
　

序
章
で
は
、「
現
時
点
で
は
、
マ
ネ
ー
文
明
、
物

質
文
明
そ
の
も
の
が
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
で

あ
る
。」「
地
域
社
会
の
そ
し
て
ま
た
国
家
の
あ
り

方
と
意
味
を
問
い
か
け
な
け
れ
ば
、
出
口
は
見
当

た
ら
な
く
な
る
。」「
競
争
原
理
の
名
の
も
と
で
の

弱
者
圧
殺
と
い
う
構
図
は
な
ん
ら
変
わ
っ
て
は
い

な
い
。
市
場
経
済
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
無
自
覚

的
容
認
は
、
こ
の
構
図
に
与
す
る
だ
け

だ
。」
又
、「
地
域
社
会
の
協
同
活
動
の

核
と
し
て
の
多
様
な
活
動
機
能
を
有
し

て
い
る
は
ず
の
農
協
が
、
い
ま
ひ
と
つ

頼
り
に
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。」

「
そ
の
な
か
で
の
救
い
は
、先
進
的
あ
る

い
は
先
駆
的
に
各
地
で
住
民
自
ら
が
自
立
の
道
を

模
索
し
つ
つ
、
行
動
す
る
市
民
、
自
立
す
る
主
婦

た
ち
が
誕
生
し
、
ま
た
誕
生
し
つ
つ
あ
る
こ
と

だ
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
よ
る

各
産
業
全
分
野
に
対
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
弊
害

に
対
し
て
、
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
、
地
域
社
会
と
い
う

対
抗
軸
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
実
は
市
民
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
い
て
何
の
発
言
権
も

持
っ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
り
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
私
達
に

自
由
貿
易
ル
ー
ル
を
押
し
付
け
る
。
選
択
権
は
、

一
切
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
議
員
も
他
の
誰
も
Ｗ

Ｔ
Ｏ
へ
の
発
言
権
を
持
っ
て
い
な
い
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は

市
民
の
未
来
、
農
民
の
未
来
、
地
球
の
未
来
を
脅

か
し
て
い
る
。
現
在
の
支
配
的
な
論
理
は
、
規
制

緩
和
、
社
会
的
な
保
護
、
福
祉
を
全
て
破
壊
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

農
業
に
つ
い
て
の
生
命
体
の
私
有
化
の
問
題
は
、

遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、

多
国
籍
企
業
の
四
、
五
社
が
世
界
中
全
て
の
種
子

産
業
を
握
ろ
う
と
し
て
い
る
。
従
来
、
農
民
は
、

自
分
の
畑
で
取
れ
た
タ
ネ
を
蒔
い
て
い
た
。
そ
れ

が
毎
年
、
種
苗
会
社
か
ら
種
子
を
買
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
に
海
外
で
は
、
農
民

が
自
分
の
畑
で
自
家
採
種
し
た
タ
ネ
を
蒔
き
、
特

許
権
侵
害
で
訴
え
ら
れ
た
事
例
も
出
て
い
る
。
遺

伝
子
組
み
換
え
作
物
の
二
五
％
は
、
除
草
剤
耐
性

を
も
っ
た
品
種
。
企
業
は
よ
り
多
く
の
除
草
剤
を

売
り
、
そ
れ
を
食
べ
る
生
物
、
人
間
が
汚
染
さ
れ

る
。
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
に
対
し
て
最
大
限
の

安
全
証
明
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
は

情
報
公
開
を
行
い
、
明
解
な
表
示
も
必
要
で
あ
る
。

　

日
本
は
、
世
界
一
の
食
糧
・
農
産
物
の
輸
入
国

で
あ
る
。
日
本
の
人
口
は
一
億
三
千
万
弱
の
人
口

だ
が
、
面
積
に
し
て
一
人
一　

分
の
食
糧
を
海
外

ha

に
依
存
し
て
い
る
。
日
本
の
食
糧
自
給
率
は
四
〇

％
を
切
り
、
国
内
農
地
は
不
耕
作
地
が
激
増
し
て

い
る
。
市
場
、
店
頭
、
食
卓
に
は
、
外
国
農
産
物

が
あ
ふ
れ
、
一
方
、
食
糧
の
南
北
問
題
は
深
刻
さ

を
増
し
て
い
る
。
農
業
生
産
の
世
界
的
工
業
化
政

策
に
よ
っ
て
食
に
対
す
る
安
全
の
神
話
は
、
崩
壊

し
た
。
食
糧
生
産
の
本
質
は
、
人
間
の
命
を
維
持

し
人
間
そ
の
も
の
を
大
切
に
す
る
事
で
あ
る
。
人

間
の
命
を
脅
か
す
生
産
シ
ス
テ
ム
を
地
域
か
ら
変

革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。本
書
で
は
第
三
章「
女

性
及
び
高
齢
者
の
『
農
』
を
含
め
た
仕
事
起
こ
し
」、

第
四
章
「
住
民
参
加
型
の
地
域
活
性
化
」、
第
五
章

「
農
協
組
織
の
課
題
」、
第
六
章
「
地
域
通
貨
の
現

状
と
そ
の
可
能
性
」
で
、
各
地
の
具
体
的
事
例
を

紹
介
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
と
多
く
の
共
通
性
を
も
つ

イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
で
生
ま
れ
て
い

る
新
た
な
協
同
組
合
の
動
き
に
も
ふ
れ

て
い
る
。

　

そ
し
て
終
章
で
は
、「
旧
来
型
の
協
同

組
織
に
代
わ
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
の

機
能
を
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
幅
広
く
、
よ

り
深
く
、そ
し
て
、よ
り
強
く
し
て
い
く
外
な
い
。」

「
そ
し
て
、そ
の
場
合
の
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
は
、

地
域
社
会
で
あ
る
。」「
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
の
成

功
は
、
積
み
残
さ
れ
た
課
題
や
新
た
な
課
題
に
取

り
組
む
際
に
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
が
現
在
と
将
来

の
世
代
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
責
任
を
自
覚
す
る
か
否

か
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
結
び
、
新
た

な
地
域
社
会
形
成
に
向
け
た
取
組
み
や
課
題
を
提

起
し
て
い
る
。

　

地
域
の
中
で
活
動
し
て
い
る
協
同
組
合
関
係
者

に
参
考
図
書
と
し
て
本
書
を
一
読
さ
れ
る
こ
と
を

お
薦
め
し
た
い
。

（
Ｊ
Ａ
山
武
郡
市　

直
販
開
発
部
審
議
役　

下
山
久
信
）

『
協
同
で
再
生
す
る
地
域
と
暮
ら
し　
　

　
　
　
　
　

―
豊
か
な
仕
事
と
人
間
復
興
―
』

　
　
　
中
川
雄
一
郎
監
修
・
農
林
中
金
総
合
研
究
所
編

（
日
本
経
済
評
論
社
）　  　
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