
説
明
的
文
章
教
材
の

｢限

定

｣

･｢反
証

｣

条
件
分
析
の
試
み

-

｢小
さ
な
労
働
者
｣
を
対
象
と
し
て
-

渡

部

d

洋

一
郎

1

本
稿
の
課
題

説
明
的
な
文
章
教
材
は
､

1
般
に
説
明
内
容
の
論
理
性
と
記
述
内
容
を

よ
り
効
果
的
に
伝
達
す
る
た
め
の
説
得
性
と
い
う
両
面
を
保
持
す
る
｡
そ

う
し
た
点
で
､論
者
の
主
張
の
核
心
は
ど
う
.い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
､

ま
た
､
ど
の
よ
う
な
論
理
の
展
開
を
試
み
､
い
か
な
る
文
章
構
成
を
採
用

す
る
か
ら
'
説
得
力
を
持

っ
た
効
果
的
な
文
章
表
現
た
り
得
る
の
か
を
理

解
す
る
こ
と
は
､
説
明
文
教
材
を
学
習
す
る
上
で
重
要
な
す
標
の

一
つ
に

な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
近
年
､
論
理
的
な
思
考
力
の
育
成
が
そ
の
重
要
性
を
増
し
､

教
育
課
程
審
議
会
の
答
申
に
お
け
る
国
語
科
の
改
善
の
基
本
方
針

(平
成

一
〇
年
七
月
)
や
現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
国
語
科
の
目
標
に
も
そ
の
重

要
性
が
詣
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
説
明
的
な
文
章
教
材
の
ジ
ャ
ン
ル
で

言
え
ば
'
メ
デ
ィ
ア

･
リ
テ
ラ
シ
ー
や
批
判
的
思
考
と
い
っ
た
術
語
と
の

連
関
で
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
岩
永
正

史

(二
〇
〇
三
)
は
､
菅
谷
明
子

(二
〇
〇
〇
)
の

｢
メ
デ
ィ
ア
が
形
作

る

『現
実
』
を
批
判
的

(ク
リ
テ
ィ
カ
ル
)
に
読
み
取
る
と
と
も
に
､
メ

デ
ィ
ア
を
使

っ
て
表
現
し
て
い
く
能
力
｣
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

･
リ
テ
ラ
シ

ー
に
関
す
る
言
を
引
き
な
が
ら
､
批
判
的
な
思
考
が
展
開
さ
れ
る
際
に
用

い
ら
れ
る
知
識
や
そ
の
知
識
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
思
考
を
検
討
す
る
こ

と
の
重
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
｡
ま
た
､
中
村
敦
雄

(
一
九
九
三
)

も
､
論
理
的
思
考
の
重
要
性
に
つ
い
て
､
論
証
の
妥
当
性
を
批
判
的
に
問

う
こ
と
と
筆
者
の
発
想
を
読
む
と
い
う
二
つ
の
点
か
ら
具
体
的
な
例
文
に

基
づ
い
て
検
証
を
試
み
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
研
究
は
､
批
判
的
な
思
考
を
展
開
す
る
こ
と
の
意
味
や
そ
れ

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
'
さ
ら
に
は
､
そ
の
知
識
を
活
用
す
る
こ
と
で

も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
実
質
的
な
成
果
な
ど
に
つ
い
て
い
ず
れ
も
詳
し

-
言
及
し
て
い
る
が
､
で
は
､
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
指
導
を
行
え
ば
論

理
構
造
に
関
わ
る
よ
-
望
ま
し
い
文
章
理
解
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
｡
岩
永
正
史

(二
〇
〇
〇
)
に
よ
れ
ば
'
｢文
卓
の
論
理
と
読
み
手
の

理
解
の
関
係
｣
は
被
験
者
の
年
齢
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
り
を
見
せ
､
発

達
段
階
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
批
判
的
な
思
考
の
傾
向
や
論
理
構
造
に
対

す
る
反
応
に
は
､
あ
る

〓
定
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
う
｡
岩
永

(二
〇

〇
三
)
は
､
ト
ウ
ル
ミ
ン
の
論
証
モ
デ
ル
を
援
用
し
分
析
し
た
上
記
の
結
果

を
踏
ま
え
た
上
で
､
次
の
よ
う
な
四
つ
の
指
導
段
階
を
提
唱
し
て
い
る
喝

①

主
張
と
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
事
実
を
と
ら
え
る
｡

②

主
張
と
事
実
の
関
係
､
必
要
と
な
る
理
由
付
け
や
理
由
の
裏
付



け
を
含
め
た
論
の
構
造
か
ら
主
張
の
当
否
を
検
討
す
る
｡

③

反
証
を
視
野
に
入
れ
て
主
張
の
当
否
を
検
討
す
る
｡

④

論
者
の
用
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る
か
を
考
え
､
主
張
の
当
否
を
検
討
す
る
｡

ー
ウ
ル
ミ
ン
モ
デ
ル
は
､
議
論
分
析
の
た
め
の
論
理
構
造
モ
デ
ル
で
､

基
本
的
に

｢主
張
c
L
｢事
実
D
L
｢理
由
付
け
W
L
｢理
由
の
裏
付
け
B
L

｢限
定
Q
L
｢反
証
R
｣
と
い
っ
た
要
素
で
構
成
さ
れ
る
｡
こ
の
モ
デ
ル
は
'

議
論
や
説
得
を
す
る
上
で
従
来
の
三
段
論
法
で
は
不
十
分
な
点
を
補
え
る

こ
と
､
ま
た
､
不
完
全
な
推
論
の
際
に
も
各
項
目
の
ど
こ
に
弱
点
が
あ
っ

た
か
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と

(井
上
尚
美
I
1
九
八
九
)
な
ど
の
点
か
ら
､

実
際
の
説
明
的
な
文
章
教
材

(特
に
論
説
文
な
ど
の
場
合
)
の
分
析
に
も

広
-
応
用
さ
れ
て
い
る

(例
え
ば
'
中
村
敦
雄

(
一
九
八
九
)
な
ど
)｡

本
稿
の
第

1
の
目
的
は
'
こ
の
よ
う
な
ー
ウ
ル
ミ
ン
モ
デ
ル
の
特
性
を
踏

ま
え
な
が
ら
､
モ
デ
ル
中
の
あ
る
特
定
の
要
素
に
着
冒
し
た
教
材
分
析
を

行
う
こ
と
に
よ
り
'
当
該
の
説
明
的
文
章
教
材
が
持
つ
特
徴
の
一
端
を
浮

き
彫
-
に
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
具
体
的
に
は
､
｢限
定
｣
及
び

｢反
証
｣

条
件
が
教
材
文
に
お
け
る
筆
者
の
主
張
を
ど
の
よ
う
に
規
卸
し
､
そ
の
制

限
の
中
で
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
主
張
の
妥
当
性
を
導
-
こ
と

に
繋
が
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
｡
ま
た
､
第
二
の
目
的
は
､
｢事
実
｣

や

｢理
由
付
け
｣
に
立
脚
す
る

｢主
張
｣
(第

一
グ
ル
ー
プ
)
と

｢限
定
｣

及
び

｢反
証
｣
条
件

(第
二
グ
ル
ー
プ
)
と
の
相
関
に
お
い
て
､
後
者

(第
二
グ
ル
ー
プ
)
の
制
限
の
枠
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
り
､
筆
者
の
主
張

は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
｡

通
常
､
あ
る
主
張
は

〓
疋
の
条
件
下
に
お
け
る
制
限
の
枠
の
中

(
つ
ま
り
､

限
定
さ
れ
た
土
俵
の
中
)
で
述
べ
ら
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
､
こ
の
制

限
の
粋
が
は
ず
れ
れ
ば
'
当
然
､
異
な
る
主
張
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

従
来
､
ー
ウ
ル
ミ
ン
モ
デ
ル
を
用
い
て
行
わ
れ
て
き
た
教
材
分
析
は
'

｢教
材
研
究
の
基
礎
と
し
て
の
文
章
分
析
に
応
用
す
る
｣
榊
こ
と
が
主
な
目

的
で
､
教
材
の
論
理
構
造
と
い
う
側
面
か
ら
分
析
の
結
果
が
考
察
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
本
稿
に
お
け
る
こ
う
し
た
試
み
は
､

教
材
分
析
を
通
し
て
の
文
章
構
造
の
検
証
よ
り
も
､.
あ
る
制
限
や
条
件
と

い
う

〓
疋
の
枠
が
果
た
す
役
割
の
検
討
を
行
う
こ
と
で
､
記
述
対
象
に
つ

い
て
の
異
な
る
側
面
の
存
在
や
主
張
の
広
が
り
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と

.に
比
重
が
か
か
っ
て
い
る
｡

2

ト
ゥ
ル
ミ
ン
モ
デ
ル
の
要
素
と
型

-

但
し
書
き
と
し
て
の

｢限
定
｣
｢反
証
｣
-

-
ウ
ル
ミ
ン
が
示
す
モ
デ
ル
の
要
素
と
そ
の
一
般
的
な
型
は
図
1
の
通

り
で
あ
る
噌

た
だ
し
､
井
上

(
一
九
八
九
)
は
ー
ウ
ル
ミ
ン
の
モ
デ
ル
に
内
在
す
る

い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
､
｢
Q
･
B
･
R
の
三
つ
は
､
は

じ
め
の
C
･
W
･
D
に
対
す
る

『但
し
書
き

(条
件
づ
け
)』
と
し
て
一

括
す
る

(そ
の
中
で
の
下
位
区
分
と
考
え
る
)
ほ
う
が
理
論
的
に
も
す
っ

き
-
す
る
L
t
実
際
的
に
も
扱
い
や
す
い
｣
と
述
べ
て
い
る
S
o
実
際
､

S
.E
.T
o
u
-ヨ
im
(
一
九
八
四
)
ら
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
著
作
の
中
で
も
､

議
論
の
強
さ
を
表
す
要
素
は

｢q邑
ifier
(限
定
)｣
と

｢
rebutta二
反
証
)｣

の
二
つ
で
あ
り
'
先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
本
稿
の
目
的
を

｢限
定
｣
･
｢反

証
｣
条
件
の
内
容
が

｢主
張
｣
の
妥
当
性
を
ど
う
保
証
す
る
の
か
と
い
う

関
係
吟
味
や
､
｢限
定
｣
･
｢反
証
｣
条
件
の
内
容
と

｢主
張
｣
と
の
相
関

2



(卜ウルミンモデルの要素)

C(claim)[主張]-論者が主張したいと思うものを､言明として言語に表現したもの

D(data)[データ]-Cの根拠となる事実

W(wa汀antS)[理由付け]-Dという事実から､Cのような主張乃至は結論を導き出
すことができる命題

B(backing)[理由の裏付け]-Wの背後にあって､それを権威づけする命題

Q(qualifier)[限定句]-一定の範囲でのみ､Wに論拠たり得る資格を与えるように

限定するもの

R(rebuttal)[反証]-理由づけWの反証条件 (例外の規定)

(モデルの一般型)

それゆえ

的
な
可
変
性
の
検
討
に
お
い
た
の
は
'
こ
の
よ
う
な
背
景
に
由
来
す
る
｡

な
ぜ
な
ら
'
｢限
定

Q
｣
が
理
由
付
け
の
確
か
ら
し
さ
の
程
度
に
制
限
を

加
え
る
こ
と
で
､
ま
た
､
｢反
証
R
｣
が

一
定
の
条
件
の
下
で
の
例
外
を

排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
想
定
さ
れ
る
反
論
や
異
な
る
主
張
の
出
現
を

結
果
的
に
注
意
深
-
除
外
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡す
な
わ
ち
､

｢限
定

Q
｣
や

｢反
証

R
｣
は

｢主
張

C
｣
の
妥
当
性
に
あ
ら
か
じ
め
制

限
を
設
け
る
こ
と
で
､
教
材
文
に
お
け
る
筆
者
の
論
理
を
補
強
す
る
役
割

を
担
う
が
ゆ
え
に
､
そ
の
相
対
的
な
関
係
性
を
吟
味
す
る
こ
と

(
つ
ま
-
､

制
限
の
枠
の
中
で
主
張
を
述
べ
る
こ
と
が
論
理
の
妥
当
性
を
ど
の
よ
う
に

保
証
し
､
逆
に
そ
の
粋
が
は
ず
れ
た
時
に
い
か
な
る
異
見
が
出
現
す
る
可

能
性
が
あ
る
の
か
を
吟
味
す
る
こ
と
を
指
す
)
は
､
記
述
対
象
に
つ
い
て

の
異
な
る
側
面
の
存
在
や
主
張
の
広
が
り
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
に
繋

が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

と
こ
ろ
で
､
ト
ウ
ル
ミ
ン
モ
デ
ル
を
実
際
の
論
説
文
に
あ
て
は
め
､

｢教
材
研
究
の
基
礎
と
し
て
の
文
章
分
析
に
応
用
｣
し
た
中
村

(
一
九
八

論
証
抜
き
で
書
か
れ
て
い
る
教
材
は
多
い
｣
肘
と
い
う
｡
本
来
､
仮
説
や

筆
者
の
判
断
の
正
し
さ
を
論
理
的
に
説
明
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
論
説
文

で
､
な
ぜ
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
っ
て
-
る
の
か
を
論
ず
る
こ
と
は
本
稿

の
目
的
で
は
な
い
が
t
L
か
L
t
塙
者
は
そ
の
理
由
の

一
つ
は
教
材
文
が

ど
の
よ
う
な
学
習
者
を
対
象
に
何
を
主
た
る
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
も
の

な
の
か
t
と
い
う
学
習
目
標
と
伝
達
す
べ
き
内
容
､
及
び
学
習
者
の
相
互

の
関
係
性
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
と
も
あ
れ
､
｢限
定
｣
･
｢反
証
｣
条

件
を
教
材
文
に
お
け
る

｢主
張
｣
と
の
関
係
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
､

例
え
ば
､
自
然
科
学
的
な
こ
と
を
具
体
的
に
論
述
し
て
い
る
よ
う
な
説
明

3



的
な
文
章
教
材
の
分
析
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
､
記
述
対
象
に
つ
い
て
の
異

な
る
側
面
の
存
在
や
主
張
の
広
が
り
の
可
能
性
を
見
出
す
と
い
う
点
に
お

い
て
､
よ
り
評
論
的
な
説
明
的
文
章
に
ま
で
そ
の
応
用
の
範
囲
を
広
げ
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
噌

3

教
材
文
の
要
旨
と
意
味
段
落
の
要
点

分
析
の
対
象
と
す
る
教
材
文
は
､
東
京
書
籍
の
中
学
校
二
年
生

｢小
さ

な
労
働
者
｣
(平
成

1
五
年
度
版

『新
し
い
国
語
』

2
､
現
行
教
科
書
)

で
あ
る
｡
以
下
に
､
本
文
の
要
旨
と
意
味
段
落
ご
と
の
要
点
を
示
す
｡

｢小
さ
な
労
働
者
｣
要
旨
㈹

第

一
次
世
界
大
我
前
の
ア
メ
リ
カ
で
は
､
.活
発
な
産
業
に
よ
る
多
数
の

労
働
者
の
需
要
が
あ

っ
た
の
で
､
安
い
賃
金
で
過
酷
な
労
働
環
境
に
あ
ま

ん
じ
て
い
た
多
く
の
子
ど
も
達
が
い
た
｡
ル
イ
ス

･
ハ
イ
ン
は
､
子
ど
も

の
権
利
を
尊
重
し
た
活
動
家
の

一
人
で
'
産
業
の
担
い
手
と
し
て
働
か
さ

れ
る
子
ど
も
達
を
救
い
た
い
1
心
か
ら
教
師
を
辞
め
､
全
米
児
童
労
働
委

員
会
と
い
う
団
体
の
取
材
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
､
こ
う
し
た
児
童
労
働
の

実
態
を
取
材
し
続
け
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
取
材
は
'
過
酷
な
現
場
を
写
す

が
故
に
時
に
危
険
を
伴
う
こ
と
も
あ

っ
た
が
､
そ
れ
で
も
写
真
を
撮
り
続

け
た
の
は
､
働
-
子
ど
も
達
の
真
実
の
姿
を
目
に
し
た
な
ら
ば
､
き

っ
と

世
の
人
々
は
子
ど
も
達
の
解
放

へ
と
傾
-
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で

あ
る
｡

厳
し
い
労
働
に
従
事
す
る
幼
い
子
ど
も
達
を
記
録
し
た
彼
の
写
真
と
そ

の
説
明
文
は
､
や
が
て
人
々
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
､
世
論
が
動
い
た
結

果
､
子
ど
も
達
は
過
酷
な
労
働
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
｡

大
き
な
社
会
悪
に
'
｢
写
真
｣
と
い
う
武
器
だ
け
で
勇
敢
に
立
ち
向
か
_

っ
た
ハ
イ
ン
の
生
き
様
に
学
ぶ
べ
き
も
の
は
多
い
｡
ハ
イ
ン
が
と
ら
え
た

子
ど
も
の
姿
は
厳
し
い
労
働
に
就
-
彼
ら
の
苦
し
み
を
写
し
出
し
て
い
る

が
､
同
時
に
､
子
ど
も
達
の
尊
厳
や
生
命
力
を
も
と
ら
え
て
い
る
｡
そ
れ

は
､
ル
イ
ス

･
ハ
イ
ン
に
村
す
る
子
ど
も
達
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
が
あ

っ

た
か
ら
こ
そ
な
し
え
た
こ
と
な
の
だ
｡

｢小
さ
な
労
働
者
｣
の
本
文
全
体
は
､
二
〇
の
形
式
段
落
か
ら
構
成
さ

れ
る
が
､
東
京
書
籍
教
師
用
指
導
書
で
は
'
こ
れ
を
八
つ
の
意
味
段
落
に

分
割
し
､
そ
れ
ぞ
れ
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
噌

第

一
段
落

カ
キ
殻
の
山
を
背
に
､
バ
ケ
ツ
を
手
に
し
て
立
つ
少
年
の
写
真
｡

(写
真

｢
マ
こ
ユ
エ
ル
｣
)
第

1
次
世
界
大
戟
前
の
ア
メ
リ
カ
で
は
'

多
-
の
子
ど
も
た
ち
が
劣
悪
な
環
境
の
下
､
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら

れ
て
い
た
｡
彼
も
ま
た
､
そ
う
い
ケ
少
年
の

一
人
で
あ
っ
た
｡

第
二
段
落

一
九
〇
〇
年
初
め
､
働
-
子
ど
も
た
ち
を
労
働
か
ら
解
放
し
ょ
う

と
す
る
活
動
が
始
ま

っ
た
｡

第
三
段
落

教
師
で
あ
-
写
真
家
で
あ

っ
た
ル
イ
ス

･
ハ
イ
ン
は
'
子
ど
も
た

ち
を
救
う
た
め
取
材
カ
メ
ラ
マ
ン
に
な
っ
た
｡
彼
は
困
難
を
乗
-
越

え
､
働
-
子
ど
も
た
ち
の
真
実
の
姿
を
撮
り
続
け
た
｡
そ
れ
が

一
番

有
効
な
方
法
だ
と
信
じ
て
い
た
か
ら
｡

第
四
段
落

紡
績
工
場
で
は
少
女
た
ち
が

｢
ス
ピ
ナ
ー
｣
と
し
て
'
長
時
間
働

4



い
て
い
た

(写
真

｢
ス
ピ
ナ
ー
の
少
女
｣
)0

第
五
段
落

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
の
炭
坑
で
は
､
児
童
労
働
法
の
不
備
の
た
め
､

多
-
の
少
年
が
合
法
的

･
非
合
法
的
に
雇
わ
れ
て
い
た

(写
真

｢炭

坑
で
働
-
少
年
た
ち
｣
)
｡
彼
ら
は

｢ブ
レ
ー
カ
ー

･
ボ
ー
イ
｣
(写

真

｢昼
休
み
中
の
ブ
レ
ー
カ
ー

･
ボ
ー
イ
た
ち
｣
)
と
し
て
過
酷
な

労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
た
｡

第
六
段
落

綿
花
畑
で
働
-
子
ど
も
た
ち

(写
真

｢綿
花
を
摘
む
マ
ー
ト
｣
)

は

｢か
が
み
こ
み
仕
事
｣
と
呼
ば
れ
る
単
調
で
つ
ら
い
仕
事
を
し
て

い
た
｡
そ
こ
に
は

｢わ
ず
か
な
人
間
性
も
兄
い
だ
せ
な
い
｡｣
と
ハ

イ
ン
は
語
っ
た
｡

第
七
段
落

ハ
イ
ン
は

｢
ア
オ
ー
ス
-
1
リ
ー
｣
と
い
う
新
し
い
表
塀
方
法
で

自
ら
の
写
真
を
発
表
し
た
｡
展
覧
会
を
見
た
あ
る
新
聞
記
者
が
､
児

童
労
働
の
実
態
を
告
発
す
る
記
事
を
書
い
た
｡
ハ
イ
ン
の
写
真
は
､

つ
い
に
世
論
を
動
か
し
た
の
で
あ
る
｡

第
八
段
落

紡
績
工
場
で
働
-
少
女
の
写
真

(写
真

｢紡
績
工
場
の
少
女
｣
)
0

ハ
イ
ン
の
写
真
は
､
厳
し
い
労
働
に
つ
-
苦
し
さ
だ
け
で
な
く
'
少

女
の
人
間
性
と
､
威
厳
と
生
命
力
を
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ

は
美
し
く
さ
え
あ
る
｡

そ
の
美
し
さ
は
､
子
ど
も
た
ち
の
ハ
イ
ン
に
対
す
る
信
頼
の
証
で

も
あ
る
｡

先
に
稿
者
が
示
し
た
教
材
文
の
要
旨
と
教
師
用
指
導
書
の
要
点
と
を
比

べ
る
と
､
八
つ
の
意
味
段
落
の
う
ち
､
要
旨
に
含
ま
れ
る
主
張
と
最
も
深

い
関
係
を
な
す
意
味
段
落
は
､
写
真
に
存
在
す
る
力
を
利
用
し
子
ど
も
た

ち
を
過
酷
な
労
働
環
境
か
ら
救
い
出
そ
う
と
し
た
こ
と
が
重
点
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
第
三
段
落
､
ハ
イ
ン
の
写
真
に
よ
っ
て
世
論
が
動
い
た
こ
と

を
述
べ
た
第
七
段
落
､
そ
し
て
､
実
態
と
し
て
の
労
働
の
有
り
様
だ
け
で

な
-
､
被
写
体
の
人
間
性
ま
で
も
写
し
だ
す
こ
と
の
で
き
た
ハ
イ
ン
と
子

ど
も
た
ち
の
信
頼
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
第
八
段
落
の
三
つ
で
あ

る
｡そ

こ
で
､
次
節
以
降
で
は
､
こ
の
三
つ
の
意
味
段
落
を
対
象
に
分
析
を

行
う
こ
と
に
よ
り
､
｢限
定
｣
･
｢反
証
｣
条
件
を
教
材
文
に
お
け
る

｢主

張
｣
と
の
関
係
で
検
討
し
′'
本
稿
の
目
的
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
-
0

4

分
析
対
象
の
意
味
段
落
と
分
析
の
実
際

4
-
1

三
つ
の
意
味
段
落
と
当
該
箇
所
の
教
科
書
本
文

先
ず
､
第
三

･
第
七

･
第
八
の
意
味
段
落
に
つ
い
て
､
本
文
を
示
す

(尚
､
意
味
段
落
内
の
各
段
落
に
附
さ
れ
て
い
る
○
囲
み
の
算
用
数
字
は
'

そ
れ
ぞ
れ
形
式
段
落
の
番
号
を
表
す
)0

*
第
三
意
味
段
落

⑥

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
教
師
の
か
た
わ
ら
写
真
家
と
し
て
も
活
動
し
て

い
た
ル
イ
ス

･
ハ
イ
ン
は
､
そ
う
し
た
考
え
を
持
つ
活
動
家
の
1
人

で
し
た
｡
彼
は
'
写
真
に
は
真
実
を
語
る
大
き
な
力
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
し
た
｡
産
業
の
に
な
い
手
と
し
て
働
か
さ
れ
る
子
ど
も

た
ち
を
救
い
た
い
と
い
う
思
い
が
高
じ
た
す
え
に
､
ハ
イ
ン
は
教
師

を
辞
め
､
全
米
児
童
労
働
委
員
会
と
い
う
団
体
の
取
材
カ
メ
ラ
マ
ン

5



に
な
り
ま
し
た
｡

⑦

ハ
イ
ン
は
､
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
使

っ
て
数
多
-
の
現
場

へ
潜
-

込
み
ま
し
た
｡
い
ず
れ
も
調
査
が
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
'
写

真
が
公
開
さ
れ
て
は
困
る
よ
う
な
場
所
ば
か
り
で
し
た
｡
と
き
に
は
､

彼
の
真
の
目
的
に
気
づ
い
た
工
場
主
か
ら
暴
力
を
受
け
､
危
険
な
め

に
あ
わ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
｡
ふ
だ
ん
は
控
え
め
で
恥
ず
か
し

が
り
屋
の
､鳥
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
細
身
の
男
ル
イ
ス

･
ハ
イ
ン
は
､

二
十
世
紀
の
初
め
に
'
働
-
子
ど
も
た
ち
の
真
実
の
姿
を
記
録
す
る

こ
と
に
命
を
懸
け
た
の
で
す
｡

⑧
｢百
聞
は

1
見
に
し
か
ず
.
｣
と
ル
イ
ス

･
ハ
イ
ン
は
語

っ
て
い
ま

す
｡
も
し
児
童
の
労
働
の
真
実
の
姿
を
目
に
し
た
な
ら
ば
'
人
々
は

こ
の
悪
夢
を
終
わ
ら
せ
る
法
律
の
制
定
を
求
め
る
に
ち
が
い
な
い
と

彼
は
信
じ
て
い
ま
し
た
｡

*
第
七
意
味
段
落

⑮

ハ
イ
ン
は
児
童
労
働
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ブ
ッ
ク
レ
ッ

-
を
自
分
自
身
で
デ
ザ
イ
ン
L
t
写
真
展
も
企
画
し
ま
し
た
｡
ま
た
､

写
真
に
つ
け
る
説
明
文
も
自
分
で
書
き
ま
し
た
｡

1
点

1
点
､
写
真

i
J文
章
の
最
も
効
果
的
な
組
み
合
わ
せ
を
'
い
ろ
い
ろ
と
試
し
な
が

ら
書
き
ま
し
た
｡
ハ
イ
ン
は
､
自
分
が
発
展
さ
せ
た
写
真
と
文
章
を

組
み
合
わ
せ
た
こ
の
新
し
い
表
現
方
法
を

｢
フ
ォ
ー
ス
ー
-
リ
ー
｣

と
名
付
け
ま
し
た
｡

⑱
ア
ラ
バ
マ
州
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
行
わ
れ
た
会
議
の
会
場
で
､
ハ

イ
ン
の
写
真
の
展
覧
会
を
見
た
あ
る
新
聞
記
者
は
､
写
真
が
放
つ
強

力
な
力
に
打
た
れ
て
､
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
｡

児
童
労
働
法
の
絶
対
的
な
必
要
性
を
､
こ
れ
ほ
ど
説
得
力
の
あ

る
形
で
訴
え
た
も
の
は
か
つ
て
な
か

っ
た
｡
彼
の
写
真
は
幼
い
哀

れ
な
労
働
者
た
ち
の
苦
し
み
を
､
み
じ
め
さ
を
'
無
秩
序
を
､
そ

し
て
健
全
な
生
活
か
ら
は
す
べ
て
に
お
い
て
か
け
離
れ
た
姿
を
描

き
出
す
｡
彼
の
写
真
は
､
こ
れ
ま
で
に
日
に
し
た
ど
ん
な
文
章
よ

り
も
雄
弁
に
真
実
を
語
る
｡
見
る
も
お
ぞ
ま
し
-
､
こ
の
文
明
化

さ
れ
た
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
が
た
い
真
実
を
｡

⑰

ハ
イ
ン
は
自
分
の
写
真
を
見
た
人
が
シ
ョ
ッ
ク
せ
受
け
､
怒
り
を

感
じ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
し
た
｡
写
真
に
よ
っ
て
世
論
を
動
か
そ

う
と
願
い
､
そ
の
願
い
は
実
現
し
た
の
で
す
｡
彼
の
写
真
は
'
子
ど

も
た
ち
を
過
酷
な
労
働
か
ら
救
い
出
す
た
め
の
強
力
な
武
器
と
な
り

ま
し
た
｡

*
第
八
意
味
段
落

⑬
次
ペ
ー
ジ
の
写
真
を
見
て
-
だ
さ
い
｡
八
十
年
と
い
う
時
間
の
向

こ
う
か
ら
､
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
紡
績
工
場
で
働
-

1
人
の
少
女

が
私
た
ち
の
こ
と
を
ま

っ
す
ぐ
に
見
つ
め
て
い
ま
す
｡
彼
女
の
瞳
は
､

残
酷
な
ほ
ど
厳
し
い
労
働
に
つ
-
少
女
の
苦
し
み
を
訴
え
か
け
て
き

ま
す
｡
し
か
し
､
ハ
イ
ン
は
こ
の

1
枚
の
写
真
の
中
に
､
彼
女
の
人

間
性
と
'
威
厳
と
生
命
力
を
も
と
ら
え
て
い
る
の
で
す
｡

⑩
あ
る
と
き
彼
の
友
人
が
､

ハ
イ
ン
が
と
ら
え
た
子
ど
も
た
ち
は
､

ど
う
し
て
美
し
い
の
だ
ろ
う
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
-
ま
す
｡
そ
れ
に

対
し
て
ハ
イ
ン
は
こ
う
答
え
ま
し
た
｡

｢わ
た
し
は
た
だ
､
美
し
い
子
ど
も
た
ち
を
写
し
た
だ
け
で
す
｡
｣

⑳
お
そ
ら
-
彼
は
､
子
ど
も
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
方
法
を
知

っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
｡
お
そ
ら
く
彼
の
ほ
ほ
え
み
､
優
し
い
言
葉
､
手

の
ぬ
く
も
り
が
､
彼
が
子
ど
も
た
ち
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ



た
の
で
し
ょ
う
｡
彼
は
す
べ
て
の
子
ど
も
の
中
に
美
を
兄
い
だ
し
､

子
ど
も
た
ち
は
彼
を
信
頼
し
き

っ
て
､
彼
の
向
け
る
レ
ン
ズ
に
こ
た

え
た
の
で
す
｡

4
-
2

第
三
意
味
段
落
の
分
析

第
三
意
味
段
落
に
関
わ
る
構
造
図
は
､
図

2
に
示
す
通
り
で
あ
る
｡

｢小
さ
な
労
働
者
｣
は
､
説
明
的
な
文
章
に
属
す
る
教
材
文
で
は
あ
る
が
､

写
真
と
い
う
視
覚
に
訴
え
る
情
報
の
価
値
認
識
に
つ
い
て
単
元
が
設
定
さ

れ
て
い
る
た
め
､
必
ず
し
も
論
証
的
な
文
章
構
造
に
は
な

っ
て
い
な
い
｡

そ
う
し
た
点
で
､
ー
ウ
ル
ミ
ン
モ
デ
ル
を
当
て
は
め
た
際
に
欠
損
が
見
ら

れ
る
要
素
も
あ
る
が
'
こ
こ
で
の
主
張

(C
)は
､
第
八
形
式
段
落
の

｢人
々
は
法
律
の
制
定
を
求
め
る
に
ち
が
い
な
い
｣
と
い
う
最
終
文
だ
と

考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
主
張
は
､
｢
(過
酷
な
環
境
で
)
働
-
子
ど
も
た
ち
の

真
実
の
姿
を
目
に
し
た
な
ら
ば
｣
と
い
う
仮
定
の
事
実

(D
)と

｢
(お
そ

ら
-
)
｣
と
い
う
潜
在
的
な
限
定

(ty
)に
よ

っ
て
導
か
れ
る
が
'
こ
の
図

式
が
よ
-
補
強
さ
れ
る
た
め
に
は
､
｢
(子
ど
も
と
し
て
の
健
全
な
生
活
か

ら
､
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
た
幼
い
労
働
者
た
ち
に
対
し
て
､
こ
の
ま
ま

放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
を
世
の
人
々
に
与
え
る
か
ら
)｣

と
い
う
理
由
付
け

(W
)や

｢
(子
ど
も
に
は
子
ど
も
と
し
て
有
す
る
権
利

が
あ
る
)｣
と
い
う
理
由
の
裏
付
け

(B
)の
存
在
吋

ま
た
'
｢写
真
に
は

真
実
を
語
る
大
き
な
力
が
存
在
す
る

(限
り
に
お
い
て
は
)｣
と
い
う
例

外
を
排
除
す
る
反
証

(R
)の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
｡

4
-
3

第
七
意
味
段
落
の
分
析

第
七
意
味
段
落
の
構
造
図
は
'
図

3
に
よ
る
｡
こ
の
意
味
段
落
に
お
け

D:デー タ C:主張

(過酷な環境で)働 Q:限定句 人々は法律の判定を求めく子どもたちの真実 (おそらく) るに違いない (と彼は信の姿を (仮に)目に じた)

する

W:理由付け R:反証

(子 どもとしての健全な生活か 写真には真実を語る大き

らあま.りにもかけ離れた幼い労 な力が存在する (限りに

働者たちに対 して､このまま放 おいては)

置で きない とい う認識 を世の

人々に与えるから)

B‥理由の華付け T

(子 どもには子 どもとして､保



る
主
張

(C
)も
第
十
七
形
式
段
落
の

｢
(結
果
と
し
て
)
彼
の
写
真
は
'

子
ど
も
た
ち
を
過
酷
な
労
働
か
ら
救
い
出
す
た
め
の
強
力
な
武
器
に
な
っ

た
｣
と
い
う
最
終
文
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
主
張
を
導
-
事
実
(D
)は
'

｢
ハ
イ
ン
は
児
童
労
働
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ブ
ッ
ク
レ
ッ
-
を

デ
ザ
イ
ン
し
､
写
真
と
説
明
文
を
組
み
合
わ
せ
た
展
覧
会
を
催
し
た
｣
と

い
う
第
十
五
形
式
段
落
の
冒
頭
文
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
､
ハ
イ
ン
が
企
画

し
た
展
覧
会

(と
い
う
事
実

D
)
を
見
た
結
果
､
子
ど
も
た
ち
が
過
酷
な

労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
二
次
的
な
事
実
を
導
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る

(そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
､
第
七
意
味
段
落
の
事
実

D
と
主
張
C

の
関
係
に
は
暖
昧
性
が
残
る
)
｡
尚
､
ハ
イ
ン
の
展
覧
会
が
催
さ
れ
た
結

果
'
な
ぜ
幼
い
子
ど
も
が
過
酷
な
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
､
第
三
意
味
段
落
同
様
､
｢
(子
ど
も
と
し
て
の
健
全
な
生
活

か
ら
'
あ
ま
-
に
も
か
け
離
れ
た
幼
い
労
働
者
た
ち
に
対
し
て
､
こ
の
ま

ま
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
を
世
の
人
々
に
与
え
る
か

ら
)｣
と
い
う
理
由
付
け

(W
)や

｢
(子
ど
も
に
は
子
ど
も
と
し
て
有
す
る

権
利
が
あ
る
)｣
と
い
う
理
由
の
裏
付
け

(B
)が
(D
)と
(C
)の
間
に
潜

在
的
に
存
在
す
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

4
-
4

第
八
意
味
段
落
の
分
析

第
八
意
味
段
落
の
構
造
図
は
､
図
4
に
よ
る
｡
こ
こ
で
は
､
第
十
八
形

式
段
落
に
お
け
る

｢
ハ
イ
ン
が
撮
影
し
た
写
真
に
は
､
(被
写
体
の
)
幼

い
少
女
の
人
間
性
や
威
厳
'
生
命
力
ま
で
も
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
｣
と

い
う
事
実

(D
)が
､
｢
ハ
イ
ン
は
子
ど
も
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
方
法
を

知

っ
て
い
た
か
ら
｣
と
い
う
理
由
付
け

(W
)に
よ
っ
て
､
第
二
十
形
式
段

落
の

｢小
さ
な
子
ど
も
た
ち
は
ハ
イ
ン
を
信
頼
し
き

っ
て
､
彼
の
向
け
る

C:主張

結果として､写真によ

って世論が動き､写真

は子どもたちを過酷な

労働から救い出すため

の強力な武器になった

D:データ

W:理由付け

ハインは児童労働につ

いてのパンフレットや

ブックレットをデザイ

ンし､写真と説明文を

組み合わせた展覧会を

催 した

(子どもとしての健全な生活からあま

りにもかけ離れた幼い労働者たちに対

して､このまま放置できないという認

識を世の人々に与えるから)

B:理由の裏付け

(子どもには子どもとして､保つべき

権利がある)



レ
ン
ズ
に
答
え
た
｣
と
い
う
主
張
(C
)に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
､

第
八
意
味
段
落
も
､
事
実

(D
)が
､
第
十
八
形
式
段
落
に
お
け
る

｢
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
紡
績
工
場
で
働
-

一
人
の
少
女
が
私
た
ち
の
こ
と
を
ま

っ
す
ぐ
に
見

つ
め
て
い
る
｣
で
'
主
張

(C
)は

｢
ハ
イ
ン
は
､
幼
い
少
女

の
人
間
性
や
威
厳
'
生
命
力
ま
で
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
｣
或

い
は
'
第
二
十
形
式
段
落
の

｢小
さ
な
子
ど
も
た
ち
は
ハ
イ
ン
を
信
頼
し

き

っ
て
､
彼
の
向
け
る
レ
ン
ズ
に
答
え
た
｣
と
も
考
え
ら
れ

(そ
う
し
た

点
で
は
､
｢
ハ
イ
ン
は
､
幼
い
少
女
の
人
間
性
や
威
厳
､
生
命
力
ま
で
も

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
｣
と
い
う
部
分
と

｢小
さ
な
子
ど
も
た
ち

は
ハ
イ
ン
を
信
頼
し
き

っ
て
､
彼
の
向
け
る
レ
ン
ズ
に
答
え
た
｣
と
は
ほ

ぼ
表
裏
の
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
)
､
そ
の
判
定
に
暖
昧
性
を
残
す
｡

と
も
あ
れ
､
こ
こ
で
の
主
張
に
大
き
な
制
約
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
'

｢
(
ハ
イ
ン
と
子
ど
も
た
ち
の
間
に
あ
る
信
頼
が
損
な
わ
れ
な
い
限
り
)
｣

と
い
う
潜
在
的
な
反
証

(R
)で
あ
る
｡

5

｢主
張
C
｣
に
制
限
を
も
た
ら
す

｢限
定

Q
｣
と

｢反
証

R
｣

-

条
件
付
け
の
機
能
-

以
上
に
分
析
し
た
三
つ
の
意
味
段
落
の
構
造
を
踏
ま
え
て
､本
節
で
は
'

｢
限
定
｣
及
び

｢
反
証
｣
条
件
が
教
材
文
に
お
け
る
筆
者
の
主
張
を
ど
の

よ
う
に
規
定
し
､
そ
の
制
限
の
中
で
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
主

張
の
妥
当
性
を
導
-
こ
と
に
繋
が
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
｡
ま
た
､
同

時
に
､
｢主
張
｣
と

｢限
定
｣
及
び

｢反
証
｣
条
件
と
の
相
関
に
お
い
て
､

～

後
者
の
制
限
の
枠
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
り
､
筆
者
の
主
張
は
ど
の
よ
う
に

変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
｡

先
ず
始
め
に
第
三
意
味
段
落
と
第
七
意
味
段
落
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

D:データ C;主張

ハインが写 した幼い少女の -小さな子どもたちはハイ
写真からは､残酷なほど厳 ンを信頼 しきって彼の向

寸け r

しい労働者の様子がうかがえるが､しかし､彼はその写真の中で､.少女の人間性や威厳､生命力をもとらえているo けるレンズにこたえたo

R:反証W :理由

ハインは子どもの気持ちを (ハインと子どもたちの間

とらえる方法を知っていた にある信頼が損なわれな

から い甲り)

図4
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る
｡
こ
の
二
つ
の
意
味
段
落
に
お
け
る
主
張

(C
)は
'
｢人
々
は
こ
の
悪

I

夢
を
終
わ
ら
せ
る
法
律
の
制
定
を
求
め
る
に
ち
が
い
な
い
｣
(第
三
意
味

段
落
)
と
い
う
ル
イ
ス

･
ハ
イ
ン
の
信
念
に
関
わ
る
記
述
と
､
｢彼
の
写

真
は
､
子
ど
も
た
ち
を
過
酷
な
労
働
か
ら
救
い
出
す
た
め
の
強
力
な
武
器

に
な
っ
た
｣
(第
七
意
味
段
落
)
と
い
う
結
果
と
し
て
の
現
象
に
関
わ
る

記
述
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
は
､
あ
る
事
実
に
基
づ
-
見
込
み
と

し
て
の
予
測
と
事
実
に
基
づ
い
た
緒
果
と
し
て
の
現
象
と
い
う
異
な
-
は

あ
る
が
､
い
ず
れ
も
そ
の
主
張
を
支
え
る
事
実
は
､
｢過
酷
な
環
境
で
働

-
子
ど
も
た
ち
の
真
実
の
姿
を
目
に
す
る
こ
と
｣
(第
三
意
味
段
落
)
と

｢労
働
の
様
子
を
と
ら
え
説
明
し
た
展
覧
会
の
内
容
｣
(第
七
意
味
段
落
)

で
あ
-
､
そ
の
中
核
に
位
置
す
る
の
は

｢写
真
｣
の
存
在
で
あ
る
｡
実
際
､

第
三
意
味
段
落
で
は
､
｢写
真
に
は
真
実
を
語
る
大
き
な
力
が
あ
る
｣
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ
､
｢調
査
が
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
｣
と
い
う

場
所
に
つ
い
て
の
説
明
の
役
割
を
担
う
言
及
や
､
工
場
主
か
ら

｢暴
力
を

受
け
｣
｢危
険
な
め
に
あ
わ
さ
れ
た
｣
と
い
う
受
動
の
言
及
が
見
ら
れ
る

の
は
､
い
ず
れ
も

｢写
真
｣
に
は
､
そ
う
し
た
公
に
さ
れ
て
は
困
る
実
態

を
写
し
出
す
働
き
が
現
実
と
し
て
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
だ
か
ら
こ

そ
､
｢写
真
｣
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
が
そ
の
実
態
を
知
っ
た
な
ら

ば
､
｢法
律
の
制
定
を
求
め
る
に
ち
が
い
な
い
｣
と
い
う
主
張
が
生
ま
れ

る
の
で
あ
-
､
世
論
が
動
い
た
結
果
､
｢子
ど
も
た
ち
を
過
酷
な
労
働
か

ら
救
い
出
す
た
め
の
強
力
な
武
器
に
な
っ
た
｣
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る

の
だ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
意
味
で
､
こ
の

｢写
真
に
は
真
実
を
語
る
大
き
な

力
が
あ
る

(限
り
に
お
い
て
は
)｣
と
い
う
反
証
条
件
は
'
特
に
大
き
な

意
味
を
持
つ
｡

次
に
､
第
八
意
味
段
落
の
検
討
を
行
う
..

こ
の
意
味
段
落
に
お
け
る
要

点
は
'
事
実

(D
)や
主
張

(C
)の
判
定
に
唆
昧
性
を
残
す
も
の
の
'
｢彼

は
す
べ
て
の
子
ど
も
の
中
に
美
を
兄
い
だ
し
､
子
ど
も
た
ち
は
ハ
イ
ン
を

信
頼
し
き

っ
て
彼
の
向
け
る
レ
ン
ズ
に
こ
た
え
た
｣
､
或
い
は
､
結
果
と

し
て

｢
ル
イ
ス

･
ハ
イ
ン
は
､
過
酷
な
労
働
に
あ
え
ぐ
少
女
の
苦
し
み
の

み
な
ら
ず
､
彼
女
の
人
間
性
や
威
厳
､
生
命
力
ま
で
も
写
真
に
写
し
出
し

得
た
｣
と
い
う
点
に
つ
き
る
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
､
お
そ
ら
ぐ

｢彼
が
子
ど

も
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
方
法
を
知

っ
て
い
た
｣
'か
ら
､
｢彼
の
ほ
ほ
え

み
､
優
し
い
言
葉
､
手
の
ぬ
く
も
り
が
､
彼
が
子
ど
も
た
ち
の
仲
間
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
せ
た
｣
か
ら
為
し
得
た
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
根
底
に
あ
る

最
も
重
要
な
条
件
は

｢
ハ
イ
ン
と
子
ど
も
た
ち
と
の
信
頼
関
係
｣
で
あ
る
｡

第
三
意
味
段
落
と
第
七
意
味
段
落
で
は
､
｢写
真
｣
が
持
つ
大
き
な
力
が

世
論
を
動
か
す
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
'
そ

れ
を
可
能
な
ら
し
め
た

一
つ
の
要
因
は
'
こ
の
信
頼
関
係
の
存
在
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
は
'
潜
在
的
な
反
証
条
件
と
し
て

｢
ハ
イ
ン

と
子
ど
も
た
ち
の
間
に
あ
る
信
頼
が
損
な
わ
れ
な
い
限
-
｣
と
い
う
認
定

を
行
っ
て
い
る
が
､
本
稿
の
目
的
で
あ
る
制
限
を
も
た
ら
す
条
件
と
主
張

と
の
関
係
を
最
終
的
に
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
､
同
じ
東
京
書
籍
載
録
の

二
つ
の
教
材
文
に
お
け
る
､あ
る
記
述
に
つ
い
て
の
言
及
も
併
せ
て
行
う
｡

東
京
書
籍
の

『新
し
い
国
語
』
3

(平
成

一
五
年
度
版
､
現
行
教
科
書
)

に
は
､
｢小
さ
な
労
働
者
｣
と
同
じ
-
､
説
明
的
な
文
章
を
情
報
と
し
て

読
む
こ
と
を
軸
に
構
成
さ
れ
た

｢イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
発
想
｣
と

｢
テ
レ
ビ

と
の
付
き
合
い
方
｣
と
い
う
二
つ
の
教
材
が
配
置
さ
れ
て
い
る
｡
｢イ
メ

ー
ジ
か
ら
の
発
想
｣
は
､
｢人
間
は
､
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
な
い
物

事
を
､
意
識
的
に
､
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
軽
視
し
た
り
､
切
-
揺

て
た
り
す
る
｣
こ
と
を
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
述
べ
､
そ
の
既
成
の
イ
メ

10



･-
ジ
と
現
実
と
の
差
が
実
際
の
体
験
に
よ
っ
て
露
呈
し
､
覆
さ
れ
る
過
程

が
取
材
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
教
材
文
で
あ
る
｡

一
方
､
｢
テ

レ
ビ
と
の
付
き
合
い
方
｣
は
､
画
面
に
映
る
映
像
と
本
来
の
事
実
と
の
間

に
は
あ
る
段
差
が
あ
り
､
そ
れ
は
送
り
手
側
の
意
図
す
る
と
し
な
い
と
に

関
わ
ら
ず
発
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
､
情
報
発
信
の
本
質
に
関
わ
る
加
工
と

い
う
問
題
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
い
う
主
張
の
下
､
情
報
を
主

体
的
に
吟
味
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る

教
材
文
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
主
旨
に
教
材
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
時
､
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
思
わ
れ
る
部
分
を
以
下
に
抜
粋
す
る

(尚
'
各
段
落
に
附
さ
れ
て
い

る

○
囲
み
の
算
用
数
字
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
に
お
け
る
形
式
段
落
の
番

号
を
表
す
)
0

｢イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
発
想
｣

②
話
は
と
ぶ
が
､
僕
は
よ
-
世
界
各
地
を
遺
跡
を
訪
ね
て
歩
-
｡
と

こ
ろ
が
胸
に
措
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
実
際
の
遺
跡
と
は
､
た
い
て

い
､
食
い
違

っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
僕
の
遺
跡

へ
の
旅
は
､
ほ
と
ん
ど

が
落
胆
と
失
意
の
旅
で
あ
る
｡
せ

っ
か
-
や
っ
て
き
た
の
に
､
イ
メ

ー
ジ
と
ま
る
で
違

っ
て
い
る
の
は
､
な
ん
と
も
や
る
せ
な
い
も
の
で

あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
僕
は
思
い
直
し
て
､
実
際
は
実
際
な
の
だ
と
自

分
に
い
い
き
か
せ
る
｡
そ
う
す
る
と
､
そ
れ
は
そ
れ
で
'
ま
た
お
の

ず
か
ら
別
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
-
れ
る
の
で
あ
る
｡

③
僕
は
遺
跡
の
写
真
を
何
枚
も
撮

っ
て
帰
-
､
そ
れ
を
カ
メ
ラ
好
き

の
友
人
に
見
せ
た
｡
す
る
と
彼
は

一
見
し
て
､

｢
こ
り
ゃ
だ
め
だ
な
､
使
い
も
の
に
な
ら
ん
よ
｡
｣
と
､
さ
も
け
い
ベ

つ
し
た
よ
う
に
言

っ
た
｡
そ
し
て
､
僕
に
こ
う
教
え
た
｡

｢
カ
メ
ラ
と
い
う
の
は
ね
､
労
を
惜
し
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
よ
｡

ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
移
動
し
て
み
る
'あ
る
い
は
高
さ
を
変
え
て
撮
る
､

そ
う
す
れ
ば
い
い
写
真
に
な
る
ん
だ
｡
見
ろ
よ
､
電
線
が
入
っ
ち
ま

っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
｡
こ
れ
じ
ゃ
､d
ぶ
ち
壊
し
だ
よ
.
こ
ん
な
も
の

は
よ
け
て
撮
ら
な
-
ち
ゃ
あ
｡｣

④
な
る
ほ
ど
､
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
最
も
古
い
遺
跡
､
ウ
ル
の
ジ
グ
ラ

ッ
ー
を
撮

っ
た
僕
の
写
真
に
は
､
電
線
が
ち
ゃ
ん
と
写

っ
て
い
る
の

で
あ
る
｡
エ
ジ
ブ
-
で
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
手
前
に
お
き
'
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
を
向
こ
う
に
望
ん
だ
写
真
に
は
'
電
線
ど
こ
ろ
か
電
柱
ま
で
が
､

は

っ
き
り
と
写
っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
友
人
は
舌
打
ち
を
し
た
の
だ
｡

⑤
し
か
し
考
え
て
み
る
と
､
そ
れ
は
お
か
し
な
こ
と
で
侶
な

い
か
.

写
真
と
い
う
の
は
現
実
の
姿
を
あ
-
の
ま
ま
に
写
し
と
る
も
の
で
あ

る
｡
僕
は
こ
こ
で
や
や
こ
し
い
写
真
芸
術
論
を
ぶ
つ
つ
も
り
は
な
い

が
､
た
い
て
い
の
人
た
ち
は
､
写
真
を
見
る
と
き
に
､
そ
れ
を
､
現

実
の
姿
を
そ

っ
く
り
写
し
i
J
っ
た
も
の
と
し
て
見
る
o
そ
れ
な
ら
､

ど
う
し
て
電
線
が
写

っ
て
い
て
は
い
け
な
い
の
か
｡
そ
の
ほ
う
が
現

実
の
遺
跡
の
姿
を
､
そ
れ
こ
そ
リ
ア
ル
に
写
し
出
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
か
｡

⑥
だ
が
､
写
真
と
い
う
の
は
'
実
際
を
写
す
も
の
で
は
け

っ
し
て
な

い
｡
人
々
は
自
分
の
目
で
あ
り
の
ま
ま
を
見
て
い
る
つ
も
り
に
な

っ

て
い
る
が
'
実
は
､
自
分
の
目
以
上
に
､
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
で
対
象

を
見
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
現
実
の
事
物
が
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

ど
お
り
だ

っ
た
と
き
に
､
初
め
て
､
そ
れ
を
生
々
し
い
現
実
だ
と
思

い
､
反
対
に
､
そ
れ
が
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
著
し
-
違

っ
て
い
る
と
'
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む
し
ろ
現
実
を
非
現
実
的
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
つ

ま
り
､
人
間
に
と
っ
て
は
'
自
分
の
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
う

が
､
現
実
そ
の
も
の
よ
り
も
現
実
的
な
の
だ
｡

｢
テ
レ
ビ
と
の
付
き
合
い
方
｣

④
連
日
､
テ
レ
ビ
や
新
聞
が
阪
神

･
淡
路
大
震
災
の
状
況
を
報
道
し

て
い
る
最
中
に
､
｢
テ
レ
ビ
の
画
面
が
現
実
隠
す
｣
と
い
う
大
き
な

見
出
し
を
つ
け
た
新
聞
記
事
が
あ

っ
た
｡
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ジ

ャ
ン

･
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
氏
が
実
際
に
震
災
現
場
を
訪
れ
た
際
の
発

ティ-ヴィー

言
だ
っ
た
｡
そ
の
中
で
氏
は
｢
T

V

や

映
画
の
画
面
を
指
す
ス
ク
リ

ー
ン
と
い
う
言
葉
に
は
'
現
実
を
映
す
鏡
と
同
時
に
現
実
を
隠
す
マ

ス
ク
と
い
う
意
味
も
あ
る
｡
現
代
の
社
会
で
は
､
人
々
の
想
像
力
は

T
V
の
画
面
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
､
画
面
の
外
側
の
世

界
に
は
想
像
力
が
及
ば
な
-
な
っ
て
い
る
の
だ
｡｣
と
述
べ
て
い
る
｡

⑤
テ
レ
ビ
の
画
面
が
隠
す
現
実
と
は
何
か
｡
テ
レ
ビ
の
報
道
に
接
す

る
と
き
､
そ
こ
ま
で
見
透
か
す
鋭
い
眼
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
耳
を
澄
ま
せ
ば
､
冒
頭
の
何
気
な
い
会
話

(引
用
者
注
､
教

材
文
第

1
形
式
段
落
に
お
け
る
台
風
報
道
の
あ
-
方
を
め
ぐ
る
会
話

を
指
す
)
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
鮮
や
か
に
う
か
が
え
る
の
だ
｡

⑥
図
式
で
考
え
て
み
よ
う
｡
左
の
図
で
塗
-
つ
ぶ
し
た
部
分
だ
け
を

テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
が
切
り
取
る
｡
す
る
と
私
た
ち
は
残
り
の
部
分
を
見

失
い
､
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
全
体
の
四
角
形
が
､
も

っ
と
大
切
な
全
体
的
状
況
で
あ
っ
た
-
す
る
｡
し
か
も
､
そ
の
状
況

の
問
題
の
根
元
が
黒
地
の
部
分
で
は
な
く
､
白
地
の
部
分
に
あ
る
こ

と
も
多
い
｡
圧
倒
的
な
迫
力
や
す
ぐ
に

｢分
か
っ
た
つ
も
り
｣
に
さ

せ
る
分
か
り
や
す
さ
な
ど
､
テ
レ
ビ
の
テ
レ
ビ
ら
し
さ
が
､
切
り
取

っ
た
黒
地
を
き
わ
だ
た
せ
白
地
の
部
分
を
さ
ら
に
見
え
な
-
す
る
｡

｢イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
発
想
｣
で
提
示
さ
れ
る
主
張
は
､
｢
テ
レ
ビ
と
の
付

き
合
い
方
｣
と
は
直
接
的
に
は
重
な
-
を
持
た
な
い
が
､
ど
ち
ら
も
説
明

の
対
象
と
な
る
媒
体
に
異
な
り
を
見
せ
る
も
の
の
､
あ
る
対
象
を
客
観
的

に
見
る
と
い
う
こ
と
の
陥
り
や
す
い
問
題
点
を
考
察
し
て
い
る
｡前
者
は
､

｢現
実
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
と
る
｣
は
ず
の
写
真
が
､
イ
メ
ー
ジ

に
よ
る
-先
入
観
に
凌
駕
さ
れ
､
客
観
的
な
物
体
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
の

事
物
を
も
個
別
的
な
存
在
に
変
え
て
し
ま
う
事
実
を
､
そ
し
て
､
後
者
は
､

｢百
聞
は

一
見
に
如
か
ず
｣
と
思
わ
れ
が
ち
な
テ
レ
ビ
が
'
実
は

｢現
実

を
映
す
鏡
｣
と
い
う
側
面
と

｢現
実
を
隠
す
マ
ス
ク
｣
と
い
う
側
面
を
併

せ
持
つ
事
実
を
具
体
的
な
例
に
基
づ
い
て
説
明
し
て
い
/rQ
.

｢イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
発
想
｣
に
お
け
る

｢
エ
ジ
ブ
-
で
ス
フ
ィ
ン
ク
ス

を
手
前
に
お
き
､
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
向
こ
う
に
望
ん
だ
写
真
｣
が
物
語
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
､
｢写
真
と
い
う
の
は
現
実
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
と

る
も
の
｣
で
あ
る
と
同
時
に
､
｢写
真
と
い
う
の
は
'
実
際
を
写
す
も
の

で
は
け
っ
し
て
な
い
｣
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
本
来
な
ら
ば
､
客
観
的
な
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事
物
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
や
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
撮
っ
た

写
真
が
､
何
故
に
見
る
人
に
よ
っ
て
現
実
的
で
あ

っ
た
り
､
な
か
っ
た
り

す
る
の
か
｡
そ
れ
は
､
｢自
分
の
目
以
上
に
､
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
で
対
象

を
見
て
い
る
｣
か
ら
で
､
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
介
在
す
る
か
に
よ
っ
て
､

ま
た
､
現
実
の
姿
を
切
-
取
っ
た
は
ず
の
写
真
の
解
釈
の
仕
様
も
微
妙
に

ず
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

同
様
に
､
｢
テ
レ
ビ
と
の
付
き
合
い
方
｣
に
お
け
る

｢
ス
ク
リ
ー
ン
｣

と
い
う
言
葉
が
持
つ
二
つ
の
意
味
に
は
､
情
報
を
発
信
す
る
際
の
強
調
や

編
集
と
い
っ
た
加
工
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
発
信
者
が
情
報
の
ど
の

部
分
に
価
値
を
見
出
し
､
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
加
工
し
て
い
く
の
か
､
と

い
う
過
程
に
は
､
あ
る
現
実
に
対
す
る
発
信
者
の
積
極
的
な
関
与
が
存
在

す
る
し
､
そ
の
結
果
と
し
て
の
加
工
さ
れ
た
情
報
は
､
｢
ス
フ
ィ
ン
ク
ス

の
写
真
｣
同
様
､
あ
る
人
に
と
っ
て
は
現
実
的
か
つ
切
実
で
あ

っ
た
り
､

な
か
っ
た
り
す
る
は
ず
で
あ
る
｡

で
は
､
こ
こ
で
検
討
し
た
こ
と
は
､
｢小
さ
な
労
働
者
｣
に
お
け
る
制

限
を
も
た
ら
す
条
件
と
主
張
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
'
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
'
｢小
さ
な
労
働
者
｣
の
第
三
意
味

段
落
に
お
い
て
は
'
｢写
真
に
は
真
実
を
語
る
大
き
な
力
が
あ
る

(限
-

に
お
い
て
は
)
｣
と

い
う
反
証
条
件
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
､

｢
(お
そ
ら
-
)｣
と
い
う
潜
在
的
な
限
定
句
を
伴
い
'
｢人
々
は
法
律
の
制

定
を
求
め
る
に
ち
が
い
な
い
｣
と
い
う
主
張
が
導
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
､
そ
の

一
方
で
'
仮
に
こ
う
し
た
限
定
句
や
反
証
条
件
の
制
限
を
操
作

す
る
と
､
あ
る
場
合
に
は
､
主
張
の
内
容
そ
の
も
の
に
対
す
る
解
釈
を
再

認
識
し
た
り
､
異
な
る
観
点
か
ら
主
張
を
再
構
成
で
き
る
可
能
性
が
出
現

し
た
り
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
S
.
先
に
検
討
し
た
中
学
校

三
年
生
の
二
教
材
の
例
を

｢小
さ
な
労
働
者
｣
に
重
ね
合
わ
せ
て
言
う
な

ら
ば
'
｢写
真
｣
と
い
う
媒
体
は

｢現
実
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
と

る
｣
も
の
で
も
あ
る
が
､
常
に

｢実
際
を
写
す
｣
と
ば
か
-
は
限
ら
な
い

こ
と
､
従

っ
て
､
｢
ハ
イ
ン
が
と
ら
え
た
幼
い
労
働
者
の
姿
｣
は
､

一
方

で

｢現
実
｣
を
反
映
し
な
が
ら
'
他
方
で
は
限
定
的
な
側
面
の
み
を
保
証

す
る
も
の
で
し
か
な
-
､
客
観
的
な
意
味
で
の

｢真
実
｣
を
保
証
す
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
､
し
か
し
､
そ
こ
に
は

｢現
実
｣
に
対
す
る
ハ
イ
ン
の

積
極
的
な
関
与
が
存
在
す
る
が
故
の
､
｢過
酷
な
労
働
に
あ
え
ぐ
幼
い
労

働
者
｣
に
対
す
る
あ
る
切
実
な
ハ
イ
ン
の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
S
P
ま
た
､

ハ
イ
ン
に
は
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
暖
か
い
共
感
の
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た

こ
と
､
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
写
真
は
見
る
人
に
強
い
憤
-
と
深
い
感
動
を
与

え
た
こ
と
､
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
｡

言
い
換
え
れ
ば
､
こ
う
し
た
試
み
は
､
｢客
観
的
な
対
象
と
し
て
の
事

実
｣
と

｢異
な
-
を
見
せ
る
複
数
の
側
面
の
実
際
｣
と
の
相
対
的
な
関
係

性
へ
の
気
付
き
や
､
ゆ
え
に
､
事
実
か
ら
主
張
へ
至
る
過
程
に
関
与
す
る

諸
条
件
が
主
張
を
ど
う
保
証
す
る
の
か
の
理
解
へ
と
途
を
開
-
可
能
性
を

有
す
る
｡

l
般
に
､
我
々
は
､
あ
る
筆
者
の
主
張
を
目
に
し
七
時
､
そ
の
説
明
の

仕
方
に
違
和
感
が
な
け
れ
ば
､
そ
の
主
張
を
改
め
て
吟
味
す
る
こ
と
は
よ

ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
行
わ
な
い
｡
教
材
文
と
し
て
提
示
さ
れ
た
場
合

で
も
､
先
ず
､
最
初
に
掲
げ
ら
れ
る
目
標
は
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
正
確

な
理
解
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
､
制
限
を
も
た
ら
す
条
件

と
主
張
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い
-
こ
と
は
'
記
述
対
象
に
つ
い
て
の
異

な
る
側
面
の
存
在
や
主
張
の
広
が
り
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
に
繋
が
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
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(6)(5)(4) (3)(2)(1)(11) (10)

〔注
〕
-

岩
永

(二
〇
〇
三
)
p
.8

中
村

(
1
九
八
九

)
p.139

図
1
は
､
足
立

二

九
八
四
)
お
よ
び
井
上

二

九
八
九
)
を
参
照

し
た
｡

井
上

(
一
九
八
九

)
pp.9)･92

中
村

(
一
九
八
九
)
p
.)45

な
ぜ
な
ら
'
よ
り
評
論
的
な
色
彩
を
帯
び
た
説
明
的
文
章
教
材
の
場

合
､
自
然
科
学
的
な
内
容
を
論
じ
た
教
材
文
に
比
べ
る
と
､
-
ウ
ル

ミ
ン
モ
デ
ル
の
六
要
素
は
限
定
的
に
し
か
現
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る

が
､
｢限
定
｣
･
｢反
証
｣
条
件
の
中
で
の

｢主
張
｣
を
考
え
て
い
く

こ
と
は
､
そ
う
し
た
制
限
に
し
ぼ
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
｡
た

だ
し
､
既
に
先
行
研
究

(例
え
ば
'
増
淵

(
1
九
七

1
)
)
に
お
い

て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
論
説
文
と
評
論
文
の
区
別
は
'
厳
密
な
点

に
お
い
て
言
え
ば
唆
昧
性
を
残
し
て
い
る
｡

教
材
文
の
要
旨
は
､
『東
京
書
籍
教
師
用
指
導
書
』
に
お
け
る
記
述

を
参
考
に
'
稿
者
が
ま
と
め
直
し
た
｡

東
京
書
籍

(二
〇
〇
二
)
pp
.167･)68

第
三
意
味
段
落
に
お
け
る

｢理
由
付
け
W
｣
と

｢理
由
の
裏
付
け
B
｣

は
'
明
示
的
に
は
存
在
し
な
い
が
､
教
材
文
全
体
或
い
は
他
の
意
味

段
落
に
お
け
る
記
述
内
容
か
ら
潜
在
的
に
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
｡

主
張
に
村
す
る
解
釈
の
再
認
識
や
異
な
る
観
点
か
ら
の
主
張
の
再
構

成
は
､
先
に
立
て
た
本
稿
の
目
的
と
表
裏
を
な
す
と
考
え
る
｡

例
え
ば
､
教
材
文
第
六
形
式
段
落
の

｢産
業
の
に
な
い
手
と
し
て
働

か
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
を
救
い
た
い
と
い
う
思
い
が
高
じ
た
す
え

に
｣
'
或
い
は
'
第
十
七
形
式
段
落
の

｢写
真
に
よ
っ
て
世
論
を
動

か
そ
う
と
願
い
｣
と
い
う
記
述
に
よ
る
｡

引
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