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現
在
、
社
会
科
が
様
々
な
観
点
か
ら
批
判
検
討
の

座
に
上
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
地
理
教
育
、
歴
史
教

育
、
道
徳
教
育
の
見
地
か
ら
多
く
の
不
満
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
す
べ

て
正
し
い
と
い
う
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
最
も
根

本
的
な
点
で
社
会
科
が
大
い
に
耳
を
か
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
社
会

科
の
現
実
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 

○ 

社
会
科
の
現
実
性 

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
に
社
会
科
を
や
っ
て
い
る

と
大
阪
も
分
ら
な
い
子
供
が
出
来
て
し
ま
う
と
か
、

日
本
の
国
の
成
り
立
ち
が
分
ら
な
く
な
る
な
ど
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
素
朴
で
は
あ
る

が
、
あ
る
意
味
で
現
在
の
社
会
科
を
痛
烈
に
批
判
し

て
い
る
と
い
え
る
。
例
を
教
科
書
に
と
っ
て
み
る
と
、 

一
体
大
阪
と
い
う
都
市
を
社
会
科
教
科
書
は
ど
れ
位 

         

問
題
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
昔
の
地
理
教
科
書 

の
よ
う
に
大
阪
に
つ
い
て
地
誌
の
如
き
も
の
が
な

く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
併
し
社
会
科

と
い
う
も
の
が
、
現
実
の
日
本
の
社
会
に
つ
い
て
の

学
習
を
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
が
国
の
代
表

的
な
都
市
の
現
実
は
何
所
か
で
問
題
に
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
ぬ
筈
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
の
生
産
の
現
実

を
取
扱
っ
て
も
、
消
費
生
活
の
現
実
を
取
扱
っ
て
も
、

交
通
の
現
実
を
問
題
に
し
て
も
、
保
健
衛
生
の
問
題

を
取
扱
う
に
し
て
も
、
そ
れ
が
現
実
の
社
会
の
姿
を

解
明
し
、
そ
の
問
題
を
分
析
し
、
そ
の
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
恐
ら
く
大
阪
な
ど
と

い
う
も
の
は
ど
う
し
て
も
取
扱
わ
れ
る
筈
で
あ
ろ

う
。 ○ 

教
科
書
に
は
具
体
的
な
教
材
を
入
れ
よ 

所
が
教
科
書
を
み
る
と
、
決
し
て
そ
う
は
な
っ
て 

い
な
い
の
で
あ
る
。
何
所
の
国
の
何
所
の
土
地
だ
か

分
ら
な
い
よ
う
な
極
め
て
あ
い
ま
い
な
漠
と
し
た

生
活
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
科
書
に
あ

る
こ
と
は
極
め
て
一
般
的
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
こ

れ
は
も
ち
ろ
ん
教
科
書
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
実
の

社
会
学
習
は
教
師
の
指
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
多
分
現
実
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
一
体
教
科
書
は
ど
う
い
う
役
割

を
果
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
教
科
書
に
あ
る
の
は

架
空
の
土
地
の
架
空
の
社
会
に
於
け
る
架
空
の
出

来
事
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
考
え
方
を
養
う
と
い

う
点
で
は
役
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
う
い

う
一
般
的
な
考
え
方
で
止
る
限
り
、
極
め
て
抽
象
的

な
観
念
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
考
え
方
が
現
実
の
事

実
の
中
で
使
用
さ
れ
な
い
限
り
は
や
は
り
単
な
る

観
念
的
知
識
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
教
師
が
指
導
し

て
現
実
の
社
会
に
材
料
を
と
っ
て
確
か
め
さ
せ
な

い
限
り
、
生
き
て
働
く
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
現
実
の
社
会
の
実
態
を
把
握
す
る
学

習
に
は
、
そ
れ
だ
け
現
実
的
な
教
材
が
必
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
す
べ
て
教
師
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
こ
と

は
徒
ら
に
教
師
の
負
担
を
過
重
に
す
る
だ
け
で
あ

ろ
う
。
そ
う
い
う
教
材
が
今
の
と
こ
ろ
教
科
書
に
は

望
め
な
い
と
す
る
と
、
様
々
な
市
販
の
参
考
書
類
そ

の
他
の
視
聴
覚
教
材
な
ど
に
頼
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
辺
に
何
か
大
き
な
穴
が
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あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

○ 
空
虚
な
観
念
的
知
識
を
排
せ 

教
師
は
誰
も
熱
心
に
社
会
科
の
指
導
を
し
て
い

る
が
、
そ
れ
に
は
社
会
的
現
実
の
取
扱
い
方
に
不
馴

れ
な
点
も
あ
り
、
従
っ
て
充
分
な
教
材
を
用
意
す
る

だ
け
の
余
裕
も
な
い
し
、
更
に
い
け
な
い
こ
と
は
教

材
を
教
師
が
選
択
す
る
こ
と
が
出
来
る
程
、
社
会
的

条
件
が
整
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
社
会
が
そ
う
い
う

教
材
を
準
備
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
結
局

は
教
科
書
に
た
よ
っ
た
教
育
に
な
る
。
そ
し
て
教
科

書
だ
け
で
は
、
結
局
観
念
的
知
識
で
あ
る
。
例
え
ば

交
通
が
発
達
す
れ
ば
生
産
や
消
費
生
活
の
発
達
す

る
条
件
が
整
っ
た
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
な

一
種
の
社
会
的
知
識
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
如
何
に
も

空
虚
だ
と
い
う
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
或
る

意
味
で
は
昔
の
地
理
、
歴
史
、
修
身
の
方
が
よ
り
現

実
的
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
が

日
本
の
社
会
の
現
実
を
と
り
扱
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
す
ぐ
社
会
科
の
廃
止
、
解
体
論

と
な
り
、
地
理
、
歴
史
、
修
身
の
復
活
論
と
な
る
の

は
い
さ
さ
か
困
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
唱
え
る
人
の

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
論
は

い
た
だ
き
か
ね
る
。 

○ 

自
主
的
に
も
の
を
考
え
る
習
慣
を
つ
け
よ 

昔
の
地
理
や
歴
史
、
修
身
で
困
る
の
は
、
も
う
こ

れ
ま
で
何
度
も
言
わ
れ
た
よ
う
に
も
の
を
考
え
る

こ
と
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
の
現
実

を
自
分
の
眼
で
見
、
自
分
の
頭
で
整
理
す
る
こ
と
を

し
な
い
で
、
他
人
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
も
の
を
た

だ
受
け
と
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
の
一
人

一
人
が
自
分
の
判
断
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
は
反

対
で
あ
る
。
所
が
民
主
的
な
社
会
は
一
人
一
人
の
判

断
と
そ
の
協
力
と
に
よ
っ
て
成
立
つ
と
い
う
た
て

ま
え
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
の
自
由
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
自
由
な
判
断
を
平
等
に
価
値
あ
る
も
の
と
認

め
、
そ
の
間
の
論
議
に
よ
っ
て
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の

を
生
み
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て

は
愚
劣
な
判
断
が
勝
を
占
め
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
神
の
み
が
知
る
。
愚
劣
な
判
断
が
勝
を
占
め

た
と
思
う
人
は
そ
れ
を
克
服
す
る
だ
け
の
す
ぐ
れ

た
も
の
を
生
み
出
す
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う

い
う
た
て
ま
え
が
成
立
つ
に
は
ど
う
し
て
も
一
人

一
人
が
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
前
提
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
は
現
実
を
自
ら
整
理
し
判
断
さ
せ
る
訓
練
が

必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
判
断
の
結
果
と
し
て
の
現

実
社
会
に
対
す
る
知
識
を
も
っ
て
い
て
も
ら
い
た

い
の
で
あ
る
。
社
会
科
は
そ
の
要
請
に
も
と
づ
い
て

生
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

だ
か
ら
社
会
科
に
於
て
は
、
子
供
は
子
供
な
り
の

立
場
で
よ
い
か
ら
、
こ
の
社
会
の
現
実
を
整
理
し
、

分
析
し
て
、
自
己
の
判
断
を
も
っ
て
も
ら
う
よ
う
な

学
習
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

結
果
と
し
て
は
現
代
の
科
学
が
も
っ
て
い
る
結
論

の
方
に
近
づ
い
て
来
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
そ
れ
を
た
だ
受
け
と
る
の
で
な
く
、
自
分
で
障

碍
を
突
破
し
て
一
々
根
拠
あ
る
結
論
と
し
て
確
認

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
や
ら
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
分
析
の
方
法
と
、
態
度
を
身

に
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
じ
結
論
で
も
力
が

ち
が
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
学
習
に
は
要
す
る
に

子
供
に
必
要
な
現
実
分
析
の
材
料
を
豊
富
に
与
え

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

○ 

子
供
に
問
題
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と 

社
会
現
実
の
学
習
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
社
会
の

も
っ
て
い
る
問
題
が
は
っ
き
り
自
覚
さ
れ
て
い
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
問
題
が
解
明
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
漠
然
た
る
予
想
で
よ
い
。
そ

の
程
度
は
も
ち
ろ
ん
人
に
よ
っ
て
異
る
で
あ
ろ
う
。

概
し
て
い
え
ば
教
師
の
方
が
生
徒
よ
り
は
っ
き
り

問
題
を
自
覚
し
て
い
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
が

と
も
か
く
、
自
己
の
分
っ
て
い
る
所
か
ら
出
発
し
て

問
題
を
究
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
現

実
の
姿
を
整
理
し
て
行
く
た
め
に
、
自
分
の
自
覚
し

た
問
題
を
視
点
と
し
て
材
料
を
あ
つ
め
て
行
く
の

で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
当
然
現
実
の
学
習
で
あ
る
か
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ら
、
そ
の
現
実
の
由
来
を
考
え
て
判
断
し
、
地
理
を

按
じ
て
判
断
を
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
問
題
を
処
理

す
る
た
め
に
人
間
の
行
動
の
仕
方
を
分
析
し
、
あ
る

べ
き
人
間
の
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。 

〇 

知
識
に
あ
る
程
度
の
体
系
を
も
た
せ
よ 

社
会
現
実
を
分
析
、
整
理
し
て
問
題
を
解
明
し
て

行
く
に
は
、
そ
の
現
実
が
如
何
な
る
土
地
の
出
来
事

で
あ
る
か
、
そ
れ
は
他
の
土
地
と
の
如
何
な
る
関
連

を
も
っ
て
い
る
の
か
、
或
は
そ
れ
と
比
較
し
て
ど
う

な
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
行
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の

事
象
が
如
何
な
る
歴
史
的
背
景
、
乃
至
由
来
を
も
つ

か
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て

そ
こ
に
如
何
な
る
問
題
が
所
在
す
る
か
が
、
あ
ら
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。 

地
理
的
知
識
と
か
歴
史
的
知
識
と
か
も
、
わ
れ
わ

れ
の
社
会
生
活
の
問
題
を
判
断
す
る
所
に
必
要
な

も
の
で
あ
ろ
う
。
否
、
判
断
す
る
過
程
に
於
て
そ
う

い
う
知
識
が
成
立
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
理

解
と
い
え
ど
も
そ
の
体
系
的
知
識
を
知
識
と
し
て

も
つ
こ
と
で
な
く
、
具
体
の
問
題
に
於
て
判
断
が
出

来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
知
識
体
系

が
押
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
社
会
現
実
の
問
題
に
於

て
判
断
を
通
じ
て
自
覚
さ
れ
て
行
く
か
と
い
う
こ

と
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
点
の
検
討
に
は

現
在
殆
ん
ど
努
力
が
払
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。 

社
会
現
実
の
学
習
は
、
如
何
な
る
問
題
に
つ
い
て
、

如
何
な
る
研
究
方
法
で
、
如
何
な
る
材
料
を
使
っ
て

な
さ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
の
中
に
於
て
、
地
理
、

歴
史
、
修
身
を
位
置
づ
け
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。 


