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一
　
は
じ
め
に

　
法
的
推
論
は
し
ば
し
ば
「
論
理
的
な
」
あ
る
い
は
「
演
繹
的
な
」
推
論
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
的
推
論
の
見
方
は
、
法

的
判
断
が
一
般
に
次
の
よ
う
な
三
段
論
法
の
構（
1
）造に

従
っ
て
書
か
れ
る
（
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
わ
れ
る
）

こ
と
に
現
れ
て
い
る
だ
ろ（
2
）う。

　
こ
の
よ
う
な
法
的
推
論
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
は
、
し
か
し
従
来
よ
り
批
判
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、

法
的
推
論
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
「
原
則
／
例
外
」
の
構
造
が
登
場
し
な
い
点
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
図
１
で
は
売
主
と
買
主
の
合
意
に
よ
っ
て
、
売
主
が
買
主
に
対
し
て
売
買
代
金
支
払
請
求
権
を
獲
得
す

る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
例
え
ば
一
方
当
事
者
に
錯
誤
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
し
よ

う
。
こ
の
と
き
、
上
の
結
論
は
撤
回

0

0

さ
れ
、a

は
代
金
支
払
債
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
新
た
な
結
論
が
導
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
代
金
支
払
請
求
権
の
根
拠
と
な
る
契
約
が
無
効
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
民
法
九

五
条
本
文
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
は
図
１
に
は
登
場
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
図
１
か
ら
は
「
原
則
／

例
外
」
に
基
づ
く
考
慮
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
法
的
三
段
論
法
の
不
足
を
補
う
た
め
に
は
、
例
え
ば
陶
久
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
原
則
／
例
外
」

図
式
に
基
づ
い
て
法
的
推
論
を
理
解
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
う
る
だ
ろ（
3
）う。

陶
久
に
よ
れ
ば
法
的
思
考

に
は
次
の
よ
う
な
考
慮
が
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
あ
る
法
的
ル
ー
ル
が
最
も
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

た
」
が
、「
仮
に
そ
の
法
的
ル
ー
ル
を
本
件
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
に
甚
だ
好
ま
し
く
な
い
帰

結
が
生
じ
る
と
予
想
さ
れ
た
り
、
現
に
生
じ
た
り
す
る
」
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
、「
こ
の
不

図１

［大前提］売買契約に合意した買主は、売買代金支払債務を負う。

［小前提］aは売買契約に合意した買主である。

［結　論］aは売買代金支払債務を負う。
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都
合
な
帰
結
を
避
け
る
た
め
に
は
、
当
該
法
的
ル
ー
ル
の
適
用
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
判
断
の
下
で
、「
最
初
に
思
い
つ

い
た
法
的
ル
ー
ル
の
適
用
を
制
限
す
る
」
こ
と
が
あ（
4
）る。

こ
れ
が
陶
久
の
い
う
「
原
則
／
例
外
」
図
式
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な

図
式
は
、
例
え
ば
上
の
錯
誤
の
場
面
な
ど
を
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
「
法
的
三

段
論
法
」
と
い
う
見
方
か
ら
は
抜
け
落
ち
る
「
原
則
／
例
外
」
構
造
の
存
在
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
正
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
こ
れ
に
は
、
例
え
ば
法
的
三
段
論
法
が
論
理
学
の
形
式
的
な
推
論
を
モ
デ
ル
と
し
て
持
つ
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
推
論
の
モ

デ
ル
を
持
た
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
原
則
／
例
外
」
図
式
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
法
的
三
段
論
法
と
い
う
仕
方
で
捉
え
ら
れ
る
法
的
推
論
の
構
造
と
法
的
推
論
の
内
部
で
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ

て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
十
分
に
明
ら
か
に
は
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ（
5
）る。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の
「
例
外
」
を
表
現
す

る
た
め
の
形
式
的
な
モ
デ
ル
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
議
論
の
不
足
を
補
う
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、「
法
的
三

段
論
法
」
モ
デ
ル
と
「
原
則
／
例
外
」
モ
デ
ル
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
お
よ
び
「
原
則
／
例
外
」
の
構
造
が
法
的
推
論
に
何
故

必
要
な
の
か
・
ど
の
よ
う
な
働
き
方
を
す
る
の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　
本
稿
は
、
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
。
第
一
に
、「
原
則
／
例
外
」
の
構
造
を
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
道
具
立
て
を
検
討
す
る
。

こ
こ
で
は
、「
法
的
三
段
論
法
」
モ
デ
ル
と
い
う
仕
方
で
念
頭
に
お
か
れ
る
単
純
な
「
論
理
」
に
よ
る
表
現
と
「
原
則
／
例
外
」
構
造
の

違
い
を
確
認
す
る
こ
と
で
問
題
の
所
在
を
確
認
す
る
（
第
二
章
）。
第
二
に
、
第
一
で
検
討
さ
れ
た
問
題
を
踏
ま
え
、「
原
則
／
例
外
」
の

構
造
を
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
モ
デ
ル
を
導
入
す
る
。
こ
こ
で
は
、D

ung

の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
導
入
し
、
こ
れ
に
基
づ
く

「
例
外
」
の
表
現
方
法
を
確
認
す
る
（
第
三
章
）。
第
三
に
、
こ
の
モ
デ
ル
に
基
い
て
、
法
的
推
論
の
分
析
と
特
徴
づ
け
を
行
う
。
こ
こ
で

は
、
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
用
い
る
こ
と
で
「
法
的
三
段
論
法
」
と
「
原
則
／
例
外
」
と
い
う
二
つ
の
思
考
様
式
の
両
方
を
取
り
入
れ

た
法
的
推
論
の
構
造
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
構
造
が
法
的
推
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
・
機
能
を
与
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
（
第
四
章
）。
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二
　
問
題
の
所
在

㈠
　
一
階
述
語
論
理
に
よ
る
表
現
の
困
難
性

　
ま
ず
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
法
的
三
段
論
法
」
モ
デ
ル
と
「
例
外
」
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
も
そ
も

「
法
的
三
段
論
法
」
の
図
式
で
は
本
当
に
「
例
外
」
の
問
題
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
を
見
る
た
め
に
、
よ
り
厳
密
に
（
と
は
言
っ
て
も
検
討
に
必
要
な
限
り
の
も
の
と
し
て
単
純
化
し
た
形
で
）
一
階
述
語
論
理
を
用
い

て
法
的
推
論
を
表
現
す
る
こ
と
を
考
え
よ
う
。
例
え
ば
、「a

は
売
主
と
の
間
で
売
買
契
約
に
合
意
し
た
」
をP

（a

）、「a

は
売
主
に
対

し
て
売
買
代
金
支
払
債
務
を
負
う
」
をQ
（a
）
と
表
し
、
大
前
提
た
る
法
規
範
「
売
主
と
の
間
で
売
買
契
約
に
合
意
し
たx

は
、
売
主
に

対
し
て
売
買
代
金
支
払
債
務
を
負
う
」
を
実
質
含
意lg :∀

x

（P

（x

）↓Q

（x

））
と
み
な
す
な
ら
ば
、
先
に
見
た
法
的
三

段
論
法
は
普
遍
例
化
推（
6
）論と

前
件
肯
定
推
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
図
２
の
推
論
図
と
等
価
な
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
利
用
す
る
と
き
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。

　
第
一
に
、
原
則
と
例
外
と
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
同
居
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
す
る

と
矛
盾
が
導
出
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
例
外
「
売
主
と
の
間
で
売
買
契
約
に
合
意
は
し
た
が
、
そ
の
時
点

で
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
よ
う
な
買
主
は
、
売
主
に
対
し
て
売
買
代
金
支
払
債
務
を
負
わ
な
い
」
に
対
応
す
る
規
範
を
実

質
含
意le :∀

x

（P

（x

）∧
R

（x

）↓¬
Q

（x

））
と
し
、
事
実
「a

は
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
」（R

（a

））
を
前
提
に
加
え
た

な
ら
ば
、le

か
ら¬

Q

（a

）が
、lg

か
らQ

（a

）
が
、
等
し
く
演
繹
的
に

0

0

0

0

0

0

0

導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
図
３

の
よ
う
に
矛
盾
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
た
だ
しП

は
先
に
見
た
推
論
図
を
略
記
し
た
も
の
と
す（
7
）る）。

図２

  lg :∀x（P（x）→ Q（x））
　  P（a）→ Q（a）　　　　　　P（a）
　 Q（a）
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第
二
に
、
第
一
の
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
原
則
規
範
を
修
正
し
た
場
合
に
は
、
我
々
の
実
際
の
推
論
と
の

乖
離
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
原
則
規
範
は
実
は
「
売
主
と
の
間
で
売
買
契
約
に
合
意
し
たx

は
、
そ
の

と
き
錯
誤
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
売
主
に
対
し
て
売
買
代
金
支
払
債
務
を
負
う
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
、

と
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
つ
ま
り
、lg

に
対
し
て
例
外
の
前
件
の
不
充
足
を
、lg ′ :∀

x（
P（

x）∧
¬

R（
x）→

¬
Q（

x））

と
い
う
よ
う
に
改
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
例
外
の
規
範
が
充
足
さ
れ
る
場
合
（
例
え

ばP

（a

）∧
R

（a

）が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
）
に
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
原
則
の
前
件
は
充
足
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

上
に
見
た
よ
う
な
矛
盾
の
問
題
は
生
じ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
変
形
を
施
し
た
な
ら
ば
、
原
則
の

適
用
に
と
っ
て
必
要
な
事
実
はP

（a

）か
らP

（a

）∧
¬

R

（a

）へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
な（
8
）る。
こ
れ
は
、「a

は
売

主
と
の
間
で
売
買
契
約
に
合
意
し
た
の
だ
」
と
聞
き
、「
そ
う
か
、
な
ら
ばa

は
売
買
代
金
支
払
債
務
を
負
っ

て
い
る
の
だ
な
」
と
推
論
す
る
場
合
の
我
々
の
推
論
と
は
異
な
る
も
の
だ
ろ（
9
）う。

　
こ
の
よ
う
に
、「
三
段
論
法
」
と
い
う
見
方
の
枠
内
で
「
例
外
」
を
取
り
扱
う
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
の
で

あ
る
。

㈡
　
真
理
保
存
性
と
常
識
推
論

　
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
一
階
述
語
論
理
を
は
じ
め
と
し
た
演
繹
的
な
推
論
体
系
が
単
調
的
な
推
論
体
系
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ

こ
で
、
推
論
体
系S

が
単
調m

onotonic

で
あ
る
と
は
、
任
意
の
命
題
集
合T, T

′

に
関
し
てT

⊂
T
′⇔

T
h

S （
T）⊂

T
h

S （
T′）

が
成
り

立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
（
た
だ
し
、T

h
S

（T

）
は
、
命
題
集
合T

か
ら
推
論
体
系S
の
下
で
導
出
さ
れ
る
命
題
の
集
合
を
指
す
）。

　
こ
の
性
質
は
直
観
的
に
は
前
提
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
帰
結
が
撤
回
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ

図３

le :∀x（P（x）∧R（x）→ ¬Q（x））
P（a）∧R（a）→ ¬Q（a） 　

P（a）　　R（a）
P（a）∧R（a）

Q（a） ¬Q（a）
Q（a）∧¬Q（a）

⊥

П
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の
よ
う
な
性
質
が
成
り
立
つ
の
は
、
演
繹
的
に
妥
当
な
推
論
が
、
前
提
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
結
論
は
必
ず
真
で
あ
る
よ
う
な
推
論
（
す
な

わ
ち
、
真
理
保
存
的truth-preserving

な
推
論
）
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
仮
に
、
あ
る
推
論
体
系
が
非
単
調
的
で

あ
る
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
体
系
に
お
い
て
は
あ
る
帰
結
が
支
持
さ
れ
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
前
提
が
撤
回
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
体
系
に
は
真
理
保
存
的
で
は
な
い
推
論
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
提
が
撤
回
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
帰
結
が
撤
回
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
推
論
の
ど
こ
か
の
ス

テ
ッ
プ
で
、
真
で
あ
る
前
提
か
ら
真
で
は
な
い
帰
結
が
導
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

真
理
保
存
的
な
推
論
し
か
含
ま
な
い
推
論
体
系
は
単
調
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
例
外
」
が
一

階
述
語
論
理
に
お
い
て
適
切
に
表
現
で
き
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
例
外
」
と
は
通
常
の
場
合
に
あ
る
帰
結

が
導
か
れ
る
よ
う
な
条
件
が
な
お
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
な
お
そ
の
帰
結
を
撤
回
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
存
在
は
そ
れ
が
生
じ
る
推
論
体
系
が
非
単
調
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
真
理
保
存
的
な
推
論
は
、
我
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
日
々
の
推
論
実
践

を
、
常
識
に
基
づ
く
推
論
と
い
う
こ
と
で
「
常
識
推
論Com

m
onsense Reasoning

」
と
い
う
が
、
常
識
推
論
に
お
い
て
は
、
真
理
保

存
性
は
（
た
と
え
そ
れ
が
望
ま
し
い
性
質
で
あ
る
と
し
て
も
）
あ
ま
り
に
強
い
要
請
に
な
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
個
体t

が
飛
ぶ
か
否
か
を
判

断
す
る
場
面
を
考
え
よ
う
。
こ
こ
で
個
体t

が
鳥
で
あ
る
、
と
い
う
情
報
を
与
え
ら
れ
た
な
ら
、「
鳥
は
飛
ぶ
」
と
い
う
常
識
に
基
づ
き
、

「t

は
飛
ぶ
」
と
推
論
す
る
の
が
我
々
の
日
常
的
な
推
論
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
常
識
的
な
知
識
「
鳥
は
飛
ぶ
」
に
基
づ
く
推
論
は
、

明
ら
か
に
演
繹
的
に
妥
当
で
は
な
い
。
例
え
ばt

は
ペ
ン
ギ
ン
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
ペ
ン
ギ
ン
く
ら
い
で
あ
れ
ば
相
手

に
「
そ
れ
は
ペ
ン
ギ
ン
で
は
な
い
か
い
？
」
と
聞
き
返
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
個
体t

は
我
々
に
と
っ
て
未
知

の
飛
ば
な
い
鳥
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
も
し
か
す
る
と
一
般
的
に
飛
ぶ
と
か
飛
ば
な
い
と
か
は
言
え
ず
、
月
の
出
て
い
る
夜
に
し
か

飛
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
奇
妙
な
種
類
の
鳥
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
種
の
問
題
に
限
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、t

は
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羽
根
を
怪
我
し
て
い
て
飛
べ
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
種
の
問
題
と
同
様
に
、
通
常
は
想
定
し
な
い
よ
う
な
奇
妙
な
反
例
を
想
定
す
る
こ

と
が
可
能
だ
ろ
う
。

　t
が
こ
の
よ
う
な
反
例
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
い
ち
い
ち
確
認
す
る
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、「
偽
な
る
事
項
を
信
じ
る
こ
と
は
危
険
か
も
し
れ
な
い
が
、
真
な
る
事
項
を
信
じ
な
い
こ
と
も
ま
た
危
険
な
こ
と
か
も

し
れ
な
）
10
（

い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
通
常
、
こ
の
よ
う
な
反
例
の
可
能
性
に
は
目
を
つ
ぶ
り
、「t

は
飛
ぶ
だ
ろ
う
」
と
推
論

す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
が
普
段
行
っ
て
い
る
推
論
は
、
真
理
保
存
的
な
推
論
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

㈢
　
常
識
推
論
と
議
論

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
真
理
保
存
的
で
な
い
推
論
を
許
容
す
る
と
き
、
問
題
と
な
る
の
は
帰
結
が
矛
盾
す
る
場
合
の
処
理
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
推
論
が
真
理
保
存
的
で
な
い
以
上
、
一
度
導
出
さ
れ
た
帰
結
に
反
す
る
帰
結
が
の
ち
に
得
ら
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
か
ら
だ

（
例
え
ば
、
上
の
個
体x

が
後
に
ペ
ン
ギ
ン
で
あ
っ
た
と
判
明
し
た
場
合
を
考
え
よ
）。
こ
の
よ
う
な
想
定
さ
れ
る
矛
盾
を
除
去
す
る
た
め
に
、
常

識
推
論
に
お
い
て
は
帰
結
の
撤
回
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
常
識
推
論
の
形
式
化
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
撤
回
の
機
構
の
デ

ザ
イ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
）
11
（
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
撤
回
の
機
構
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
。
第
一
の
も

の
は
、
標
準
的
な
論
理
に
対
し
て
非
単
調
的
な
性
質
を
持
っ
た
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
で
非
単
調
な
推
論
体
系
（
非
単
調
論
理
）
を
定

義
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
一
定
の
留
保
つ
き
の
推
論
を
許
容
す
る
よ
う
な
推
論
規
則
を
組
み
入
れ
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ

な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
）
12
（
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
も
の
は
、
論
理
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
議
論
と
い
う
別
の
構
造
に
基
い
て
推
論
を
表

現
し
よ
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
例
え
ば
議
論
に
お
い
て
勝
ち
残
る
主
張
は
何
か
と
い
う
観
点
か
ら
非
単
調
な
推
論
を
表
現
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
元
々
は
異
な
る
問
題
関
心
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
初
は
第
一
の
も
の
の
み
が
非

単
調
推
論
に
関
係
し
、
第
二
の
も
の
は
議
論
と
い
う
（
関
連
す
る
に
し
て
も
）
異
な
る
領
域
の
問
題
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
てD

ung

の
議
論
意
味
論
が
与
え
ら
れ
て
以
降
、
議
論
に
基
づ
く
非
単
調
推
論
の
分
析
の
有
効
性
が

確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
で
は
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
い
て
非
単
調
的
な
推
論
を
特
徴
づ
け
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
力
な

も
の
と
な
っ
て
い
）
13
（

る
。
そ
こ
で
、
次
章
に
お
い
て
は
議
論
意
味
論
を
導
入
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
例
外
許
容
的
な
推
論
の
表
現
を
検
討
す
る
。

三
　
議
論
の
モ
デ
ル

㈠
　
議
論
と
非
単
調
な
推
論

　
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
支
持
す
る
論
拠
が
提
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
反
対
す
る
論
拠
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
、
す
な

わ
ち
議
論argum

entation

の
）
14
（

場
面
を
考
え
よ
う
。
先
に
見
た
よ
う
な
常
識
推
論
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
場
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
先
に
見
た
鳥
の
例
を
考
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
当
初
「t

は
鳥
で
あ
る
」
と
い
う
情
報
か
ら
「t

は
飛
ぶ
」
と
い
う

結
論
が
導
出
さ
れ
て
い
た
の
が
、
後
に
「t

は
ペ
ン
ギ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
情
報
が
登
場
し
た
結
果
、
先
の
結
論
が
撤
回
さ
れ
、
新
た
に

「t

は
飛
ば
な
い
」
と
い
う
結
論
が
導
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
推
論
は
、
当
初
は
受
け
容
れ
ら
て
い
た
「t

は
鳥
な
の
で
飛
ぶ
」
と

い
う
主
張
が
、「t

は
ペ
ン
ギ
ン
だ
」
と
い
う
新
情
報
に
基
づ
く
新
た
な
主
張
「
し
か
し
、t

は
ペ
ン
ギ
ン
な
の
で
飛
ば
な
い
」
に
よ
っ
て

反
論
さ
れ
た
結
果
、
撤
回
さ
れ
た
（
そ
し
て
新
た
な
主
張
が
代
わ
り
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
）
場
面
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

法
的
推
論
の
原
則
・
例
外
に
基
づ
く
推
論
は
、
よ
り
自
然
に
議
論
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。「
売
買
契
約
に
合
意
し
た
買
主a

は
代

金
支
払
債
務
を
負
う
」
と
い
う
原
則
に
基
づ
く
主
張
に
対
し
て
、「
し
か
しa

は
売
買
契
約
締
結
時
に
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
の
だ
か
らa
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は
代
金
支
払
債
務
を
負
わ
な
い
」
と
い
う
例
外
に
基
づ
く
主
張
が
反
論
と
し
て
機
能
す
る
、
と
い
う
の
は
日
常
的
な
法
的
議
論
の
場
面
そ

の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
非
単
調
推
論
を
議
論
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
非
単
調
な
推
論
を
表
現
し
よ
う
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
が
議
論
の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

㈡
　D

ung

の
議
論
意
味
論

　
こ
の
よ
う
な
見
方
で
非
単
調
推
論
を
捉
え
る
と
き
、
問
題
と
な
る
の
は
議
論
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
、
そ
し
て
主
張
の
正

当
化
の
条
件
を
ど
の
よ
う
に
与
え
る
か
と
い
う
二
点
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
一
般
的
な
基
礎
を
与
え
た
も
の
が
、D

ung

の
抽
象
的
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
そ
れ
に
基
づ
く
議
論
意
味
論
で
あ
）
15
（
る
。

　D
ung

は
議
論
の
場
に
提
出
さ
れ
て
い
る
主
張
（
立
論argum

ent

）
の
集
合
と
、
ど
の
立
論
が
ど
の
立
論
に
対
す
る
反
論
と
な
っ
て
い

る
か
（
攻
撃
関
係attack relation

）
の
情
報
に
基
い
て
議
論
を
分
析
す
る
枠
組
み
（
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
）
を
定
義
し
た
。
こ
こ
で
、「
立

論
」
と
は
議
論
の
場
に
提
出
さ
れ
て
い
る
理
由
つ
き
の
意
見
で
あ
り
、
典
型
的
に
は
一
定
の
結
論
と
そ
れ
を
支
持
す
る
理
由
と
か
ら
成
る

も
の
と
想
定
さ
れ
）
16
（

る
が
、
さ
し
あ
た
り
は
内
的
構
造
を
捨
象
し
、
抽
象
的
な
実
体
（abstract entity

）
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

D
ung

の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
枠
内
で
は
、
立
論
は
単
に
そ
れ
ら
の
間
で
攻
撃
関
係
が
成
立
し
、
正
当
化
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た

り
す
る
よ
う
な
単
位
で
あ
る
、
と
い
う
程
度
の
薄
い
意
味
づ
け
し
か
持
た
な
い
。
ま
た
、「
攻
撃
関
係
」
は
立
論
の
間
に
成
立
す
る
関
係

で
あ
り
、R

を
攻
撃
関
係
と
す
る
と
、
立
論A

, B

の
関
係A

R
B

は
、B

がA

に
対
す
る
反
論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
）
17
（
る
。

D
ung

は
こ
の
よ
う
に
極
め
て
単
純
な
形
で
議
論
を
捉
え
た
上
で
、
立
論
の
受
容
可
能
性acceptability

の
ほ
か
、
合
理
的
な
主
体
の
信

念
集
合
を
意
味
す
る
と
想
定
さ
れ
る
立
論
集
合
の
許
容
可
能
性adm

issibility
や
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
立
論
が
整
合
的
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
表
す
立
論
集
合
の
無
衝
突
性conflict-free

な
ど
、
議
論
の
分
析
の
た
め
に
必
要
な
概
念
を
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
定
義
し
）
18
（

た
。

　
議
論
の
構
造
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
、
つ
ま
り
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
、
続
く
問
題
は
主
張
（
立
論
）
の
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正
当
化
条
件
は
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
正
当
化
条
件
の
こ
と
をD

ung

は
議
論
意
味
論argum

en-

tation sem
antics

と
い
う
。D

ung

は
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
定
義
と
共
に
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
四
つ
の
意
味
論
を
与
え
）
19
（

た
が
、
こ

こ
で
は
、
そ
の
う
ち
最
も
懐
疑
的
（skeptical

）
な
も
の
と
さ
れ
る
、G

rounded Sem
antics 

（G
S

）
を
取
り
上
げ
よ
）
20
（
う
。
Ｇ
Ｓ
は
、
争

い
の
な
い
主
張
お
よ
び
争
い
の
な
い
主
張
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
主
張
を
正
当
化
さ
れ
た
主
張
と
し
て
想
定
す
る
意
味
論
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
次
の
よ
う
な
手
続
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
）
21
（

る
。

１ 

．
ま
ず
、
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い
立
論
の
集
合
を
考
え
、
こ
れ
を
開
始
立
論initial argum

ents

と
す
る
。

２ 

．
次
に
、
立
論
の
集
合
か
ら
、
開
始
立
論
に
含
ま
れ
る
立
論
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
立
論
を
除
去
す
る
。

３ 

．
残
っ
た
立
論
の
集
合
を
も
と
に
、
1
と
同
様
に
開
始
立
論
を
定
め
る
。

４ 

．
2
‐
3
を
繰
り
返
し
、
開
始
立
論
に
新
た
な
立
論
が
加
わ
ら
な
く
な
っ
た
時
点
で
の
開
始
立
論
が
Ｇ
Ｓ
の
下
で
正
当
化
さ
れ
る
立
論

の
集
合
（G

rounded Extension; G
E
）
で
あ
る
。

　
こ
の
Ｇ
Ｅ
は
、
任
意
の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
対
し
て
必
ず
一
つ
、
そ
し
て
唯
一
つ
与
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
よ
い
性
質
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
）
22
（
る
。

㈢
　
若
干
の
例
示

　
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
が
、
非
単
調
推
論
を
よ
く
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
鳥
の
例
お
よ
び
錯
誤
の
例
で
確
認
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
鳥
の
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。A

1

を
「t

は
飛
ぶ
。
何
故
な
ら
ばt

は
鳥
で
あ
り
、
一
般
に
鳥
は
飛
ぶ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
主

張
、A
2

を
「t

は
飛
ば
な
い
。
何
故
な
ら
ばt

は
ペ
ン
ギ
ン
で
あ
っ
て
ペ
ン
ギ
ン
は
飛
ば
な
い
か
ら
だ
」
と
い
う
主
張
と
す
る
と
、
鳥
の

例
に
お
け
る
立
論
の
集
合
は { A

1 , A
2  } 

と
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
はA

2

がA
1

に
対
す
る
唯
一
の
反
論
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
攻
撃
関

係
は （ A

2 , A
1  

） 

の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
図
示
す
る
な
ら
ば
図
４
の
有
向
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
な
る
。
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さ
て
、
こ
の
と
き
Ｇ
Ｓ
の
下
で
正
当
化
さ
れ
る
立
論
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い
立
論
はA

2

の
み
で
あ
る
か
ら
、

開
始
立
論
は { A

2  } 

と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
立
論A

1

は
、A
2

に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
か
ら
除
去
さ
れ
、
こ
の
時

点
で
開
始
立
論
は
こ
れ
以
上
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
Ｇ
Ｅ
は { A

2  } 

と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
る
立
論
はA

2

「t

は
飛
ば
な
い
。
何
故
な
ら
ばt

は
ペ
ン
ギ
ン
で
あ
っ
て
ペ
ン
ギ
ン
は
飛
ば
な
い
か
ら
だ
」
の

み
と
な
る
。

　
同
様
に
、
錯
誤
の
例
を
見
よ
う
。A

3

を
「a

は
債
務
を
負
う
。
何
故
な
ら
ば
、
売
買
契
約
に
合
意
し
た
買
主
は
債
務

を
負
う
の
で
あ
り
、
か
つa

は
売
買
契
約
に
合
意
し
た
買
主
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
、A

4

を
「a

は
債
務
を
負

わ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
売
買
契
約
に
合
意
し
た
買
主
で
あ
っ
て
も
そ
の
意
思
表
示
に
錯
誤
が
あ
る
場
合
に
は
債
務
を
負

わ
な
い
の
で
あ
り
、
か
つa

は
売
買
契
約
に
合
意
し
た
買
主
で
あ
る
が
そ
の
意
思
表
示
に
錯
誤
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
」
と
い
う
主
張
と
す
る
と
、
錯
誤
の
例
に
お
け
る
立
論
集
合
は
、 { A

3 , A
4  } 

と
な
り
、
攻
撃
関
係
は （ A

4 , A
3  

） 

の
み
と

な
る
。
こ
の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
も
同
様
に
図
示
す
れ
ば
、
図
５
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
鳥
の
例
と
同
一
の
構
造
で
あ
り
、
攻
撃
さ
れ
な
い
立
論A

4

の
み
が
Ｇ
Ｅ
に
含

ま
れ
、A
3

は
Ｇ
Ｅ
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
る
立
論
はA

4

「a

は
債
務
を
負
わ
な
い
。

何
故
な
ら
ば
、
売
買
契
約
に
合
意
し
た
買
主
で
あ
っ
て
も
そ
の
意
思
表
示
に
錯
誤
が
あ
る
場
合
に
は
債
務
を
負
わ
な
い
の

で
あ
り
、
か
つa

は
売
買
契
約
に
合
意
し
た
買
主
で
あ
る
が
そ
の
意
思
表
示
に
錯
誤
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
の
み
と

な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
非
単
調
推
論
を
適
切
に
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
鳥
の
例
で
あ
れ
ばA

2

を
除
去

す
れ
ばA

1

が
、
錯
誤
の
例
で
あ
れ
ばA

4

を
除
去
す
れ
ばA

3
が
、
代
わ
り
に
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
容
易
に

確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
非
単
調
推
論
す
な
わ
ち
「
例
外
」
許
容
的
な
推
論
は
、
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に

図４

A1 A2

図５

A3 A4
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よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
法
的
推
論
の
分
析
と
特
徴

㈠
　「
原
則
／
例
外
」
と
「
法
的
三
段
論
法
」

　
前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、「
例
外
」
許
容
的
な
推
論
は
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

法
的
推
論
を
「
例
外
」
許
容
的
な
推
論
の
一
種
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
用
い
る
こ
と
で
適
切
に
特
徴
づ
け
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
見
たD

ung

の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
そ
の
抽
象
的

0

0

0

議
論
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
と
い
う
名
前
の
通
り
、
立
論
お
よ
び
攻
撃
関
係
に
関
し
て
抽
象
化
し
て
定
義
さ
れ
た
推
論
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
満
た
す

べ
き
条
件
を
ほ
と
ん
ど
与
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
用
い
て
法
的
推
論
を
特
徴
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
推
論
に
お
け
る

「
立
論
」
お
よ
び
「
攻
撃
関
係
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
ど
の
よ
う
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
具
体
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
、
立
論
の
満
た
す
べ
き
条
件
か
ら
検
討
し
よ
う
。
そ
も
そ
もD

ung

の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
立
論
と
は
成
立
す
る

立
論
の
間
の
攻
撃
関
係
に
基
づ
い
て
比
較
さ
れ
、
最
終
的
に
正
当
化
さ
れ
た
り
阻
却
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
立
論
は
、
そ
れ
が
最
低
限
、
他
の
立
論
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
余
地
の
あ
る
も
の
で

あ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
は
法
的
な
立
論
と
し
て
の
適
格
を
欠
く
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
理
由
を
伴
わ
な
い
主
張
で
あ
る
。
例
え
ば
、
錯
誤
の
例
に
お
け
る
立
論A

3

の
代
わ
り
に
、「a

は
債
務
を
負
う
」
と
い
う
主

張
を
考
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
日
常
的
な
議
論
の
場
面
な
ら
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
法
的
な
主
張
と
し
て
はA

1

の
よ
う
な
反
論
を
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俟
つ
ま
で
も
な
く
、
受
容
さ
れ
な
い
主
張
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
法
的
な
議
論
に
お
い
て
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る

べ
き
根
拠
を
全
く
示
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
理
由
を
一
応
伴
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
法
的
に
正
当
な
理
由
づ
け
で
は
な
い
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
様
に

A
3

の
代
わ
り
に
、「a

は
債
務
を
負
う
。
な
ぜ
な
ら
ばa

は
嫌
わ
れ
者
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
主
張
を
考
え
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
主
張
も
反
論
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
受
容
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
根
拠
を
示
し
て
は
い
る
に
せ
よ
、
そ

の
根
拠
は
そ
の
主
張
が
法
的
な
議
論
の
場
面
で
受
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
不
適
格
な
立
論
を
排
除
す
る
た
め
の
立
論
の
条
件
と
し
て
一
つ
の
有
望
な
案
は
、
法
的
な
立
論
は
法
的
三
段
論
法
に
従
っ
て

構
築
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
法
的
な
立
論
は
、
法
規
範
お
よ
び
認
定
さ
れ
た
事

実
に
基
づ
く
演
繹
の
よ
う
な

0

0

0

0

構
造
を
持
っ
た
論
証
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
）
23
（

る
。

　
つ
づ
い
て
、
攻
撃
関
係
の
満
た
す
べ
き
条
件
を
検
討
し
よ
う
。
攻
撃
関
係
は
、
あ
る
立
論
が
他
の
立
論
に
対
す
る
反
論
と
な
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
方
向
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
再
度
、
先
に
見
た
錯
誤
の
例
を
思
い
出
そ
う
。
錯

誤
の
例
に
お
い
て
、
立
論A

3

はA
4

に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
が
、
逆
にA

4

はA
3

に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
例

外
に
基
づ
く
立
論
は
原
則
に
基
づ
く
立
論
に
対
す
る
反
論
と
な
る
が
、
逆
に
原
則
に
基
づ
く
立
論
は
例
外
に
基
づ
く
立
論
に
対
す
る
反
論

と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
な
立
論
の
間
の
攻
撃
関
係
は
、
そ
の
立
論
が
基
礎
と
し
て
い
る
規
範
の
間
に
存
在
す
る

「
原
則
／
例
外
」
関
係
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
的
な
立
論
の
間
の
攻
撃
関
係
は
、
そ
れ
ら

が
基
づ
く
規
範
が
「
原
則
／
例
外
」
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
場
合
に
、「
例
外
」
に
基
づ
く
立
論
か
ら
「
原
則
」
に
基
づ
く
立
論
に
対
し

て
成
立
す
る
の
で
あ
）
24
（
る
。

　
仮
に
法
的
推
論
が
こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
と
考
え
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
冒
頭
で
挙
げ
た
問
題
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
「
法
的
三

段
論
法
」
と
「
原
則
／
例
外
」
図
式
の
関
係
が
明
ら
か
と
な
る
。「
法
的
三
段
論
法
」
は
、
法
的
な
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
お
い
て
可
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能
な
立
論
を
条
件
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
帰
結
が
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
条
件
を
十
分
に
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で

構
築
さ
れ
た
立
論
に
対
す
る
反
論
が
提
出
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
帰
結
が
擁
護
さ
れ
る
べ
き
条
件
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、「
原
則
／
例
外
」
図
式
は
、
最
終
的
に
受
容
さ
れ
る
立
論
の
条
件
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。「
原
則
／
例
外
」
図
式
は
、「
法
的

三
段
論
法
」
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
立
論
が
複
数
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
最
終
的
に
受
容
さ
れ
る
べ
き
帰
結
を
定
義
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
法
的
推
論
は
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
二
層
を
持
っ
て
お
り
、「
法
的
三
段
論
法
」
と

「
原
則
／
例
外
」
図
式
と
は
、
こ
れ
ら
二
層
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
法
的
推
論
の
特
徴

　
で
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
法
的
推
論
の
構
造
が
あ
る
程
度
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
構
造
か
ら
は
ど
の
よ
う
な

特
徴
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
三
つ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
法
的
推
論
は
阻
却
可
能
性defeasibility

を
も
つ
推
論
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
導
出
は
演
繹
的
な
推
論
に
比
べ
る
と
弱
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
法
的
推
論
は
非
単
調
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
導
出
さ
れ
る
帰
結
は
、
導
出
の
時
点
で
可
能
で
あ
っ
た
他

の
立
論
と
の
関
係
に
お
い
て
指
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
法
的
推
論
の
帰
結
は
例
え
ば
新
事
実
の
発
見
な
ど
に

よ
っ
て
可
能
と
な
る
新
た
な
立
論
に
よ
っ
て
阻
却defeat

さ
れ
る
可
能
性
を
残
す
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
）
25
（
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
演
繹
的
な
推
論
に
お
い
て
は
、
前
提
が
撤
回
さ
れ
な
い
限
り
、
い
か
な
る
事
情
が
追
加
さ
れ
よ
う
と
も
帰
結
は
常
に
支
持
さ
れ
続
け

る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
的
推
論
に
お
け
る
導
出
は
、
演
繹
的
な
推
論
に
お
け
る
導
出
に
比
べ
て
弱
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
二
に
、
し
か
し
第
一
の
よ
う
な
弱
点
を
持
つ
こ
と
で
、
む
し
ろ
法
的
推
論
は
情
報
が
十
分
に
は
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
一
定
の
結
論

を
導
出
す
る
機
能
を
持
つ
。
第
二
章
の
例
を
思
い
出
そ
う
。
一
階
述
語
論
理
に
よ
っ
て
法
的
推
論
を
適
切
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
矛
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盾
を
回
避
す
る
た
め
に
前
件
が
ど
ん
ど
ん
肥
大
化
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
一
階
述
語
論
理
の
よ
う
な
単
調
な
推
論
体
系
に
お
い
て
許
容

さ
れ
る
推
論
は
、
そ
の
帰
結
に
後
に
撤
回
さ
れ
な
い
と
い
う
強
い
地
位
を
与
え
る
代
償
と
し
て
、
帰
結
を
否
定
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
前

提
と
し
て
持
つ
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
外
許
容
的
な
法
的
推
論
は
、
よ
り
少
な
い
前
件
に
基
づ
い
て
推
論
を
表

現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
導
出
の
た
め
に
必
要
な
情
報
は
真
理
保
存
的
な
推
論
よ
り
も
少
な
く
て
済
む
。
つ
ま
り
、
法
的
推
論
は
帰

結
を
支
持
す
る
力
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
代
わ
り
に
、
導
出
の
た
め
の
前
提
を
過
剰
に
要
求
す
る
こ
と
の
な
い
、
合
理
的
な
推
論
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
）
26
（
る
。

　
第
三
に
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
推
論
は
、
全
く
の
場
当
た
り
的
な
も
の
で
は
な
く
、
規
範
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
た
構
造
の
下

で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
検
討
を
思
い
出
そ
う
。
法
的
な
立
論
は
、
原
則
で
あ
れ
例
外
で
あ
れ
、
法
規
範
に
基
づ
く
三
段
論
法
に

基
い
て
構
築
さ
れ
、
後
に
そ
れ
ら
が
基
礎
と
し
て
い
る
規
範
の
間
の
「
原
則
／
例
外
」
関
係
に
基
い
て
正
当
化
さ
れ
た
り
阻
却
さ
れ
た
り

す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
法
的
に
可
能
な
立
論
の
範
囲
が
あ
ら
か
じ
め
制
限
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が
恣
意
的
な
仕
方
で
は

な
く
規
範
間
の
「
原
則
／
例
外
」
関
係
に
よ
っ
て
比
較
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
判
断
は
、
そ
の
阻
却

の
場
面
を
考
慮
に
入
れ
て
な
お
、
あ
ら
か
じ
め
規
範
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
当
初
に
挙
げ
た
問
題
を
確
認
し
よ
う
。
本
稿
の
目
標
は
、
①
「
法
的
三
段
論
法
」
モ
デ
ル
と
「
原
則
／
例
外
」
モ
デ
ル
の
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
②
「
原
則
／
例
外
」
の
構
造
が
法
的
推
論
に
何
故
必
要
な
の
か
・
ど
の
よ
う
な
働
き
方
を
す
る
の
か
、
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
①
に
対
す
る
解
答
は
、
そ
れ
が
法
的
推
論
の
二
層

―
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
お
け
る
立
論
の
構
成
と
攻

撃
関
係
の
定
義

―
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
お
り
、
両
者
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
法
的
推
論
を
よ
り
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
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と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
②
に
対
す
る
解
答
は
、
そ
れ
が
法
的
推
論
に
、
厳
密
で
は
な
い
が
不
十
分
な
情
報
し
か
得
ら
れ
な
い
状

況
下
に
お
い
て
な
お
合
理
的
な
推
論
を
可
能
と
す
る
機
能
を
与
え
、
か
つ
徐
々
に
増
え
て
ゆ
く
情
報
に
基
づ
い
て
推
論
結
果
を
修
正
す
る

際
に
お
い
て
な
お
、
そ
の
や
り
方
を
規
範
的
に
規
定
す
る
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な

特
徴
づ
け
は
必
ず
し
も
目
新
し
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
形
式
的
な
モ
デ
ル
に
基
づ
く
分
析
は
、
こ
れ
ら
の
諸
特
徴

を
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
明
瞭
な
仕
方
で
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
こ
の
形
式
的
な
モ
デ
ル
を
あ
く
ま
で
も
分
析
の
道
具
と
し
て
用
い
て
き
た
が
、
こ
の
モ
デ
ル
を
法
的
判
断
の
正

統
性
の
規
準
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
仮
に
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
本
モ
デ
ル
の
よ
う

に
形
式
的
に
適
切
に
定
義
さ
れ
た
モ
デ
ル
か
ら
の
帰
結
を
人
間
よ
り
も
（
計
算
間
違
い
を
し
な
い
等
の
点
で
）
よ
り
よ
く
扱
う
こ
と
の
で
き

る
機
械
に
よ
る
判
断
は
、
人
間
の
判
断
以
上
に
正
統
な
も
の
と
い
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
問

題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
し
た
が
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
）  

次
の
図
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
法
的
判
断
は
「
債
務
」
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
債
権
で
は
な
く
債
務
が
中
心
と
な
る
こ
と
に
若
干
の
不

自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
債
権
を
中
心
に
表
現
す
る
と
以
降
で
買
主
の
意
思
表
示
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
を
検
討
す
る

に
際
し
て
図
が
煩
瑣
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
都
合
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
売
主
で
あ
る
の
に
対
し
錯
誤
主
体

が
買
主
と
な
る
こ
と
か
ら
変
項
が
二
つ
必
要
と
な
り
、
実
質
含
意
が
多
重
量
化
さ
れ
る
結
果
、
例
化
推
論
規
則
が
そ
れ
だ
け
必
要
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
説
明
の
都
合
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
適
切
に
変
項
を
用
意
す
れ
ば
債
権
を
中
心
と
し
た
形
に
書
き
直

す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。

（
2
）  

例
え
ば
田
中
成
明
は
「
大
前
提
で
あ
る
法
規
範
に
、
小
前
提
で
あ
る
認
定
さ
れ
た
事
実
を
あ
て
は
め
て
、
判
決
が
結
論
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る

と
い
う
、
演
繹
的
推
論
」
す
な
わ
ち
「
法
的
三
段
論
法
」
を
「
法
の
適
用
過
程
」
と
見
な
す
見
方
を
「
一
般
的
見
解
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

田
中
成
明
『
現
代
法
理
学
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
）
五
〇
八
頁
。

　
　
　
だ
が
、
そ
も
そ
も
法
的
推
論
が
こ
の
よ
う
な
「
論
理
的
」
な
仕
方
で
書
か
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
り
、
上
の
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よ
う
な
見
解
が
「
一
般
的
見
解
」
と
な
っ
た
り
す
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
理
由
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
種
類
の
も
の

が
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
法
的
判
断
の
、
典
型
的
に
は
判
決
の
正
当
化
に
と
っ
て
必
要
（
あ
る
い
は

有
用
）
だ
か
ら
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
解
釈
が
論
理
的
（
あ
る
い
は
客
観
的
・
必
然
的
）
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
法
文
の
持
つ
正
統

性
（
典
型
的
に
は
そ
れ
は
民
主
的
正
統
性
で
あ
る
）
が
そ
の
帰
結
た
る
判
決
に
転
移
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
判
決
が
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
主

張
は
こ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
由
を
援
用
す
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
大
屋
雄
裕
『
法
解
釈
の
言
語
哲
学
』（
勁
草
書
房
、
二

〇
〇
六
）
一
‐
三
頁
や
安
藤
馨
「
最
高
で
す
か
？
：
提
題
」
安
藤
馨
＝
大
屋
雄
裕
『
法
哲
学
と
法
哲
学
の
対
話
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
）
二
五

二
頁
以
下
・
二
五
四
‐
二
五
五
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
そ
れ
が
法
学0

あ
る
い
は
法
解
釈
学

0

0

0

が
成
立
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る

か
ら
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
解
釈
が
判
断
者
に
よ
る
恣
意
的
判
断
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
法
学
者
は
単
な
る
政
策
提
言
や
自

己
の
選
好
の
表
明
と
し
て
で
は
な
く
、
学
理
的
な
も
の
と
し
て
、
自
身
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
若
手
法
学
者
の
法
解
釈
学
に
対
す
る
疑
念
を
一
つ
の
背
景
と
し
て
盛
り
上
が
っ
た
い
わ
ゆ
る
戦
後
法
解
釈
論
争
な
ど
は
こ
の
種
の

も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
川
島
武
宜
ほ
か
「
法
解
釈
学
の
「
科
学
性
」（
座
談
会
）」
法
時
二
六
巻
四
号
（
一
九
五
四
）
三
八
七
頁
以
下
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
理
由
は
相
互
に
全
く
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
排
除
し
あ
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
な
お
、
同
様
に
こ
れ
ら
の

視
点
の
区
別
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
田
中
成
明
「
法
的
思
考
の
合
理
性
」
法
教
二
〇
号
（
一
九
八
二
）
三
八
頁
以
下
・
四
〇
‐
四
一

頁
な
ど
。

（
3
）  

陶
久
利
彦
「「
原
則
／
例
外
」
図
式
と
信
頼
関
係
論
―
民
法
六
一
二
条
二
項
を
題
材
に
し
て
」
法
セ
ミ
五
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
）
三
〇
頁
以

下
・
三
一
頁
。
同
様
に
、「
原
則
／
例
外
」
と
い
う
思
考
様
式
が
法
的
思
考
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
服
部
高
宏

「
原
則
と
例
外
―
法
教
義
学
の
一
側
面
―
」
山
下
正
男
（
編
）『
法
的
思
考
の
研
究
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
三
）
一
一
九
頁
以

下
。

（
4
）  

こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
は
「
原
則
／
例
外
」
図
式
は
、
明
文
上
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
事
例
に
お
い
て
、
し
か
し
そ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
、

と
い
う
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
よ
う
な
思
考
で
あ
っ
て
、
法
的
思
考
一
般
に
妥
当
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
陶
久
は
構
成
要
件
該
当
性
に
対
す
る
違
法
性
阻
却
事
由
を
挙
げ
、「
そ
れ
以
前
に
あ
っ
て
は
上
の
よ
う
な

論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
思
考
が
「
既
に
ル
ー
ル
化
さ
れ
て
い
る
」
結
果
の
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
明
文
化
さ
れ
た
「
例
外
」
を
排
除
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
参
照
、
陶
久
・
前
掲
注
（
3
）・
三

一
頁
。
ま
た
、
樺
島
も
陶
久
の
こ
の
主
張
か
ら
、「
原
則
／
例
外
」
図
式
は
実
定
法
上
の
条
文
関
係
一
般
を
含
む
形
で
広
く
用
い
る
こ
と
が
可
能
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で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
樺
島
博
志
「
法
的
思
考
の
基
本
構
造
―
実
体
法
と
手
続
法
の
思
考
枠
組
（
小
特
集
　
実
体
法
と
手
続
法
）」
法
時
八

二
巻
一
一
号
（
二
〇
一
〇
）
八
〇
頁
以
下
、
八
一
頁
。

（
5
）  

実
際
、
陶
久
自
身
は
こ
の
「
原
則
／
例
外
」
図
式
を
む
し
ろ
価
値
判
断
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
検
討
し
て
お
り
、
そ
の
形
式
的
な
分
析
に
は
そ

こ
ま
で
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
陶
久
利
彦
「
法
適
用
と
価
値
判
断
―
法
哲
学
研
究
者
の
観
点
か
ら
―
」
伊
藤
滋
夫
（
編
）『
基
礎
法
学
と
実
定
法

学
の
協
働
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
三
頁
以
下
・
特
に
九
頁
。
確
か
に
、
原
則
・
例
外
の
構
造
は
、（
後
に
二
㈠
で
見
る
よ
う
に
、）「
三
段
論

法
」
の
よ
う
な
伝
統
的
な
論
理
学
が
対
象
と
し
て
き
た
意
味
で
の
形
式
的
な
推
論
で
は
な
い
。
し
か
し
、
例
外
が
認
め
ら
れ
れ
ば
原
則
に
基
づ
く

推
論
は
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
た
「
原
則
的
に
」
で
は
あ
れ
ど
）
撤
回
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
原
則
／
例
外
」
思
考
も
ま
た
、
あ
る
程

度
は
形
式
的
に
定
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
こ
こ
で
例
示
し
た
錯
誤
の
よ
う
な
明
文
上
明
ら
か
な
「
例
外
」
に
関
し
て
は

当
然
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
し
、
陶
久
が
い
う
よ
う
に
例
外
に
基
づ
く
原
則
の
阻
却
が
基
づ
く
原
理
間
の
優
劣
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
明
文

上
明
ら
か
で
は
な
い
種
類
の
例
外
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
6
）  

こ
の
「
例
化
」
は
い
わ
ゆ
る
「
当
て
は
め
」
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
同
視
し
て
よ
い
か
に
は
や
や
問
題
が
あ
る
。
本
稿
で
は

こ
の
よ
う
な
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
例
え
ば
こ
の
よ
う
問
題
を
取
り
扱
う
も
の
と
し
て
、
亀
本
洋
「
法
を
事
実
に
当
て
は
め
る
の
か
、
事

実
を
法
に
当
て
は
め
る
の
か
」
法
哲
学
年
報
（
二
〇
一
三
）
一
三
頁
以
下
・
一
九
頁
、
太
田
勝
造
『
裁
判
に
お
け
る
証
明
論
の
基
礎
―
事
実
認
定

と
証
明
責
任
の
ベ
イ
ズ
論
的
再
構
成
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
二
）
一
三
一
‐
一
三
四
頁
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
同
視
す
る
も
の
と
し
て
は
永
島
賢

也
『
争
点
整
理
と
要
件
事
実
―
法
的
三
段
論
法
の
技
術
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
七
）
四
三
頁
な
ど
。

（
7
）  

念
の
た
め
注
記
し
て
お
け
ば
、
一
方
の
帰
結
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
述
の
通
り
ど
ち
ら
の
帰
結
も
前
提
か

ら
演
繹
的
に
導
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
等
価
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
8
）  

も
っ
と
も
、
例
え
ば
「
例
外
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
枚
挙
せ
ず
に
法
準
則
を
た
だ
単
純
に
述
べ
る
だ
け
で
は
、
こ
れ
は
不
正
確
で

不
完
全
な
言
明
に
す
ぎ
な
い
」
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
組
入
」
を
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン

（
木
下
毅
ほ
か
訳
）『
権
利
論
〔
増
補
版
〕』（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
四
）
一
八
頁
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
想
定
は
本
文
で
述
べ
た
通
り
実
際
の
推
論

と
乖
離
す
る
点
で
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
あ
る
点
で
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
よ
う

な
立
場
か
ら
は
、
例
外
は
理
論
的
に
は

0

0

0

0

0

事
前
に
全
て
枚
挙
可
能
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
し
か
し
例
え
ば
時
代
の

変
遷
に
よ
っ
て
新
た
に
生
じ
る
例
外
の
問
題
や
、
立
法
当
初
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
例
外
が
問
題
を
前
に
し
て
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
問
題

（
暗
黙
の
例
外im

plicit exception

）
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
点
で
不
合
理
で
あ
る
。
例
え
ば
、D

’Alm
eida

は
こ
の
よ
う
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な
立
場
を
「
組
入
主
義
者incorporationist

」
と
呼
び
、
例
外
の
枚
挙
不
可
能
性
を
適
切
に
捉
え
て
い
な
い
点
で
批
判
し
た
。L

u
ís D

u
arte.  

D

’Alm
eid

a, A
llo

w
in

g fo
r E

xceptio
n

s: A T
h

eo
ry o

f D
efen

ces an
d D

efeasibility in L
aw （2015

）, p. 5. 

第
二
に
、
組
み
入
れ
を
行
っ

た
場
合
、
原
則
と
例
外
と
の
関
係
を
含
め
た
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
と
い
う
も
の
は
一
般
に
記
述
で
き
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
実
質
含
意

lg ′

とle

を
比
較
す
れ
ば
分
か
る
通
り
、
そ
れ
ら
は
単
に
前
件
が
異
な
る
二
つ
の
実
質
含
意
と
し
て
し
か
記
述
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
組
み
入

れ
前
の
前
件
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
包
含
関
係
の
点
か
ら
表
現
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
で
あ
る
）。
し
か
し
、lg ′

が
原
則
を
表
し
て

お
り
、le
が
例
外
を
表
し
て
い
る
、
と
い
う
関
係
は
、
単
に
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
る
場
面
を
異
に
す
る
と
い
う
平
板
な
関
係
に
尽
き
る
も
の
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
9
）  

こ
れ
に
対
し
て
あ
る
種
の
「
仮
定
」
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
、
と
考
え
る
立
場
も
可
能
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え

た
場
合
に
は
、
こ
の
「
仮
定
」
が
ど
の
よ
う
な
身
分
を
持
つ
の
か
と
い
う
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
直
接
に
取
り

扱
う
の
が
、
後
に
見
る
常
識
推
論
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
10
）  D

onald N
ute, D

efeasible Logic, in W
eb K

n
o

w
led

g
e M

an
ag

em
en

t an
d D

ecisio
n S

u
ppo

rt 151 -169 

（2003

）, pp. 151 -152. 

常
識

推
論
の
研
究
は
、
自
動
定
理
証
明
な
ど
の
分
野
で
成
果
を
挙
げ
て
き
た
ホ
ー
ン
節
論
理
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
（
い
わ
ゆ
る
「
条
件
付
け
問
題
」

「
フ
レ
ー
ム
問
題
」
な
ど
）
の
処
理
に
と
っ
て
無
力
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
一
つ
の
端
緒
が
あ
る
。M

arvin M
insky, A

 Fram
ework for 

Representing Knowledge, in T
h

e P
sych

o
lo

g
y o

f C
o

m
pu

ter V
isio

n 211 -277 

（Patrick H
enry. W

inston &
 Berthold H

orn eds., 
1975

）. 

赤
間
世
紀
『
計
算
論
理
学
入
門
―
Ａ
Ｉ
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
へ
の
論
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
啓
学
出
版
、
一
九
九
二
）
一
九
一

頁
。

（
11
）  N

ute, supra note 10, p. 152. 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
同
時
に
、
認
識
論
に
お
け
る
間
接
的
な
知
識
の
正
当
化
の
問
題
（
例
え
ば
、
直

接
的
な
知
覚
「
あ
れ
が
赤
く
見
え
る
」
か
ら
間
接
的
な
知
識
「
あ
れ
は
赤
い
」
を
導
く
こ
と
が
何
故
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
）
と
も
関

連
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
認
識
論
の
研
究
で
も
知
ら
れ
るPollock

は
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
帰
結
を
導
出
す
る
こ
と
の
「
一
応
の
理
由prim

a 
facie reason

」
と
な
る
も
の
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
推
論
が
阻
却
さ
れ
る
条
件
の
問
題
に
着
目
し
、
早
く
か
ら
議
論
ベ
ー
ス
で
の

非
単
調
推
論
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。E. g. John L. Pollock, D

efeasible Reasoning, 11 C
o

g
n

itiv
e S

cien
ce 481 -518 

（1987

）. Pollock

に
よ
る
阻
却
の
種
類
に
関
す
る
分
析

―
よ
り
強
い
論
拠
に
よ
っ
て
反
対
の
帰
結
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
で
帰
結
が
阻
却
さ
れ
るrebuttal

と
、
あ

る
理
由
の
帰
結
を
支
持
す
る
力
を
弱
め
る
だ
け
で
反
対
の
帰
結
を
必
ず
し
も
導
出
し
な
い
よ
う
なundercutting

と
の
区
別

―
な
ど
は
、
人
工

知
能
の
領
域
に
お
け
る
非
単
調
的
な
推
論
の
研
究
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。H

enry Prakken &
 John H

orty, A
n appreciation of John 
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Pollocks work on the com
putational study of argum

ent, 3 A
rg

u
m

en
t &
 C

o
m

pu
tatio

n 1 -19 （2012

）.

（
12
）  

代
表
例
は
「
そ
れ
に
反
す
る
情
報
が
な
い
限
り
…
…
と
想
定
す
る
」
と
い
っ
た
形
式
の
推
論
（
デ
フ
ォ
ル
ト
推
論D

efault Reasoning

）
を

体
系
化
し
た
デ
フ
ォ
ル
ト
論
理D

efault Logic

で
あ
り
、
こ
れ
は
最
終
的
に
導
出
さ
れ
る
帰
結
に
対
し
て
整
合
的
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た

導
出
を
許
容
す
る
よ
う
な
推
論
規
則
（
デ
フ
ォ
ル
トD

efault

）
を
用
い
て
非
単
調
的
な
推
論
を
表
現
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。 

Raym
ond Reiter, A

 Logic for D
efault Reasoning, 13 A

rtificial In
tellig

en
ce 81 -132 （1980

）. 

た
だ
し
、
こ
れ
に
は
例
え
ば
最
終
的
に

導
出
さ
れ
る
帰
結
を
何
で
あ
る
と
想
定
す
る
か
に
よ
っ
て
複
数
の
帰
結
集
合
の
可
能
性
を
許
容
す
る
場
合
が
あ
っ
た
り
（「
ニ
ク
ソ
ン
・
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
」
の
問
題
）、
帰
結
が
存
在
し
な
い
場
合
が
あ
っ
た
り
（「
三
す
く
み
」
の
例
な
ど
）
す
る
な
ど
の
問
題
点
が
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
デ

フ
ォ
ル
ト
論
理
に
は
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
り
、
さ
ら
に
累
積
性cum

ulativity

や
準
単
調
性sem

i-m
onotonicity

な
ど
の
よ
い
性

質
を
与
え
よ
う
と
改
良
さ
れ
た
複
数
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
考
案
さ
れ
る
な
ど
し
て
お
り
、
多
様
で
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。G

rigoris  
Antoniou, A

 Tutorial on D
efault Logics, 31 ACM

 C
o

m
pu

tin
g S

u
rv

eys 337 -359 （1999

）. 

も
ち
ろ
ん
、
一
人
で
行
わ
れ
る
推
論
と
複
数

人
で
な
さ
れ
る
議
論
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
発
想
は
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
先
行
的
な
業
績
と
し

て
は
し
ば
し
ば
ニ
コ
ラ
ス
・
レ
ッ
シ
ャ
ー
（
内
田
種
臣
訳
）『
対
話
の
論
理
―
弁
証
法
再
考
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
八
一
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ

る
。E. g., H

enry Prakken &
 G
erard Vreesw

ijk, Logics for D
efeasible A

rgum
entation, 4 in H

an
d

bo
o

k o
f P

h
ilo

so
ph

ical L
o

g
ic 

219 -318 

（D
ov M

. G
abbay &

 Franz G
uenthner eds., 2nd ed. 2002

）, p. 229; 

高
橋
文
彦
『
法
的
思
考
と
論
理
』（
成
文
堂
、
二
〇
一

三
）
八
九
頁
。

（
13
）  

若
木
利
子
＝
新
田
克
己
『
数
理
議
論
学
』（
東
京
電
機
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
）
一
一
頁
、
沢
村
一
「
数
理
議
論
学
の
発
展
―
動
向
と
今
後

の
展
望
―
」
人
工
知
能
学
会
誌
二
五
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
）
四
〇
九
頁
。

（
14
）  argum

ent

とargum
entation

は
と
も
に
「
議
論
」
と
訳
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
こ
の
二
つ
は
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
高
橋
に
な
ら
い
、
前
者
を
「
立
論
」
と
、
後
者
を
「
議
論
」
と
そ
れ
ぞ
れ
訳
す
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
訳
語
の
選
択
に
つ

い
て
は
参
照
、
高
橋
文
彦
「
法
律
家
の
論
理
―
法
的
な 

“argum
ent

” 
お
よ
び
そ
の 

“defeasibility

”」
亀
本
洋
（
編
）『
法
と
科
学
の
交
錯
〔
岩

波
講
座
　
現
代
法
の
動
態
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
）
一
七
一
頁
以
下
・
一
七
六
‐
一
七
八
頁
。

（
15
）  Phan M

inh D
ung, O

n the acceptability of argum
ents and its fundam

ental role in nonm
onotonic reasoning, logic program

m
ing 

and n-person gam
es, 77 A

rtificial In
tellig

en
ce 321 -357 

（1995

）. 
非
単
調
推
論
を
議
論
と
見
立
て
て
分
析
す
る
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ

はD
ung

に
よ
る
こ
の
試
み
が
初
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。E. g., H

enry Prakken, A
n argum

entation fram
ework in default logic, 9 
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A
n

n
a

ls o
f M

a
th

em
a

tics a
n

d A
rtificia

l In
tellig

en
ce 93 -132 

（1993

）; John L. Pollock, D
efeasible Reasoning, 11 C

o
g

n
itiv

e  
S

cien
ce 481 -518 

（1987

）. 

ま
た
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
が
、D

ung

の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
立
論
と
立
論
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
議
論
の
分
析

お
よ
び
正
当
化
条
件
の
定
義
を
行
う
と
い
う
「
宣
言
的
」
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
議
論
の
「
手
続
的
」
な
側
面
に
着
目
す
る
こ
と

で
議
論
の
モ
デ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
有
力
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
存
在
す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
代
表
例
と
し
て
は
、G

ordon

に
よ
る
手
続

的
な
議
論
モ
デ
ル
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。Prakken

は
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
比
較
し
、
議
論
の
十
全
な
分
析
の
た
め
に
はD

ung

の

よ
う
な
「
宣
言
的
」
な
議
論
の
分
析
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
手
続
的
な
モ
デ
ル
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

T
h

o
m

as F. G
o

rd
o

n, T
h

e P
lead

in
g

s G
am

e: A
n A

rtificial In
tellig

en
ce M

o
d

el o
f P

ro
ced

u
ral Ju

stice （1995

）; H
enry Prakken &

 
G
iovanni Sartor, A

 logical analysis of burdens of proof, in L
eg

a
l E

v
id

en
ce a

n
d P

ro
o

f: S
ta

tistics, S
to

ries, L
o

g
ic 

（H
endrik 

Kaptein, H
enry Prakken, &

 Bart Verheij eds., 2009

）, p. 19.

（
16
）  

若
木
＝
新
田
・
前
掲
注
（
13
）・
三
二
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
説
明

0

0

と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
定
義
で
は
な
い
。
実
際
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
内
的
構
造
を
持
た
な
い
が
、
し
か
し
有
用
な
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
想
定
可
能
で
あ

る
。
例
え
ば
、「a

とb

が
結
婚
す
る
」
の
よ
う
な
婚
姻
関
係
（
あ
る
い
は
そ
の
提
案
＝
プ
ロ
ポ
ー
ズ
）
を
立
論
と
し
、「a

とb

と
の
結
婚
よ
り

もa

とc

の
結
婚
の
ほ
う
が
よ
り
望
ま
し
い
」
と
い
う
選
好
関
係
を
攻
撃
関
係
と
す
る
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
定
義
す
れ
ば
、
安
定
結
婚
問
題

（stable m
arriage problem

）
の
解
を
議
論
意
味
論
に
よ
っ
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
こ
の
立
論
は
「
理
由
付
き
の
意

見
」
で
は
な
く
、
強
い
て
言
え
ば
単
な
る
文
で
あ
る
。D

ung, supra note 15, pp. 337f; Pietro Baroni &
 M
assim

iliano G
iacom

in,  
Sem
antics of A

bstract A
rgum

ent System
s, in A

rg
u

m
en

tatio
n in A

rtificial In
tellig

en
ce 

（Iyad Rahw
an &

 G
uillerm

o R. Sim
ari 

eds., 2009

）.

（
17
）  

こ
の
攻
撃
関
係
は
方
向
を
持
つ
た
め
、A

R
 B

とB
 R

 A
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
（
前
者
はA

がB

に
対
す
る
反
論
と
な
る
こ
と
を
意
味
し

て
お
り
、
後
者
はB

がA

に
対
す
る
反
論
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
）。
そ
れ
ゆ
え
、A

R
 B

だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
もB

 R
 A

と
は
な

ら
な
い
。
例
え
ば
、
個
体t

が
鳥
で
あ
る
が
故
に
飛
ぶ
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
個
体t

が
ペ
ン
ギ
ン
で
あ
る
が
ゆ
え
に
飛
ぶ
と
い
う
主
張
は
反

論
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
逆
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。

（
18
）  D

ung, supra note 15, p. 326. 

そ
れ
ぞ
れ
のForm

al

な
定
義
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
・ 

立
論
集
合S

に
関
し
て
、
立
論A

が
受
容
可
能acceptable

で
あ
る
の
は
、A
を
攻
撃
す
る
ど
の
よ
う
な
立
論B

に
対
し
て
も
、S

に
含
ま

れ
る
立
論C

に
よ
る
攻
撃
が
存
在
す
る
場
合
、
か
つ
そ
の
場
合
に
限
る
。
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・ 

立
論
集
合S

が
許
容
可
能adm

issible

で
あ
る
の
は
、S

が
無
衝
突
で
あ
っ
て
、S

に
含
ま
れ
る
立
論
が
各
々S

に
関
し
て
受
容
可
能
で
あ

る
場
合
、
か
つ
そ
の
場
合
に
限
る
。

　
　
　
・ 

立
論
集
合S

が
無
衝
突conflict-free

で
あ
る
の
は
、S

に
含
ま
れ
る
ど
の
立
論A

, B

に
関
し
て
も
攻
撃
関
係
が
存
在
し
な
い
場
合
、
か
つ

そ
の
場
合
に
限
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
定
義
は 

“The one who has the last word laughs best.

” 

と
い
う
格
言
に
基
づ
い
てD

ung

が
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。D

ung, 
supra note 15, pp. 322, 326. 

沢
村
・
前
掲
注
（
13
）・
四
一
〇
頁
。
と
り
わ
け
受
容
可
能
性
は
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
様
々
な
考
察
の
基
礎

を
な
す
最
も
基
本
的
な
概
念
で
あ
り
、D

ung

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
四
つ
の
議
論
意
味
論
は
、
す
べ
て
こ
の
概
念
に
基
い
て
与

え
ら
れ
て
い
る
。

（
19
）  

な
お
、
こ
の
意
味
論
に
関
し
て
は
後
に
い
く
つ
か
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
に
基
い
て
正
当
化
条
件
を
与
え
る
か
そ
れ
自
体
が

研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
沢
村
・
前
掲
注
（
13
）・
四
一
一
‐
四
一
二
頁
、
若
木
＝
新
田
・
前
掲
注
（
13
）・
四
二
頁
以
下
。

（
20
）  

Ｇ
Ｓ
に
つ
い
て
、
若
木
＝
新
田
・
前
掲
注
（
13
）・
三
五
頁
は
こ
れ
を
「
基
礎
意
味
論
」
と
訳
す
が
、
以
降
の
定
義
を
見
れ
ば
分
か
る
通
り
、

要
す
る
に
確
実
な
基
礎
を
持
つ
立
論
の
み
を
正
当
化
さ
れ
る
立
論
と
考
え
る
よ
う
な
意
味
論
で
あ
り
、「
基
礎
づ
け
意
味
論
」
と
か
「
確
実
性
意

味
論
」
の
よ
う
に
訳
す
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
21
）  Baroni &

 G
iacom

in, supra note 16, p. 36f. Form
al

に
は
、
受
容
可
能
性
に
基
い
て
定
義
さ
れ
る
以
下
の
特
性
関
数F

の
最
小
不
動
点
と

し
て
定
義
さ
れ
る
。F

 : 2
A ↦

  2
A,

F（
S）＝

{A
 | A

は
S
に
関
し
て
受
容
可
能
で
あ
る
}

　
　
　
た
だ
し
、A

は
そ
の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
お
け
る
全
て
の
立
論
の
集
合
で
あ
り
、S

は
任
意
の
立
論
集
合
と
す
る
。
こ
れ
は
、
す
ぐ
下
で

述
べ
る
最
初
の
「
開
始
立
論
」
を
右
記
関
数F

に
基
い
て
拡
大
し
て
い
っ
た
結
果
得
ら
れ
る
最
大
の
集
合
と
一
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
場
合
、
開
始
立
論
の
定
義
が
想
定
に
、
開
始
立
論
の
拡
大
の
仕
方
が
想
定
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
22
）  

若
木
＝
新
田
・
前
掲
注
（
13
）・
三
九
頁; Baroni &

 G
iacom

in, supra note 16, p. 36f. 

こ
れ
以
外
の
三
つ
の
意
味
論
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｅ

の
持
つ
こ
の
よ
う
な
よ
い
特
徴
を
持
た
ず
、
例
え
ばExtension

を
複
数
持
つ
場
合
（
つ
ま
り
導
出
さ
れ
る
帰
結
を
一
意
に
決
定
で
き
な
い
場

合
）
やExtension

を
持
た
な
い
場
合
（
つ
ま
り
導
出
さ
れ
る
帰
結
が
定
義
で
き
な
い
場
合
）
な
ど
を
許
す
。
ま
た
、D

ung

は
他
の
非
単
調
的

な
推
論
体
系
や
推
論
体
系
以
外
の
も
の
と
自
身
が
定
義
し
た
四
つ
の
意
味
論
と
の
対
応
関
係
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、Stable Sem

antics

の
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下
で
正
当
化
さ
れ
る
立
論
の
集
合Stable Extension

は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
論
理
に
お
い
て
導
出
さ
れ
る
帰
結
（Extension

）
や
、
議
論
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
安
定
結
婚
問
題
や
協
力
的n

人
ゲ
ー
ム
の
解
な
ど
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。D

ung, supra 
note 15, pp. 341, 337, 336. D

ung

の
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
強
み
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
複
数
の
非
単
調
推
論
を
（
そ
し
て
非
単
調
推
論

以
外
の
数
学
的
構
造
を
も
）
同
一
の
基
礎
の
上
で
比
較
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

（
23
）  
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
法
的
な
立
論

0

0

は
例
え
ば
当
初
見
た
よ
う
な
一
階
述
語
論
理
に
お
け
る
証
明
図
・
推
論
図
と
似
た
よ
う
な
も
の
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
的
な
立
論
を
構
築
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
推
論
規
則
と
真
理
保
存
的
・
演
繹
的
な
推
論
を

表
現
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
推
論
規
則
と
は
区
別
さ
れ
る
ほ
う
が
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
阻
却
可
能
推
論
規
則
と
阻
却
さ
れ
な
い
（
＝
厳
格

strict

な
）
推
論
規
則
と
を
区
別
し
た
上
で
、
詳
細
に
議
論
を
分
析
す
る
た
め
の
道
具
立
て
と
し
て
例
え
ばA

SP
IC

＋
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

H
enry Prakken, A

n abstract fram
ework for argum

entation with structured argum
ents, 1 A

rg
u

m
en

t &
 C

o
m

pu
ta

tio
n 93 -124 

（2010

）. 

こ
こ
で
表
現
し
た
法
的
推
論
の
枠
組
は
、
こ
の
枠
組
の
下
で
阻
却
可
能
推
論
規
則
と
反
駁
（rebuttal

）
関
係
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
本
稿
の
目
標
と
の
関
係
で
は
こ
れ
ら
を
フ
ル
ス
ケ
ー
ル
で
表
現
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
た
た
め
省
略
し
た
。
な
お
、Prakken

自
身
は
こ
れ
を
法
的
な
議
論
の
全
体
を
分
析
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
よ
く
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
、
実
際
の
法
廷
に
お
け
る

議
論
を
こ
れ
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。E. g., H

enry Prakken, Reconstructing Popov v. H
ayashi in a fram

ework for argum
enta-

tion with structured argum
ents and D

ungean sem
antics, 20 A

rtificial In
tellig

en
ce an

d L
aw 57 -82 （2012

）.

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
場
合
、
当
然
な
が
ら
第
二
章
第
一
節
で
見
た
一
階
述
語
論
理
の
推
論
図
に
対
応
し
た
矛
盾
を
導
出
す
る
立

論
が
構
築
可
能
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
下
で
は
そ
れ
ら
矛
盾
を
導
出
す
る
立
論
も
ま
た
立
論
と
し
て
（
一
応
）
許
容
さ
れ
た
上
で
、
例

え
ば
自
己
論
駁
的
な
立
論
と
し
て
扱
わ
れ
、
攻
撃
関
係
に
よ
っ
て
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
若
木
＝
新
田
・
前
掲
注
（
13
）・
一
二
八
頁
以

下；
Prakken, supra note 12, p. 258. 

こ
の
意
味
で
、
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
矛
盾
許
容
論
理
と
は
異
な
る
仕
方
で
矛
盾
に
対
す
る
抵
抗

力
を
持
つ
推
論
体
系
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
、Prakken

の
初
期
の
問
題
関
心
の
一
つ
は
「
不
整
合
性
に
寛
容
な
推
論

inconsistency torrelant reasoning

」
を
表
現
す
る
方
法
で
あ
り
、
こ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
議
論
に
よ
る
推
論
の
表
現
を
検
討
し
て
い
る
。

Prakken, supra note 15, p. 94.

（
24
）  

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
し
か
し
実
は
困
難
な
問
題
が
一
つ
残
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
定
義
で
は
立
論
を
構
成
す
る
規
範

が
複
数
に
な
っ
た
場
合

―
例
え
ば
著
作
権
法
の
二
条
の
よ
う
に
定
義
規
定
を
経
由
す
る
場
合
な
ど

―
に
お
い
て
、
ど
の
規
範
と
ど
の
規
範
と

の
間
の
「
原
則
／
例
外
」
関
係
に
基
づ
い
て
立
論
の
阻
却
を
判
定
す
る
べ
き
か
が
不
明
確
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
念
頭
に
お
い
て
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い
るPrakken

ら
のA

SP
IC

＋
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
生
じ
る
が
、
同
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
無
矛
盾
性
等
の
観
点
か
ら
一
定
の
望
ま
し

い
性
格
が
提
案
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。Prakken, supra note 23, pp. 107ff. 

ま
た
、
若
木
＝
新
田
・
前
掲
注
（
13
）・
一
二
三
頁
以
下

も
参
照
せ
よ
。

（
25
）  
こ
のdefeasibility

と
い
う
語
は
、H

art

が
英
米
財
産
法
上
の
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
で
定
義
し
た
も
の
で
あ
る
。H

erbert Lionel Adolphus 
H
art, The A

scription of Responsibility and Rights, 49 P
ro

ceed
in

g
s o

f th
e A

risto
telian S

o
ciety 171 -194 （1948

）. 

人
工
知
能
と
法

A
rtificial Intelligence and Law

と
い
わ
れ
る
領
域
に
お
い
て
、
こ
のdefeasibility

と
い
っ
た
概
念
は
推
論
の
非
単
調
性
と
同
視
さ
れ
、H

art

の
主
張
は
法
的
推
論
の
非
単
調
性
を
指
摘
し
た
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。E. G. D

’Alm
eida, supra note 8, p. 5; 

Ronald P. Loui, H
arts critics on defeasible concepts and ascriptivism

, P
ro

ceed
in

g
s o

f th
e 5

th In
tern

atio
n

al C
o

n
feren

ce o
n  

A
rtificial In

tellig
en

ce an
d L

aw - Icail 95 21 -30 

（1995

）. 

も
っ
と
も
、H

art

の
主
張
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
が
適
切
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
や
や
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、H

art

の
主
張
は
日
常
言
語
学
派
の
泰
斗 

J. L. Austin

の
主
張
を
法
的
推
論
を
対
象
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
参
照
、
森
際
康
友
「
法
・
言
語
・

行
為
―
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
法
概
念
論
の
一
分
析
―
」
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
一
号
（
一
九
八
二
）
五
二
頁
以
下
。

（
26
）  

こ
の
よ
う
な
法
的
推
論
の
性
格
は
、
実
定
法
上
の
「
客
観
的
証
明
責
任
」
と
い
う
概
念
と
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
客
観
的
証
明
責
任

は
一
般
に
、
当
事
者
の
立
証
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
実
に
関
し
て
裁
判
官
が
存
否
不
明
と
い
う
心
象
を
持
っ
た
場
合
に
も
裁
判
官
に
は

判
決
を
行
う
義
務
が
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
と
説
明
さ
れ
る
（ 

例
え
ば
松
本
博
之
『
証
明
責
任
の
意
義
と
作
用
』
伊
藤
眞
ほ
か
編
「
民
事
訴
訟

法
の
争
点
」（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
）
一
八
〇
頁
以
下
）
が
、
こ
れ
は
先
に
見
た
常
識
推
論
の
直
面
す
る
問
題
と
一
致
し
て
い
る
。
実
際
、Prakken

は
証
明
責
任
の
概
念
を
議
論
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
法
体
系
を
横
断
し
た
証
明
責
任
の
分
析
が
で
き
る
と
提
案
し
て
い

る
。Prakken, supra note 15, pp. 223f. 

ま
た
、
人
工
知
能
研
究
者
の
佐
藤
は
こ
の
よ
う
な
点
に
着
目
し
、
実
体
法
で
あ
る
民
法
の
規
範
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
事
訴
訟
に
お
け
る
実
際
の
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
規
範
で
あ
る
と
こ
ろ
の
要
件
事
実
論
を
用
い
て
法
的
推
論
を

形
式
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
試
み
て
い
る
。E. g., Ken Satoh et al., Translating the Japanese Presupposed U

ltim
ate Fact Theory into 

Logic Program
m
ing, in L

eg
a

l K
n

o
w

led
g

e a
n

d In
fo

rm
a

tio
n S

ystem
s: Ju

rix 2009: T
h

e T
w

en
ty-S

eco
n

d A
n

n
u

a
l C

o
n

feren
ce 

（G
uido G

overnatori ed., 2009

）. 

こ
こ
で
は
要
件
事
実
論
の
体
系
が
、
大
き
く
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
議
論
推
論
の
一
種
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
は
そ
の
ほ
か
に
も
、
証
明
責
任
を
は
じ
め
と
し
た
民
事
訴
訟
法
上
の
い
く
つ
か
の
概
念
を
論
理
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
（
一
階
述
語
論
理
の
サ
ブ
セ
ッ
ト
で
あ
る
ホ
ー
ン
節
論
理
に
失
敗
に
よ
る
否
定N

egation as Failure

と
い
う
非
単
調
推
論
の
要
素
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を
加
え
た
体
系
）
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
証
明
論
に
対
す
る
非
単
調
推
論

の
研
究
成
果
を
利
用
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
用
性
が
窺
わ
れ
る
。
佐
藤
健
「
証
明
責
任
と
そ
の
周
辺
概
念
の
論
理
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
よ
る
定
式

化
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
四
巻
（
二
〇
〇
九
）
四
六
頁
以
下
参
照
。

西
村　

友
海
（
に
し
む
ら
　
と
も
う
み
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
中
央
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
法
哲
学
会
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
法
哲
学


