
資
料
に
基
づ
い
た

分
析
も
興
味
深
い
。
現
在
、
一
般

的
に
は
技
術
や
企
業
の
革
新
を
基

礎
と
し
た
経
済
発
展
理
論
の
こ
と

を
シ
ュ
ン
ベ
!
タ
i
的
経
済
成
長

理
論
と
時
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
現

世
の
状
況
が
ど
の
程
度
ま
で
シ
ュ

ン
ベ

1
・

3
1自
身
が
考
え
て
い
た

こ
と
と
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
で
の
新

し
い
材
料
を
筆
者
は
提
出
し
て
い

る。
本
書
の
著
者
の
特
徴
は
単
な
る

経
済
学
の
歴
史
の
研
究
で
は
な

く
、
経
済
学
者
あ
る
い
は
経
済
学

の
時
代
性
を
社
会
史
的
な
視
点
を

交
え
な
が
ら
論
じ
る
方
法
に
あ

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
社
会
を

論
じ
る
学
問
と
し
て
の
経
済
学
の

問
題
の
深
さ
、
櫨
雑
さ
、
そ
し
て

経
済
学
者
が
答
え
を
求
め
る
こ
と

の
難
し
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の

で
あ
る
。(

小
樽
溜
科
大
学
助
教
授
)


