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フ
ク
シ
マ
以
後
の
現
代
社
会
の
基
礎
理
論

　

命
を
一
瞬
に
し
て
失
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
既
に
述
べ
た
非
原
理
の
所
有
を
こ
と
ご
と
く
奪
い
去
ら

れ
た
人
々
に
と
っ
て
現
代
社
会
は
何
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
所
有
や
領
土
と
い
っ
た
概
念

の
非
原
理
性
を
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
間
が
自
然
を
征
服
し
、
制
御
す
る
と
い
う
近

代
社
会
に
至
る
理
想
は
、
そ
の
根
底
か
ら
く
ず
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
人
類
が
自
然
を
征
服
し
、
制
御
す
る
利
銅
」
は
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
非
原
理
性
（
所
有
や
領
土
概

念
の
無
根
拠
性
）
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
を
白
日
の
下
に
さ
ら
け
出
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

私
が
、
と
り
わ
け
一
九
九
一
年
以
来
、
現
存
社
会
主
義
が
欲
望
独
裁
体
制
と
し
て
近
代
社
会
そ
の
も

の
を
生
み
出
し
て
き
た
地
域
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
真
っ
只
中
で
崩
壊
し
て
以
来
、
理
論
化
し
て
き
た
、
本

書
は
そ
れ
ら
の
論
集
と
い
う
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
状
況
論
」
の
現
実
的
な
新
た

な
局
面
が
フ
ク
シ
マ
（
福
島
）
問
題
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
、
即
ち
近
代
化
を
百
五
十
年
以
上
に
亘
っ

て
し
ゃ
に
む
に
進
め
て
き
た
国
家
の
ま
さ
に
そ
の
領
土
の
う
ち
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
・
一
一
フ
ク
シ
マ
が
世
界
化
し
、
世
界
史
的
意
義
を
も
つ
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
一
八
四
四
年
の
パ
リ
手
稿
で
、「
私
的
所
有
＝
ど
ろ
ぼ
う
」
と
記
し
て
い
た
。
ロ
ー

マ
帝
国
の
存
立
基
盤
で
も
あ
っ
た
、
被
征
服
民
の
奴
隷
所
有
に
は
じ
ま
り
、
封
建
時
代
の
土
地
所
有
に
し

て
も
、「
こ
れ
は
俺
（
達
）
の
も
の
だ
」、「
こ
れ
は
私
（
達
）
の
も
の
だ
」
と
い
う
宣
言
と
、
そ
の
権
力
的
、

す
な
わ
ち
力
を
用
い
た
「
所
有
」
防
衛
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
、
所
有
は
所
有
と
し
て
社
会
的
に
存
立
し

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
済
の
時
代
に
な
っ
て
も
そ
の
事
情
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
と
言

う
の
で
あ
る
。
所
有
を
原
理
的
に
、
即
ち
そ
れ
自
体
か
ら
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

今
日
で
は
常
識
化
し
て
い
る
、
所
有
の
主
体
が
国
家
と
さ
れ
る
、
領
土
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
言
う
「
必
然
の
王
国
」
の
底
に
は
原
理
化
で
き
な
い
も
の
、
「
非
原
理
」
が
沈
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
「
必
然
の
王
国
」
か
ら
「
自
由
の
王
国
」
へ
の
移
行
は
果
た
し
て
可
能
な
の
か
。

　

非
原
理
的
な
も
の
、
即
ち
上
述
し
た
「
所
有
」
か
ら
の
解
放
（
自
由
）
が
促
進
さ
れ
る
の
か
。
ル
カ
ー

チ
は
、
そ
の
晩
年
の
大
著
『
社
会
的
存
在
の
存
在
論
』
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
の
主
張
「
所
有
が
存
在
を
規

定
し
て
い
る
」
疎
外
状
況
を
前
面
に
出
し
て
い
る
。
非
原
理
が
原
理
を
規
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
う

の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
疎
外
の
問
題
項
が
右
の
存
在
論
の
最
も
重
要
な
問
題
複
合
体
（
複
雑
性
）

と
し
て
、「
労
働
」
と
「
再
生
産
」
に
つ
づ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
本
書
「
序
章
」
よ
り
）


