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現代のマクロ経済学



現
代
マ
タ
ロ
経
済
学
と
は
何
か

そ
も
そ
も
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は

「現
代
」
マ
ク
ロ
経
済
学
に
つ
い
て
の
も
の
な
の
だ
が
、
ま
ず
第

一
に
そ
の
定

義
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
「現
代
」
と
銘
打
つ
か
ら
に
は
そ
れ
以
前
の
も
の
と
の
間
に

は
違
い
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
学
者
に
聞
く
ま
で
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
社
会
現
象
は
そ

も
そ
も
連
続
的
な
も
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
対
的
に
何
ら
か
の
変
化
が
大
き
い
と
認
識
さ
れ
る
時
点
に
お

い
て
作
為
的
に
何
ら
か
の
不
連
続
を
見
出
し
て
、
作
為
的
に
時
間
の
流
れ
を
分
割
す
る
の
が
歴
史
学
と
い
う
も

の
だ
。

幸
い
な
こ
と
に
、
マ
ク
ロ
経
済
学
と
い
う
学
問
に
つ
い
て
は
方
法
論
的
な
レ
ベ
ル
で
不
連
続
が
は
っ
き
り
し

て
お
り
、
「現
代
」
マ
ク
ロ
経
済
学
と
い
う
言
葉
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
経
済
学
者
達
の
間
で
は
大
き
な
異
論

が
な
い
。　
一
般
的
な
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
で
は
マ
ク
ロ
経
済
学
は

「経
済
変
動
、
失
業
、
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
、
経
済
成
長
な
ど
の
マ
ク
ロ
的

（巨
視
的
）
経
済
現
象
に
関
す
る
学
問
的
探
求
」
と
定
義
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
定
義
、
ま
た
は
研
究
対
象
に
変
化
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
経
済
現
象
を
考
察
す



る
方
法
は
大
き
く
変
化
し
た
。

そ
れ
は
七
〇
年
代
に
シ
カ
ゴ
大
学
の
ロ
バ
ー
ト

・
ル
ー
カ
ス
の

一
連
の
論
文
に
始
ま
り
、
八
〇
年
代
に
入
っ

て
完
全
に
一
般
化
し
た
方
法
で
あ
り
、
現
在

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
教
授
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト

・
バ
ロ
ー
の
命
名
に

よ
っ
て
、　
一
般
的
に
は

「均
衡
動
学
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
呼
ば
れ
る
の
か
は
、
こ
れ

か
ら
解
説
し
て
ゆ
く
が
、
重
要
な
の
は
こ
の
研
究
方
法
が
今
も
市
井
の
議
論
に
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ケ

イ
ン
ズ
経
済
の
方
法
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
非
学
術
経
済
学
者
達

に
は
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
現
状
で
は

一
般
的
知
識
人
が
そ
の
研
究
成
果
を
知
る
こ
と
も
ほ
と

ん
ど
な
い
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
こ
の
均
衡
動
学
マ
ク
ロ
経
済
学
の
方
法
論
的
な
解
説

（と
同
時
に
あ
る
程
度
の

批
判
）
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
経
済
分
析
の
主
要
な
結
論
や
論
争
点
を
取
り
扱

っ
て
い
る
。

ミ
ク
ロ
に
基
づ
い
た
マ
ク
ロ
経
済
学

社
会
現
象
を
説
明
す
る
際
に
経
済
学
が
と
る
方
法
は
、
端
的
に
い
っ
て
還
元
主
義
と
演
繹
主
義
だ
。
た
と
え

ば
、
現
代
の
経
済
学
は
人
口
の
変
化
と
い
う
社
会
現
象
に
つ
い
て
の
理
論
を
盛
ん
に
構
築
し
て
き
て
い
る
が
、



こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
歴
史
学
者
、
ま
た
は
社
会
学
者
の
方
が
よ
り
古
く
か
ら
分
析
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
分
析
の
方
法
論
で
あ
る
。

歴
史
学
は
と
く
に
理
論
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
説
も
有
力
だ
。
ま
た
、
社
会
学
で
は
そ
も
そ
も
社
会
に
は

文
化
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
そ
の
社
会
に
属
す
る
個
人
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
通
例
だ
。

こ
れ
は
社
会
学
の
始
祖
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
発
想
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
経
済
学
は
、
「社
会
現
象
と
は
す
な
わ
ち
個
人
の
行
動
の
集
合
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
還

元
主
義
的
命
題
か
ら
出
発
す
る
。
文
化
と
は

一
連
の
個
体
の
行
動
様
式
の
集
合
に
付
与
さ
れ
た
呼
称
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
以
上
は
個
人
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
の
仮
定
か
ら
演
繹
的
に
社
会
現
象
、
さ
ら
に
文
化
を
導
出
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
こ
で
こ
の
違
い
を
前
述
の
人
口
に
関
す
る
理
論
、
と
く
に
発
展
途
上
国
に
お
い
て
普
遍
的
に
観
察
さ
れ
る

多
産
に
つ
い
て
適
用
し
て
み
よ
う
。
社
会
学
に
お
い
て
は
、
前
近
代
的
社
会
に
は
多
産
を
勧
め
る
よ
う
な
文
化

が
そ
も
そ
も
存
在
し
、
そ
れ
が
個
々
の
女
性
の
行
動
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
産
が
価
値
で
あ
る
と
信
じ

つ
つ
、
出
産
育
児
に
励
む
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
工
業
化
に
伴
う
出
生
率
の
変
化
は
、
工
業
化
と
い

う
社
会
現
象
が
も
た
ら
す
文
化
、
ま
た
は
社
会
規
範
の
変
化
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
経
済
学
で
は
個
人
の
合
理
的
な
選
択
か
ら
理
論
を
構
築
す
る
。
経
済
学
に
お
け
る

一
つ
の
有

力
な
説
明
に
よ
れ
ば
、
発
展
途
上
国
の
貧
し
く
、
金
融
機
関
の
未
発
達
な
環
境
下
に
お
い
て
は
、
各
夫
婦
ま
た



は
女
性
は
よ
り
多
く
の
子
供
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
老
後
の
面
倒
を
見
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

け
れ
ど
も
社
会
が
発
展
す
る
に
従

っ
て
よ
り
所
得
が
上
昇
し
、
銀
行
や
証
券
な
ど
を
通
じ
て
の
貯
蓄
の
可
能
性

が
高
ま
る
た
め
に
、
老
後
の
面
倒
を
子
供
に
頼
る
必
要
は
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
子
供
を
経
済
的
な
資
源
と

し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
純
粋
な
愛
情
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
出
生
率
は
下
が
る
の
だ
と

い
う
。

こ
の
よ
う
に
経
済
学
に
お
い
て
は
、
文
化
も
個
人
の
合
理
的
な
行
動
の
結
果
か
ら
演
繹
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
は
他
個
体
と
の
交
渉
関
係
を
考
察
す
る
ゲ
ー
ム
理
論
を
使

っ
て
も
か
ま
わ
な
い
し
、

ま
た
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
多
く
の
人
間
行
動
は
理
解
不
可
能
と
な
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
に
も
、
や
は
り

文
化
、
ま
た
は

一
連
の
社
会
現
象
は
、
各
個
人
の
行
動
の
集
合
と
し
て
導
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る

の
だ
。

そ
も
そ
も
こ
の
還
元
主
義
と
は
、
全
体
は
そ
れ
を
部
分
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
古
く
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
な
ど
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
哲
学
に
も
遠
源
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の

「部
分
の
性
質
か
ら
全
体
に
つ
い
て
理
解
す
る
」
と
い
う
考
え
は
人
間
の
理
知
的
思
考
と

非
常
に
親
和
的
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
近
代
の
自
然
科
学
は
こ
の
還
元
主
義
を
押
し
進
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
進
歩
し
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
社
会
科
学
の

一
分
野
で
あ
る
経
済
学
に
お
い
て
、
完
全
に
還
元
主
義
的
な
考
え
方
が
支
配
的



と
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
全
体
は
部
分
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
常
に
経

済
学
の
発
展
を
前
進
さ
せ
て
き
た
も
の
の
、
は
っ
き
り
と
明
示
的
に
示
さ
れ
た
の
は
七
〇
年
代
以
降
だ
。
ケ
イ

ン
ズ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
マ
ク
ロ
経
済
学
は
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
厳
密
に
は
還
元
主
義
的
で

は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
現
代
マ
ク
ロ
経
済
学
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
社
会
全
体
の
経
済
現
象
を
個
人
の
行

動
に
還
元
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
に
現
代

マ
ク
ロ
経
済
学
と

は
均
衡
動
学
と
い
う
分
析
手
法
を
使
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
し
た
が
、
均
衡
動
学
以
外
の
方
法
で
は
現

在
の
と
こ
ろ
マ
ク
ロ
経
済
現
象
の
還
元
主
義
的
な
説
明
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
た
め
に
、
実
際
に
は
こ
れ
ら

は

一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

マ
ク
ロ
経
済
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
個
人
の
行
動
に
還
元
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
個

人
の
経
済
行
動
を
説
明
す
る
の
が
ミ
ク
ロ
経
済
学
で
あ
る
以
上
は
、

マ
ク
ロ
経
済
学
は
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
上
部

科
学
と
し
て
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
マ
ク
ロ
経
済
学
は
ミ
ク
ロ
経
済
学
と
整
合
的
、
無
矛

盾
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
直
接
的
に
マ
ク
ロ
経
済
学
を
論
じ
る
前
に
少
し
ば
か
り
現
代

マ
ク
ロ
経
済
学
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
ミ
ク
ロ
経
済
学
、
と
く
に

一
般
均
衡
理
論
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
も
ち
ろ
ん
ミ
ク
ロ
経
済
学
を
解

説
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
範
囲
は
基
本
的
に
マ
ク
ロ
経
済
学
の
基
礎
と
し
て
の
部
分
に
限
っ
て
い
る
。
学
術



的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
六
〇
年
代
ま
で
の
静
学
的

一
般
均
衡
理
論
に
限

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
現
代
の
ミ

ク
ロ
経
済
学
研
究
の
最
前
線
は
動
学
的
な
ゲ
ー
ム
理
論
を
基
礎
と
し
た
も
の
に
変
化
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
は

そ
れ
自
体
と
て
も
興
味
深
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
マ
ク
ロ
経
済
学
に
は
関
係
し
て
い
な
い
の
で
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
解
説
し
な
い
。

エ
ツ
セ
イ
の
構
成

ま
ず
マ
ク
ロ
経
済
学
の
ミ
ク
ロ
経
済
学
か
ら
の
基
礎
付
け
を
次
章
で
概
観
し
、
そ
の
後
は
マ
ク
ロ
経
済
学
の

今
日
的
発
展
を
み
て
ゆ
く
。
や
や
時
間
的
な
順
序
を
考
え
て
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
発
展
と
衰
退
、
そ
し
て
現

代
マ
ク
ロ
経
済
学
の
基
本
モ
デ
ル
で
あ
る
ラ
ム
ゼ
イ
の
モ
デ
ル
と
、
そ
れ
に
伴

っ
て
の
合
理
的
期
待
仮
説
に
つ

い
て
み
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
キ
ー
と
な
る
人
物
は
ロ
バ
ー
ト

・
ル
ー
カ
ス
で
あ
る
。
第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は

彼
を
中
心
に
し
た
マ
ク
ロ
経
済
学
の
転
換
と
発
展
を
、
そ
の
方
法
論
レ
ベ
ル
か
ら
の
考
察
と
と
も
に
概
観
す
る

こ
と
に
す
る
。

第
八
章
以
降
は
、
い
く
つ
か
の
か
な
り
独
立
し
た
ト
ピ
ッ
ク
を
扱

っ
て
い
る
か
ら
、
相
互
間
に
は
あ
ま
り
時



間
的
ま
た
は
論
理
的
な
関
係
は
な
い
。
七
章
ま
で
の
内
容
が
現
代
経
済
学
の
方
法
論
的
な
基
本
と
す
る
な
ら
、

こ
れ
ら
は
そ
の
応
用
と
し
て
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。
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