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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
本
稿
の
背
景
と
目
標

　
現
代
は
第
三
次
人
工
知
能
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
、
日
々
人
工
知
能
に
関
す
る
話
題
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
法
学
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
り
、
二
〇
一
七
年
ご
ろ
か
ら
人
工
知
能
を
題
材
と
し
た
法
的
な
議
論
が
百
出
し
て
い（
1
）る。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と

し
て
、
と
き
と
し
て
人
工
知
能
の
法
的
判
断
へ
の
応
用
と
、
そ
れ
に
よ
る
裁
判
の
実
施
と
い
う
（
仮
想
的
な
）
制
度
が
議
論
の
対
象
と
な

る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
駒
村
圭
吾
は
「「
法
の
支
配
」
が
「
人
の
支
配
」
を
退
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
Ａ
Ｉ

の
支
配
」
も
ま
た
「
人
の
支
配
」
を
退
け
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、「
法
の
支
配
」
を
半
ば
独
占
し
て
き
た
裁
判
官
も

ま
た
人
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、「
法
の
支
配
」
を
完
遂
す
る
に
は
「
Ａ
Ｉ
の
支
配
」
の
方
が
徹
底
し
て
い
る
と
さ
え
言
い
得
る
」
と

延
べ
、「
妄
想
的
な
預
言
」
と
謙
遜
し
つ
つ
も
裁
判
の
正
当
化
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い（
2
）る。
他
方
、
柳
瀬
昇
は
そ
の
よ
う

な
制
度
を
「
気
持
ち
が
悪
い
」
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
我
々
は
裁
判
に
対
し
て
も
「
我
々
と
同
じ
人
間
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
の
正
統
性
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
問
題
提
起
し
て
い（
3
）る。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
や
や
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
法
的
判
断
へ
の
人
工
知
能
の
応
用

が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
実
の
と
こ
ろ
こ
れ
は
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
法
的
判
断
へ
の
人
工
知
能
の
応
用
は
、
多
岐
に
わ
た
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
法
的
判
断
へ
の
応
用
は
人
工
知
能
の
応
用
研
究
の
中
で
も
相
対
的
に
歴
史
の
古
い
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
律
分
野
へ
の
人

工
知
能
の
応
用
を
取
り
扱
う
国
際
会
議
と
し
て
はICAIL

（International Conference on Artificial Intelligence and Law

）
とJU

RIX 
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Annual Conference

と
い
う
二
つ
が
あ
る
が
、
前
者
は
一
九
八
七
年
に
、
後
者
は
一
九
八
八
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
初
回
の
開
催
を
経
て
い

る（
4
）。

人
工
知
能
の
歴
史
は
し
ば
し
ば
、
第
一
次
ブ
ー
ム
（
一
九
五
〇
年
代
〜
）、
第
二
次
ブ
ー
ム
（
一
九
八
〇
年
代
〜
）、
第
三
次
ブ
ー
ム

（
二
〇
〇
〇
年
代
〜
）
と
い
う
三
つ
の
ブ
ー
ム
に
基
づ
い
て
整
理
さ
れ（
5
）るが
、
一
見
し
て
分
か
る
通
り
、
法
的
判
断
へ
の
応
用
が
進
ん
だ
の

は
第
二
次
ブ
ー
ム
期
に
あ
た
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
二
次
ブ
ー
ム
期
に
脚
光
を
浴
び
た
技
術
は
「
知
識
表
現Knowledge Representation

」

に
関
す
る
技
術
で
あ
り
、
現
代
の
第
三
次
ブ
ー
ム
に
お
い
て
脚
光
を
浴
び
る
「
機
械
学
習 M

achine Learning

」
と
は
全
く
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
ゆ
え
に
、
法
的
判
断
へ
の
人
工
知
能
の
応
用
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
い
わ
ば
「
流
行
り
」
の
技
術

で
あ
る
機
械
学
習
だ
け
で
は
な
く
、「
枯
れ
た
」
技
術
で
あ
る
と
こ
ろ
の
知
識
に
基
づ
く
推
論
の
技
術
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
必
要
が
あ

り
、
多
岐
に
わ
た
る
研
究
を
整
理
し
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の

よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
法
的
判
断
を
対
象
と
し
た
人
工
知
能
の
応
用
研
究
の
歴
史
と
現
状
を
整
理
し
た
上
で
、
法
学
が
そ
れ
ら

の
研
究
を
受
け
止
め
る
に
際
し
て
、
取
り
う
る
基
本
的
な
視
座
を
提
案
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

㈡
　
本
稿
の
構
成

　
上
記
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
本
稿
は
以
下
の
よ
う
な
順
序
で
議
論
を
す
す
め
る
。

　
第
一
に
、
法
的
判
断
を
対
象
と
し
た
人
工
知
能
の
研
究
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
実
例
を
踏
ま
え

た
説
明
を
行
い
、
整
理
を
試
み
る
。
特
に
第
二
節
で
は
法
的
判
断
へ
の
応
用
が
盛
ん
に
な
っ
た
第
二
次
ブ
ー
ム
期
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る

「
知
識
表
現
」
を
用
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
（
以
下
「
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
」）
が
、
第
三
節
で
は
現
代
脚
光
を
浴
び
て
い
る
「
機
械
学
習
」
を
用
い

た
ア
プ
ロ
ー
チ
（
以
下
「
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
」）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
扱
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
上
記
の
整
理
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う
に
し
て
解
釈
し
、
受
け
止
め
れ
ば
よ

い
か
、
あ
り
う
る
二
種
類
の
解
釈
と
し
て
「
規
範
モ
デ
ル
」
と
し
て
の
解
釈
と
「
記
述
モ
デ
ル
」
と
し
て
の
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
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上
で
、
上
述
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
こ
の
二
つ
の
仕
方
で
解
釈
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
か
を
素
描
す
る
（
第

四
節
）。

　
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
つ
つ
、
法
的
判
断
以
外
を
対
象
と
し
た
法
律
分
野
へ
の
応
用
研
究
や
実
用
例
を
示
す
こ
と
で
、
こ

れ
ら
の
研
究
の
全
体
的
な
位
置
づ
け
を
確
認
し
、
結
び
と
し
た
い
（
第
五
節
、
第
六
節
）。

二
　
伝
統
的
な
試
み
：
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ

㈠
　
二
種
類
の
推
論
の
区
別

　
本
節
で
は
、
法
的
判
断
へ
の
人
工
知
能
の
応
用
が
試
み
ら
れ
始
め
た
時
期
の
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
推
論
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
「
知
識
」
か
ら
有
意
味
な
情
報
を
導
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
判
断
を
行
う
シ
ス
テ

ム
を
用
い
て
知
的
な
振
る
舞
い
を
す
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
知
識
」
と
は
、
推
論
シ
ス
テ

ム
に
よ
っ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
容
易
な
良
い
形
式
を
持
っ
た
デ
ー
タ
の
こ
と
を
指
し
、
後
述
す
る
機
械
学
習
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
単
な

る
デ
ー
タ
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
第
二
次
ブ
ー
ム
期
に
脚
光
を
浴
び
た
人
工
知
能
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
本
節
で

確
認
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
法
的
判
断
に
関
し
て
は
現
代
に
お
い
て
な
お
研
究
が
継
続
さ
れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
の
ち
に

述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、
法
的
判
断
が
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
に
適
し
た
良
い
性
質
を
持
っ
た
判
断
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
一
つ
の
原
因

が
あ
る
。

　
さ
て
、
法
的
判
断
に
対
す
る
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
用
い
る
知
識
の
種
類
に
応
じ
て
大
き
く
分
け
て
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
と
事
例
ベ
ー
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ス
型
の
二
つ
が
あ（
6
）る。
以
下
で
は
、
研
究
実
例
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
説
明
を
与
え
る
。

㈡
　
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型

　
ま
ず
、「
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
」
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
と
は
、
演
繹
的
な
推
論
を
実
行
す
る
推

論
シ
ス
テ
ム
を
基
礎
と
し
て
、「
も
し
…
…
な
ら
ば
…
…
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
の
知
識
（
ル
ー
ル
型
知
識
）
を
用
い
て
、
入
力
さ
れ
た
情

報
を
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
型
知
識
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
結
論
を
導
く
（
判
断
を
行
う
）
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
自
動
定
理
証
明
器
（
一
定
の
範
囲
の
数
学
的
な
定
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
証
明
を
自
動
的
に
構
成
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
）
の

よ
う
な
第
一
次
ブ
ー
ム
期
に
す
で
に
成
功
し
て
い
た
シ
ス
テ
ム
の
延
長
線
上
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
相
対
的
に
素
朴

な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
）
7
（

る
。

　
法
的
判
断
が
こ
の
よ
う
な
「
ル
ー
ル
型
」
の
知
識
に
基
づ
く
と
考
え
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
法
規
範
は
一
般
に
「〈
要
件
〉
な
ら
ば
〈
効
果
〉」
と
い
う
構
造
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
シ
ス
テ
ム
は
、
制
定
法
の
知
識
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
な
問
題
に
対
し
て
回
答
を
与

え
よ
う
と
す
る
よ
う
な
推
論
（
制
定
法
推
論 Statutory Reasoning

）
を
典
型
例
と
し
て
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
の
実
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
の
計
算
機
科
学
者
で
あ
っ
たM

arek 

Sergot

ら
に
よ
る
試（
8
）みが
挙
げ
ら
れ
る
。Sergot

ら
は
一
九
八
〇
年
イ
ギ
リ
ス
国
籍
法
（British N

ationality Act 1980

）
の
各
条
文
を
命

題
と
み
な
し
、
そ
れ
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
す
る
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
国
籍
法
に
関
す
る
多
様
な
質
問
に
対
し
て
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス

テ
ム
を
開
発
し
た
。Sergot

ら
が
利
用
し
た
の
は
論
理
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語Prolog

で
あ
る
。Prolog

と
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ホ
ー
ン

節
論（
9
）理の

集
合
と
し
て
表
現
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
で
あ
る
。
命
題
の
集
合
の
こ
と
を
一
般
に
理
論 Theory

と
い
う
が
、Prolog

は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
種
の
理
論
と
捉
え
、
そ
こ
か
ら
命
題
を
証
明
す
る
試
み
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
を
表
し
た
言
語
で
あ
る
。
要
す
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る
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
籍
法
の
各
条
文
をProlog

に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、Prolog

は
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
国

籍
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
当
該
質
問
項
目
が
イ
ギ
リ
ス
国
籍
法
か
ら
「
証
明
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
形
で
回
答
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
研
究
の
大
き
な
特
徴
は
、
制
定
法
の
論
理
分
析
が
そ
の
ま
ま
人
工
知
能
の
開
発
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
点
に
あ

る
）
10
（

。
制
定
法
の
論
理
分
析
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
主
と
し
て
制
定
法
の
統
語
論
的
曖
昧
性Syntactical am

biguity

を
除
去
す
る
試
み

と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
）
11
（
る
が
、
本
研
究
に
よ
っ
て
こ
れ
が
人
工
知
能
研
究
へ
と
合
流
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
我
々
に
馴
染
み
深
い
日
本
法
を
素
材
に
し
た
研
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
国
立
情
報
学
研
究
所
の
計
算
機
科
学
者
で
あ
る
佐
藤
健
ら
に

よ
る
試
）
12
（
み
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
藤
ら
は
、
要
件
事
実
論
に
基
づ
い
て
法
的
な
判
断
を
行
う
シ
ス
テ
ムPRO

LEG

を
開
発
し
た
。

PRO
LEG

と
は
上
述
し
たProlog
の
拡
張
言
語
と
し
て
実
装
さ
れ
た
言
語
で
あ
る
が
、「〈
要
件
事
実
〉
な
ら
ば
〈
効
果
〉」
構
造
お
よ

び
「
原
則
／
例
外
」
構
造
と
い
う
二
つ
の
構
造
を
用
い
て
、
要
件
事
実
論
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。PRO

LEG

は
、
こ
の

よ
う
に
し
て
表
現
さ
れ
た
ル
ー
ル
知
識
（
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
）
お
よ
び
当
事
者
の
主
張
・
立
証
に
関
す
る
情
報
（
フ
ァ
ク
ト
ベ
ー
ス
）
か
ら
、

当
該
事
案
に
お
け
る
判
決
（
請
求
認
容
／
棄
却
）
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
記
の
研
究
の
大
き
な
特
徴
は
、Sergot

ら
の
研
究
と
は
異
な
っ
て
、
裁
判
と
い
う
実
際
の
法
適
用
の
場
面
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

証
明
責
任
を
考
慮
し
た
規
範
で
あ
る
と
こ
ろ
の
要
件
事
実
論
を
対
象
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
お
、PRO

LEG

は
あ
く
ま
で
も
民
事

訴
訟
を
念
頭
に
置
い
て
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
刑
事
訴
訟
へ
の
拡
張
も
近
年
試
み
ら
れ
て
い
）
13
（

る
。

㈢
　
事
例
ベ
ー
ス
型

　
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
区
別
さ
れ
る
の
が
、
事
例
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
事
例
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
と
は
類
推
的
な
推
論
を

実
行
す
る
推
論
シ
ス
テ
ム
を
基
礎
と
し
て
、
過
去
の
類
似
す
る
事
例
の
知
識
を
用
い
て
、「
類
似
す
る
事
例
に
対
し
て
は
類
似
す
る
結
論
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が
導
か
れ
る
」
と
い
う
前
提
の
下
、
そ
の
事
例
の
結
論
を
借
用
す
る
こ
と
で
結
論
を
導
く
（
判
断
を
行
う
）
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
る
の
は
、
過
去
の
判
例
の
知
識
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
と
の
類
似
性
を
理
由
と
し
て
（
あ
る
い
は
非
類
似
性
を
理
由

と
し
て
）
そ
の
判
例
と
同
じ
結
論
を
導
く
（
あ
る
い
は
反
対
の
結
論
を
導
く
）
と
い
う
よ
う
な
法
的
判
断
で
あ
り
、
要
す
る
に
判
例
に
基
づ

く
推
論
を
表
現
す
る
試
み
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
の
実
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
の
計
算
機
科
学
者
で
あ
るKevin D. Ashley

に
よ
る
試
）
14
（

み
が
挙

げ
ら
れ
る
。Ashley
は
、
ア
メ
リ
カ
の
営
業
秘
密
法
（Trade Secret Law

）
を
素
材
と
し
て
、
当
事
者
間
で
の
主
張
の
応
酬
を
シ
ミ
ュ

レ
ー
ト
す
る
シ
ス
テ
ム
Ｈ
Ｙ
Ｐ
Ｏ
を
開
発
し
た
。
Ｈ
Ｙ
Ｐ
Ｏ
は
次
元dim

ension

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
事
例
知
識
を
用
い
て
類
推
を
行

う
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
次
元
と
は
、
要
す
る
に
事
案
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
り
、
営
業
秘
密
に
関
す
る
事
例
に
於
い
て
認
定
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
一
定
の
事
実
（
例
え
ば
、
当
該
秘
密
に
つ
い
て
秘
密
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
、
等
）
を
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
。
各
事
例
は
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
成
り
立
っ
て
い
る
か
を
示
す
連
続
的
な
値
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事

例
が
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
）
15
（

た
。
Ｈ
Ｙ
Ｐ
Ｏ
は
、
事
例
知
識
と
同
様
に
次
元
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
事
例
を
与
え
る
と
、
過
去
の
類
似
し
た

事
件
を
検
索
し
、
そ
れ
を
用
い
て
各
当
事
者
が
為
す
と
想
定
さ
れ
る
主
張
を
構
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
議
論
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

生
成
す
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

　
Ｈ
Ｙ
Ｐ
Ｏ
に
は
い
く
つ
か
の
後
継
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
る
が
、
例
え
ばV

incent Alevan

ら
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
Ｃ
Ａ
Ｔ
）
16
（
Ｏ

は
こ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
シ
ス
テ
ム
の
日
本
に
お
け
る
研
究
例
と
し
て
は
、
東
京
工
業
大
学
の
計
算
機
科
学
者
で
あ
っ
た
新
田
克
己
ら
に
よ
る
試
）
17
（

み
が

挙
げ
ら
れ
る
。
新
田
ら
が
開
発
し
た
の
は
、
日
本
法
お
よ
び
日
本
の
判
例
に
基
づ
い
て
当
事
者
間
の
主
張
の
応
酬
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る

シ
ス
テ
ム
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
―

Ⅱ
で
あ
る
。
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
―

Ⅱ
は
Ｈ
Ｙ
Ｐ
Ｏ
と
は
異
な
り
、
制
定
法
に
関
す
る
知
識
を
用
い
た
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型

推
論
シ
ス
テ
ム
を
も
有
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
当
事
者
の
主
張
は
基
本
的
に
こ
の
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
推
論
シ
ス
テ
ム
に
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よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
。
事
例
ベ
ー
ス
推
論
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
推
論
が
十
分
に
う
ま
く
動
作
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ル
ー
ル
知
識
は
し
ば
し
ば
「
抽
象
的
な
概
）
18
（

念
」
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
事
件
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
む
場

合
、
こ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
事
例
ベ
ー
ス
推
論
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
‐
Ⅱ
に
お
い
て
、
判
例
は
「
状
況
の
記
述
」
お
よ
び
「
事
例
ル
ー
ル
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
概
ね
前
者
は
事
実
認
定

に
、
後
者
は
事
件
固
有
の
ル
ー
ル
（
法
解
釈
や
経
験
則
な
ど
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
―

Ⅱ
は
こ

の
「
事
例
ル
ー
ル
」
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
意
味
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
、
事
例
間
の
類
似
性
を
計
算
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
制
定

法
に
関
す
る
知
識
と
具
体
的
な
事
例
の
記
述
と
の
間
の
橋
渡
し
を
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
―

Ⅱ
に
も
後
継
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
例
え
ば
音
声
認
識
技
術
な
ど
を
搭
載
し
た
訴
訟
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
シ
ス
テ
ムM

rBen

）
19
（go

な
ど
は
そ

の
一
つ
で
あ
る
。

㈣
　
小
　
括

　
以
上
の
研
究
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
は
極
め
て
素
朴
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
少
な
く
と
も
法

的
判
断
に
関
す
る
素
直
な
理
解
と
の
相
性
が
極
め
て
良
い
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
法
的
判
断
に
演
繹
的
な
推
論
と
類
推
的
な
推
論
の
二

種
類
が
あ
り
、
前
者
は
制
定
法
知
識
と
、
後
者
は
判
例
知
識
と
、
そ
れ
ぞ
れ
結
び
つ
き
や
す
い
、
と
い
う
の
は
予
て
よ
り
指
摘
の
あ
る
こ

と
で
あ
）
20
（

る
。

　
ま
た
、（
少
な
く
と
も
本
稿
が
紹
介
し
た
範
囲
で
は
）
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
の
シ
ス
テ
ム
が
い
ず
れ
も
「
推
論
」
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
事
例
ベ
ー
ス
型
の
シ
ス
テ
ム
は
議
論
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
演
繹
的
な
推
論
に
基
づ
く
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
が
、
類
推
的
な
推
論
に
基
づ
く
事
例
ベ
ー
ス
型
よ
り
も
一
義
的

な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
由
来
し
て
い
）
21
（
る
。
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な
お
、
す
で
に
紹
介
し
た
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
―

Ⅱ
が
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス

型
シ
ス
テ
ム
と
事
例
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
は
二
者
択
一
の
関
係
に
は
な
く
、
適
し
た
場
面
に
応
じ
て
使
い
分
け
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
例
え
ば
、
第
二
次
ブ
ー
ム
期
に
開
発
が
試
み
ら
れ
た
「
法
律
エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
」
も
ま
た
、
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
―

Ⅱ
と
同
様

に
、
制
定
法
に
基
づ
く
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
判
例
に
基
づ
く
事
例
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
で
そ
れ
を
補
完
す
る
、

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
た
。

三
　
現
代
的
な
試
み
：
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ

㈠
　
機
械
学
習
・
分
類
問
題
と
法
的
判
断

　
前
節
で
論
じ
た
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
が
第
二
次
ブ
ー
ム
期
に
試
み
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
節
で
扱
う
学
習
ア
プ

ロ
ー
チ
は
現
代
の
第
三
次
ブ
ー
ム
に
お
い
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ま
ず
、
基
本
的
な
事
項
と
し
て
機
械
学
習
・
分

類
問
題
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
そ
れ
を
法
的
判
断
へ
と
応
用
す
る
方
法
を
確
認
す
る
。

　
機
械
学
習
と
は
、
一
定
の
デ
ー
タ
か
ら
一
般
性
の
あ
る
判
断
基
準
を
構
築
す
る
技
術
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
般
性
の
あ
る
判
断
基
準

の
こ
と
を
学
習
モ
デ
ル
と
い
い
、
学
習
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
作
業
の
こ
と
を
学
習
ま
た
は
汎
化 G

eneralization 

と
い
）
22
（
う
。
こ
れ
が
「
学

習
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
限
ら
れ
た
情
報
か
ら
一
般
性
の
あ
る
モ
デ
ル
を
導
く
汎
化
処
理
が
、
限
ら
れ
た
経
験
か
ら
一
般
性
の
あ
る
振
る

舞
い
を
身
に
つ
け
る
人
間
や
生
物
の
学
習
能
力
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
）
23
（
る
。

　
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
人
工
知
能
の
開
発
と
は
、
こ
の
機
械
学
習
を
用
い
て
人
工
知
能
を
開
発
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

こ
れ
が
前
節
で
紹
介
し
た
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
と
異
な
る
の
は
、
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
が
推
論
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
良
い
形
式
を
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持
っ
た
デ
ー
タ
（
す
な
わ
ち
「
知
識
」）
を
用
い
て
人
工
知
能
を
開
発
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
シ
ス
テ
ム

に
デ
ー
タ
か
ら
機
械
学
習
に
よ
っ
て
一
般
性
の
あ
る
モ
デ
ル
を
自
動
構
築
さ
せ
る
こ
と
で
人
工
知
能
を
開
発
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
が
用
い
ら
れ
る
典
型
的
な
問
題
の
一
つ
に
「
分
類
問
題classification problem

」
と
い
う
種

類
の
タ
ス
ク
が
あ
る
。
分
類
問
題
と
は
、
入
力
値
を
そ
の
特
徴
に
応
じ
て
適
切
な
分
類
群
（
ク
ラ
ス
）
へ
と
振
り
分
け
る
タ
ス
ク
の
こ
と

で
あ
る
が
、
入
力
値
を
分
類
す
る
シ
ス
テ
ム
（
分
類
器
）
は
多
く
の
場
合
、
機
械
学
習
に
よ
っ
て
組
み
上
げ
ら
れ
る
た
め
、
一
般
的
に
は

こ
れ
は
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適
し
た
問
題
だ
と
さ
れ
）
24
（
る
。

　
法
的
判
断
へ
の
人
工
知
能
の
応
用
に
際
し
て
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
た
め
の
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
法
的
判
断
を
こ
の
分
類
問

題
と
し
て
定
式
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
判
断
を
、
入
力
さ
れ
た
情
報
の
集
合
（
こ
れ
が
「
事
件
」
で
あ
る
）
を
例

え
ば
「
認
容
」
で
あ
る
と
か
「
棄
却
」
で
あ
る
と
か
い
っ
た
ク
ラ
ス
へ
と
分
類
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
み
な
）
25
（
し
、
そ
の
よ
う
な
分
類
問
題

を
解
く
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
組
み
上
げ
る
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

㈡
　
判
例
の
自
然
言
語
処
理
と
判
決
の
「
予
測
」

　
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
人
工
知
能
の
応
用
例
に
あ
た
る
の
は
、
自
然
言
語
処
理
技
術
を
用
い
た
判
決
の
「
予
測
」
に
関
す

る
研
究
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
定
式
化
を
前
提
と
す
れ
ば
、
判
決
の
「
予
測
」
と
は
、
判
決
の
結
論
部
分
を
含
ま
な
い
情
報
を
、

裁
判
所
が
認
定
す
る
で
あ
ろ
う
判
決
の
ク
ラ
ス
へ
と
分
類
す
る
よ
う
な
問
題
と
し
て
定
式
化
で
き
る
。
そ
し
て
、
判
決
は
テ
キ
ス
ト
デ
ー

タ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
タ
ス
ク
の
一
つ
の
単
純
な
具
体
化
は
、
判
決
の
結
論
に
相
当
す
る
部
分
（
例
え
ば
「
主
文
」
相
当
の
記
述
）

を
除
く
テ
キ
ス
ト
を
、
そ
の
結
論
を
表
す
ク
ラ
ス
（
例
え
ば
「
認
容
」
や
「
棄
却
」）
へ
と
分
類
す
る
問
題
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
研
究
の
一
例
と
し
て
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
の
計
算
機
科
学
者
で
あ
るN

ikolaos Aletras

ら
に
よ
る
試
）
26
（

み
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。Aletras

ら
は
サ
ポ
ー
ト
ベ
ク
タ
ー
マ
シ
ン
（SV

M
: Support Vector M

achine

）
と
い
う
機
械
学
習
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
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い
て
、
人
工
知
能
に
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
文
を
学
習
さ
せ
る
こ
と
で
、
人
工
知
能
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
の
精
度
で
判
決
の
予
測
が
な

し
う
る
か
を
検
証
す
る
、
と
い
う
試
み
を
行
っ
た
。

　Aletras

ら
が
具
体
的
に
対
象
と
し
た
の
は
、
欧
州
人
権
規
約
の
三
・
六
・
八
条
の
侵
害
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
の
み
で
あ
る
。
彼
ら

は
こ
れ
ら
の
判
例
の
テ
キ
ス
ト
情
報
（Bug-of-W

ords

お
よ
びTopic

情
報
）
を
用
い
て
学
習
さ
せ
た
Ｓ
Ｖ
Ｍ
の
予
測
精
度
を
、
層
化
一
〇

分
割
交
差
検
証
法
（stratified 10-fold cross validati

）
27
（on

）
に
よ
っ
て
検
証
し
た
結
果
、
判
決
文
の
う
ち
特
に
“Circum

stances

”と
題
さ

れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
（
要
す
る
に
争
訟
の
状
況
が
記
さ
れ
た
箇
所
）
の
テ
キ
ス
ト
情
報
と
ト
ピ
ッ
ク
情
報
を
用
い
て
「
予
測
」
を
行
っ
た
場
合

に
、
七
九
％
の
精
度
と
い
う
相
当
程
度
高
い
ス
コ
ア
が
達
成
で
き
た
と
主
張
し
）
28
（

た
。

　
こ
の
よ
う
な
自
然
言
語
処
理
を
用
い
た
「
予
測
」
の
研
究
に
は
、
他
に
も
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、Aletras

ら
の
研
究
は
Ｓ
Ｖ
Ｍ
と
い
う
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
相
対
的
に
少
数
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
こ
と
に
長
け
た
古
典
的
ア

ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
本
研
究
に
お
い
て
も
訓
練
に
用
い
ら
れ
た
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
の
サ
イ
ズ
は
た
か
だ
か
二
五
〇
件
程
度
で
あ
）
29
（
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、Aletras

を
含
む
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
後
に
行
わ
れ
た
別
の
研
究
で
は
、
学
習
の
た
め
の
モ
デ
ル
に
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
用
い
て
、
相
対
的
に
多
量
な
デ
ー
タ
（
約
一
一
、五
〇
〇
件
）
を
学
習
さ
せ
る
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
）
30
（
る
。
同
研
究
は
、
問
題
と

な
る
条
文
を
特
定
し
た
上
で
の
侵
害
／
非
侵
害
を
「
予
測
」
す
る
と
い
う
タ
ス
ク
（
二
ク
ラ
ス
分
類
問
題
）
を
取
り
扱
っ
た
先
の
研
究
と

は
異
な
っ
て
、
条
文
を
予
め
特
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
裁
判
所
が
侵
害
を
認
定
す
る
か
否
か
、
侵
害
す
る
と
認
定
す
る
と
し
て
、
ど
の
条

文
に
基
づ
い
て
侵
害
を
認
定
す
る
か
、
と
い
う
複
雑
な
「
予
測
」
タ
ス
ク
（
多
ク
ラ
ス
分
類
問
題
）
を
試
み
た
と
い
う
点
に
も
特
色
が
あ

る
。
な
お
、
筆
者
の
知
る
限
り
日
本
の
判
例
を
対
象
と
し
た
こ
の
種
の
研
究
は
存
在
し
な
）
31
（

い
。

㈢
　
小
　
括

　
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
法
的
判
断
を
、
入
力
さ
れ
た
情
報
の
総
体
を
判
決
に
対
応
す
る
ク
ラ
ス
へ
と
分
類
す
る
よ
う
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な
も
の
だ
と
定
式
化
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
確
認
し
た
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
が
我
々
の
法
的
判
断
に
関
す
る
素

直
な
理
解
と
適
合
的
で
あ
っ
た
の
に
比
較
す
る
と
、
分
類
問
題
と
し
て
の
定
式
化
は
や
や
技
巧
的
で
違
和
感
の
あ
る
も
の
に
思
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
特
に
、
法
的
判
断
に
お
い
て
は
制
定
法
あ
る
い
は
判
例
な
ど
の
「
根
拠
」
に
基
づ
く
判
断
が
必
要
だ
と
い
う
の
が
法
的
判
断

に
関
す
る
素
朴
な
理
解
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
上
述
し
た
研
究
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
構
造
が
（
当
然
に
は
）
登
場

し
な
い
の
は
、
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
は
自
然
言
語
処
理
を
中
心
的
に
取
り
扱
っ
た
が
、
事
件
す
な
わ
ち
「
情
報
の
総
体
」
を
テ
キ
ス
ト
に
限
定
す
る
べ
き
理

由
は
（
研
究
上
の
都
合
等
を
除
け
ば
）
特
に
な
く
、
例
え
ば
尋
問
の
映
像
等
を
用
い
る
な
ど
の
応
用
可
能
）
32
（

性
が
あ
る
点
も
ま
た
特
色
の
一
つ

で
あ
る
。

四
　
若
干
の
検
討

㈠
　
い
っ
た
い
彼
ら
は
何
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
法
的
判
断
へ
の
人
工
知
能
の
応
用
に
際
し
て
法
的
判
断
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
様
性

を
反
映
し
て
、
多
様
な
仕
方
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
、
法
的
判
断
は
一
定
の
（
法
的
な
）
知
識
に
基

づ
く
推
論
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
は
そ
れ
を
制
定
法
を
は
じ
め
と
し
た
ル
ー
ル
型
の
構

造
を
持
つ
知
識
に
基
づ
く
演
繹
と
し
て
、
事
例
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
は
そ
れ
を
判
例
を
は
じ
め
と
し
た
事
例
型
の
構
造
を
持
つ
知
識
か
ら

の
類
推
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
定
式
化
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
事
件
を
一
定
の
情
報
の
集
合
と
み
な
し
、

そ
の
適
切
な
ク
ラ
ス
へ
の
分
類
と
し
て
法
的
判
断
を
理
解
し
て
い
た
。
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で
は
、
こ
れ
ら
の
技
術
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
い
っ
た
い
何
を
達
成
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
と
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
が
達
成
し
て
い
る
（
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
成
果
に
関
す
る
解
釈
と
し
て
、
大
ま
か
に
二
つ
の

も
の
を
挙
げ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
成
果
を
解
釈
す
る
こ
と
で
、
あ
り
う
る
受
け
止
め
方
を
素
描
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

㈡
　
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
の
解
釈

　
第
一
の
あ
り
う
る
解
釈
は
、
そ
れ
ら
の
解
釈
か
ら
得
ら
れ
る
の
は
正
し
い

0

0

0

法
的
判
断
を
生
成
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
だ
、
と
い
う
解
釈

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
工
知
能
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
も
の
が
（
例
え
ば
法
哲
学
的
に
）
ど
の

よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
当
該
シ
ス
テ
ム
か
ら

得
ら
れ
る
判
断
は
正
し
い

0

0

0

法
的
判
断
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
仮
に
我
々
の
判
断
と
そ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
得
ら
れ
た
判
断
が
齟
齬
を
き
た
し
た

と
し
て
も
問
題
で
は
な
く
、
訂
正
さ
れ
る
べ
き
は
我
々
の
判
断
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
こ
こ
ま
で
見

て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
て
み
よ
う
。
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
に
し
ろ
事
例
ベ
ー
ス
に
し
ろ
、
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
は
、
我
々
が
考
え
て
き
た
伝
統
的
な

法
的
判
断
の
正
当
化
手
法
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
。

　
と
り
わ
け
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
シ
ス
テ
ム
は
、
い
わ
ゆ
る
「
法
的
三
段
論
法
」
の
よ
う
に
「
論
理
的
な
」
構
造
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
「
法
的
三
段
論
法
」
が
持
ち
う
る
魅
力

―
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
従
い
さ
え
す
れ
ば
、
判
断
主
体
を
問
わ
ず
、

誰
に
で
も
理
解
可
能
な
過
程
を
経
て
同
一
な
結
論
に
至
る

―
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
も
し
も
こ
の
法
的
三
段
論
法
の
持
つ

魅
力
が
真
に
魅
力
的
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
容
易
そ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
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第
二
節
の
小
括
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
型
は
事
例
ベ
ー
ス
型
ほ
ど
に
は
、「
そ
れ
が
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
」

と
い
う
留
保
を
伴
わ
な
い
形
で
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
点
と
関
連
づ

け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
他
方
で
、
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
を
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
と
異
な
っ
て
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
我
々
が
法
的
判
断
の
正
当
化
に
際
し
て
重
要
だ
と

考
え
る
よ
う
な
要
素
を
（
少
な
く
と
も
必
然
的
に
は
）
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
例
え
ば
法
的
判
断
の
全
体
に
つ
い
て
、
そ
の
正
し
さ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
正
当

化
さ
れ
る
判
断
に
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
判
断
が
一
致
す
る
こ
と
が
示
せ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
規
範
モ
デ
ル

と
し
て
解
釈
す
る
余
地
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

㈢
　
記
述
モ
デ
ル
と
し
て
の
解
釈

　
第
二
の
あ
り
う
る
解
釈
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
の
は
、
現
実
に
行
わ
れ
る
法
的
判
断
を
よ
く
写
し
取
っ
た
（
あ
る
い
は
説

明
し
た
）
モ
デ
ル
な
い
し
シ
ス
テ
ム
だ
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
場
合
、
当
該
シ
ス
テ
ム
か
ら
得
ら
れ
る
判
断

は
単
に
法
的
判
断
の
法
則
性
を
よ
く
捉
え
て
お
り
、
例
え
ば
分
析
や
予
測
な
ど
の
用
に
供
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
下
で
は
、
上
述
し
た
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
の
解
釈
と
は
異
な
っ
て
、
そ
の
判
断
が
正
し
い
と
主
張
す
る

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
規
範
モ
デ
ル
の
よ
う
に
何
ら
か
の
意
味
で
理
論
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
予
測
精
度
等
の
観
点
か

ら
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
で
用
い
ら
れ
る
機
械
学
習
と
い
う
技
術
は
、
与
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え
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
般
性
の
あ
る
法
則
を
組
み
上
げ
る
よ
う
な
技
術
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
ア
プ

ロ
ー
チ
に
基
づ
く
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
に
下
さ
れ
た
判
決
を
よ
く
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
法
則
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で

き
る
か
ら
、
記
述
モ
デ
ル
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
を
記
述
モ
デ
ル
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

い
う
の
も
、
法
的
判
断
が
実
際
に
は
厳
密
な
意
味
で
制
定
法
や
判
例
に
の
み
従
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
や
や
楽
観
的
で
あ
る
よ
う
に
思

え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
記
述
モ
デ
ル
と
し
て
の
有
用
性
は
、
そ
の
解
釈
の
容
易
性
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

仮
に
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
と
異
な
っ
て
、
予
測
の
精
度
が
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
し
か
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
限
度
で
説
明
さ
れ
る
事
柄
で
あ
れ
ば
、
分
析
な
ど
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
の
で
あ
る
。

㈣
　
法
学
に
と
っ
て
の
そ
の
意
義

　
で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
法
的
判
断
へ
の
人
工
知
能
の
応
用
研
究
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
工
知
能
に
よ
る
裁
判
官
の
代
替
可
能
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

る
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
上
述
し
た
と
こ
ろ
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
し
得
ら
れ
た
も
の
を
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
当
該
シ
ス
テ
ム
は
裁
判
官
を
代
替

で
き
る
と
考
え
る
の
が
素
直
な
帰
結
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
仮
に
裁
判
官
の
判
断
が
当
該
シ
ス
テ
ム
に
反
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
定
義
上

0

0

0

不
正
な
判
断
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
シ
ス
テ
ム
が
正
し
い
法
的
判
断
を
導

く
こ
と
と
、
あ
る
シ
ス
テ
ム
が
全
て
の

0

0

0

正
し
い
法
的
判
断
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
の
間
に
は
な
お
差
が
あ
る
た
め
、
代
替
可
能
性

を
直
ち
に
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
代
替
可
能
性
を
導
き
う
る
主
張
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
記
述
モ
デ
ル
と
解
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釈
し
た
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
強
い
含
意
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
当
然
な
が
ら
記
述
モ
デ
ル
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
シ

ス
テ
ム
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
か
ら
導
出
さ
れ
た
結
論
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
結
論
が
当
然
に
は
正

当
化
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
十
分
に
一
致
率
が
高
い
シ
ス
テ
ム
が
開
発
さ
れ
た
場
合
に
は
、
例
え
ば
少
額
訴
訟
制
度
の
よ

う
な
簡
便
な
紛
争
解
決
を
重
視
す
る
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
は
、
導
入
を
検
討
す
る
余
地
が
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
、
法
学
に
お
け
る
利
用
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
学
（
と
り
わ
け
実
定
法
解
釈
学
）
は
、
法
的
判
断
（
ま
た
は
そ

れ
に
先
立
つ
法
解
釈
）
を
目
的
の
一
つ
と
し
た
学
術
領
域
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
裁
判
官
の
判
断

と
シ
ス
テ
ム
の
出
力
結
果
の
不
一
致
と
同
様
に
、
法
学
者
の
判
断
と
の
一
致
／
不
一
致
が
問
題
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
し
、
上

記
シ
ス
テ
ム
を
規
範
モ
デ
ル
と
し
て
解
釈
し
た
場
合
、
こ
れ
に
一
致
し
な
い
法
学
者
の
見
解
は
、
あ
る
種
の
「
計
算
ミ
ス
」
と
し
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
不
幸
な
例
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
法
学
者
の
見
解
を
「
検
算
」
す
る

た
め
に
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
共
同
作
業
も
考
え
ら
れ
）
33
（
る
だ
ろ
う
。

　
他
方
で
、
記
述
モ
デ
ル
と
考
え
た
場
合
に
は
、
よ
り
広
い
応
用
の
可
能
性
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
見
る
た
め
に
は
、
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
に

基
づ
い
て
予
測
研
究
を
行
っ
て
い
る
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
例
え
ば
、
上
で
紹
介
し
たAletras

ら
の
研
究
は
、

判
決
の
「
予
測
」
を
一
つ
の
目
標
と
し
て
い
た
が
、
同
時
に
そ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
を
用
い
て
「
予
測
」
を
行
う
と
精
度
の
高
い

予
測
が
出
せ
る
か
、
と
い
う
問
い
を
通
じ
て
法
的
判
断
に
関
す
る
二
つ
の
モ
デ
ル

―
法
に
よ
っ
て
そ
れ
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で

の
法
形
式
主
義legal form

alism

の
モ
デ
ル
と
事
実
に
よ
っ
て
そ
れ
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
法
リ
ア
リ
ズ
ムlegal realism

の
モ
デ
ル

―
の
ど
ち
ら
が
実
情
に
適
し
て
い
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
回
答
す
る
こ
と
）
34
（

も
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

M
edvedeva

の
研
究
も
同
様
に
、
法
の
予
測
精
度
の
高
低
と
い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
訴
訟
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演

じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
立
て
て
い
）
35
（

た
。
こ
れ
ら
は
、
古
典
的
な
法
学
に
お
け
る
問
題
に
対
す
る
、
経
験
主
義
的
あ
る
い
は
実
証

主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
受
け
止
め
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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五
　
そ
の
他
の
応
用

　
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
加
え
て
法
的
判
断
以
外
を
対
象
と
し
た
、
法
律
分
野
へ
の
応
用
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
法
的

判
断
へ
の
応
用
は
、
第
二
次
ブ
ー
ム
期
よ
り
法
律
分
野
へ
の
応
用
に
お
け
る
中
心
的
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け

が
全
て
で
は
な
い
。
以
下
、
三
種
類
ほ
ど
の
応
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
で
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
相
対
化
し
た
い
。

　
第
一
に
、
立
法
や
法
制
執
務
を
対
象
と
し
た
応
用
研
究
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
名
古
屋
大
学
の
外
山
勝
彦
ら
は
、
自
然
言
語
処
理
技
術

を
応
用
し
て
、
法
令
の
翻
訳
支
援
シ
ス
テ
）
36
（
ム
や
要
約
文
の
自
動
生
成
シ
ス
テ
）
37
（
ム
な
ど
を
開
発
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　
第
二
に
、
判
例
そ
の
他
の
法
律
文
章
か
ら
の
情
報
抽
出
を
目
的
と
し
た
応
用
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
東
京
工
業
大
学
の
山
田
博
章
ら
は
、

日
本
の
判
例
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
議
論
構
造
を
抽
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
簡
潔
な
要
約
を
自
動
生
成
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ

と
を
試
み
て
い
）
38
（

る
。

　
第
三
に
、
実
務
的
な
応
用
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
法
情
報
の
調
査
支
援
シ
ス
テ
ム
や
契
約
審
査
を
自
動
化
す
る
シ
ス
テ
ム
な
ど
が
存
在

す
る
。
前
者
の
例
と
し
て
はIBM

 W
atson

を
用
い
、
自
然
文
検
索
や
関
連
す
る
判
例
の
自
動
検
索
と
通
知
な
ど
の
機
能
を
持
つ
シ
ス
テ

ムRO
S

）
39
（S

が
、
後
者
の
例
と
し
て
はeBrevia

社
が
提
供
す
るContract Analy

）
40
（

zer

やG
VA-Tech

の
提
供
す
るAI-C

）
41
（

O
N

な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
応
用
例
か
ら
は
、
実
務
に
お
け
る
需
要
が
あ
る
の
は
、
本
稿
が
取
り
上
げ
た
よ
う
な
法
的
判
断
の
よ
う
な
大
掛
か

り
な
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
、
よ
り
簡
便
に
利
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
だ
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
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六
　
お
わ
り
に

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
標
は
多
岐
に
わ
た
る
法
的
判
断
に
対
す
る
人
工
知
能
の
応
用
研
究
を
、
簡
潔
に
整
理
す
る
こ
と
で
、

裁
判
に
対
す
る
人
工
知
能
の
応
用
な
ど
の
論
点
を
検
討
す
る
た
め
の
基
本
的
な
視
座
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
上
で
述

べ
た
よ
う
に
、
法
的
判
断
へ
の
応
用
は
法
律
分
野
に
対
す
る
人
工
知
能
の
応
用
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
も
登
場
し
つ
つ
あ
る
。

　
第
四
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
法
的
判
断
へ
の
応
用
は
、
裁
判
へ
の
応
用
に
限
ら
ず
多
様
な
問
題
を
含
む
問
題
領
域
で
あ
る
。
本
稿
で

は
整
理
を
最
優
先
の
課
題
と
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
分
析
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
も
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
十

分
な
検
討
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
よ
り
詳
細
な
検
討
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
）  

尾
崎
一
郎
「
Ａ
Ｉ
の
奢
り
」
法
時
一
一
二
〇
号
一
頁
以
下
（
二
〇
一
八
）
一
頁
。

（
2
）  

駒
村
圭
吾
「『
法
の
支
配
』
vs
『
Ａ
Ｉ
の
支
配
』」
法
学
教
室
四
四
三
号
六
一
頁
以
下
（
二
〇
一
七
）
六
三
頁
。

（
3
）  

柳
瀬
昇
「
Ａ
Ｉ
と
裁
判
」
山
本
龍
彦
（
編
）『
Ａ
Ｉ
と
憲
法
』
三
五
四
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
）
三
五
七
頁
・
三
七
八
、
三
八
〇

頁
。

（
4
）  Rissland, E., Ashley, K. and Loui, R. 

（2003

）. AI and Law
: A fruitful synergy. A

rtificial Intelligence, 150 

（1 -2

）, pp. 1 -15, 
pp. 9 -10.

（
5
）  

例
え
ば
、
総
務
省
『
平
成
28
年
情
報
通
信
白
書
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
六
）
二
三
五
頁
。

（
6
）  

新
田
克
己
「
法
情
報
学
と
人
工
知
能
（
特
集
・
法
情
報
学
最
前
線
）」
人
工
知
能
学
会
誌
二
三
巻
四
号
四
九
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
八
）
四
九
九

頁
。

（
7
）  

も
っ
と
も
、
純
粋
な
（
あ
る
い
は
シ
ン
プ
ル
な
）
演
繹
的
推
論
で
は
な
く
、
非
単
調
推
論
を
含
む
多
様
な
推
論
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
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問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
西
村
友
海
「
法
的
推
論
に
お
け
る
「
例
外
」
の
役
割

―
〈
原
則
／
例
外
〉
図
式
の
形
式
的
な
分
析
」
法
学
政
治
学

論
究
一
一
七
号
二
四
三
頁
以
下
（
二
〇
一
八
）
参
照
。

（
8
）  Sergot, M

., Sadri, F., Kow
alski, R., Kriw

aczek, F., H
am
m
ond, P. and Cory, H

. （1986

）. The British N
ationality Act as a logic 

program
. Com

m
unications of the A

CM
, 29 （5

）, pp. 370 -386.
（
9
）  
一
階
述
語
論
理
の
部
分
論
理
で
あ
り
、
自
動
定
理
証
明
等
に
適
し
た
良
い
性
質
を
持
っ
た
論
理
で
あ
る
。

（
10
）  Sergot, M

., Cory, T., H
am
m
ond, P., Kow

alski, R., Kriw
aczek, F. and Sadri, F. （1986

）. Form
alisation of the British nationality 

act. International Review of Law, Com
puters &

 Technology, 2 （1

）, pp. 40 -52.

（
11
）  Prakken, H

. and Sartor, G. （2015

）. Law
 and logic: A review

 from
 an argum

entation perspective. A
rtificial Intelligence, 227, 

pp. 214 -245, p. 216.

（
12
）  

西
貝
吉
晃
、
浅
井
健
人
、
久
保
田
理
広
、
古
川
昂
宗
、
佐
藤
健
、
白
川
佳
、
高
野
千
明
、
中
村
恵
「PRO

LEG

：
論
理
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言

語Prolog

を
利
用
し
た
要
件
事
実
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
一
〇
巻
五
四
頁
以
下
（
二
〇
一
一
）。

（
13
）  

佐
藤
健
・
西
貝
吉
晃
「
刑
事
訴
訟
版
のPRO

LEG

の
開
発
」
二
〇
一
九
年
度
人
工
知
能
学
会
全
国
大
会
（
第
三
三
回
）
論
文
集
（
二
〇
一

九
）。

（
14
）  Ashley, K. （1990

）. M
odelling legal argum

ent. M
IT Press.

（
15
）  

新
田
・
前
掲
注
（
6
）、
五
〇
一
頁
。

（
16
）  Aleven, V. 

（2003

）. U
sing background know

ledge in case-based legal reasoning: A com
putational m

odel and an intelligent 
learning environm

ent. A
rtificial Intelligence, 150 （1 -2

）, pp. 183 -237.

（
17
）  

新
田
克
己
「
法
的
推
論
シ
ス
テ
ム
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
―

Ⅱ
（
特
集
・
事
例
ベ
ー
ス
推
論
）」
人
工
知
能
学
会
誌
七
巻
四
号
四
七
頁
以
下
（
一
九
九
二
）。

（
18
）  

こ
の
「
抽
象
的
な
概
念
」
と
し
て
新
田
は
「
公
共
の
福
祉
」
や
「
基
本
的
人
権
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
参
照
、
新
田
・
前
掲
注
（
17
）、
六

〇
四
頁
。

（
19
）  

新
田
克
己
・
長
谷
川
修
・
秋
葉
友
良
・
神
嶌
敏
弘
・
栗
田
多
喜
夫
・
速
水
悟
・
伊
藤
克
亘
・
石
塚
満
・
土
肥
浩
・
奥
村
学
「
論
争
支
援
マ
ル
チ

モ
ー
ダ
ル
実
験
シ
ス
テ
ムM

rBengo

」
電
子
情
報
通
信
学
会
論
文
誌D

 
―2
・
Ｊ
80
―

Ｄ
―

Ⅱ
・
八
号
二
〇
八
一
頁
以
下
（
一
九
九
七
）。

（
20
）  

例
え
ば
亀
本
洋
「
法
解
釈
の
理
論
」
大
橋
智
之
輔
ほ
か
『
法
哲
学
綱
要
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
〇
）
二
二
四
―
二
二
八
頁
。
な
お
、
制
定
法

に
基
づ
く
推
論
も
類
推
推
論
だ
と
い
う
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
松
浦
好
治
「
法
的
推
論

―
模
範
例
に
よ
る
法
思
考
」
長
尾
龍
一
・
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田
中
成
明
（
編
）『
現
代
法
哲
学
　
第
一
巻
』
一
六
七
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
）
な
ど
。

（
21
）  

佐
藤
健
・
新
田
克
己
・Kevin D. Ashley

「
人
工
知
能
の
法
律
分
野
へ
の
応
用
に
つ
い
て
」
法
と
社
会
研
究
四
号
一
七
七
頁
以
下
（
二
〇
一

九
）
一
八
〇
頁
。

（
22
）  
小
高
知
宏
『
基
礎
か
ら
学
ぶ
人
工
知
能
の
教
科
書
』（
オ
ー
ム
社
、
二
〇
一
九
）
六
五
頁
。

（
23
）  
小
高
・
前
掲
注
（
22
）、
五
〇
頁
。

（
24
）  
寺
田
学
・
辻
真
吾
・
鈴
木
た
か
の
り
・
福
島
真
太
郎
『Python

に
よ
る
あ
た
ら
し
い
デ
ー
タ
分
析
の
教
科
書
』（
翔
泳
社
、
二
〇
一
九
）
九
頁
。

（
25
）  

な
お
、
法
的
判
断
が
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
笹
倉
宏
紀
「
Ａ
Ｉ
と
刑
事
裁
判
」
弥
永
真
生
・
宍

戸
常
寿
（
編
）『
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
と
法
』
二
三
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
）・
二
三
三
―
二
三
四
頁
。

（
26
）  A

letras, N., Tsarapatsanis, D., Preotiuc-Pietro, D. and Lam
pos, V. 

（2016

）. Predicting judicial decisions of the European 
Court of H

um
an Rights: a N

atural Language Processing perspective. PeerJ Com
puter Science, 2:e93; D

O
I 10.7717/peerj-cs.93.

（
27
）  

n
分
割
交
差
検
証
法
と
は
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
全
体
をD

1 , D
2 ,

…, D
n

と
い
う
n
個
の
サ
ブ
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
へ
と
分
け
、
ま
ずD

1

を
テ
ス
ト

デ
ー
タ
と
し
、D

2 ,

…, D
n

を
訓
練
デ
ー
タ
と
し
た
検
証
を
、
次
にD

2

を
テ
ス
ト
デ
ー
タ
と
し
、D

1 , D
3 , 

…, D
n

と
し
た
検
証
を
、
…
…
と
い
う

よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
を
検
証
デ
ー
タ
と
し
、
残
り
の
デ
ー
タ
を
訓
練
デ
ー
タ
と
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
検
証
を
順
次
繰
り
返
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
全
体
に
わ
た
る
汎
化
性
能
を
検
査
す
る
よ
う
な
機
械
学
習
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
性
能
検
査
手
法
の
こ
と
を
い
う
。
層
化

（stratified

）
と
は
、
こ
の
際
に
、
サ
ブ
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
間
で
の
デ
ー
タ
分
布
に
差
が
な
い
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
参
照
、

寺
田
ほ
か
・
前
掲
注
（
24
）、
二
五
二
―
二
五
三
頁
。
要
す
る
に
、
本
研
究
で
は
素
材
と
な
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
全
体
を
用
い
て
、
Ｓ
Ｖ
Ｍ
に
よ
る

判
決
の
「
予
測
」
が
ど
の
程
度
実
効
的
に
な
し
う
る
か
が
検
証
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
28
）  

も
っ
と
も
、
こ
の
結
果
に
対
し
て
は
後
続
す
る
類
似
し
た
研
究
に
お
い
て
再
現
性
が
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
様

に
欧
州
人
権
裁
判
所
を
対
象
と
し
た
機
械
学
習
に
よ
る
判
決
予
測
の
研
究
を
試
み
たM

edvedeva

は
、Aletras

ら
の
研
究
が
ど
の
事
件
を
デ
ー

タ
セ
ッ
ト
に
用
い
た
か
、
そ
の
具
体
的
な
事
件
番
号
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
同
一
の
条
件
で
の
検
証
が
で
き
な
か
っ
た
と
留
保
を
付
し
た

上
で
、
少
な
く
と
もM

edvedeva

ら
が
用
い
た
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
（
数
量
と
し
て
はAletras

ら
の
も
の
と
同
等
ま
た
は
そ
れ
よ
り
も
多
い
と
さ

れ
る
）
を
用
い
て
もAletras

ら
が
主
張
す
る
ほ
ど
の
精
度
は
出
せ
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。See, M

edvedeva, M
., Vols, M

. and W
ieling, 

M
. 

（2019

）. U
sing m

achine learning to predict decisions of the European Court of H
um
an Rights. A

rtificial Intelligence and 
Law, O

nline-First, p. 6.
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（
29
）  supra note 26, p. 8.

条
文
に
よ
り
用
い
ら
れ
た
判
例
の
数
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
純
に
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
デ
ー
タ
の
量
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
研
究
全
体
で
用
い
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
合
計
で
見
て
み
て
も
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
の
総
数
は
た
か
だ
か
六
〇
〇
件
弱
で
あ
り
、
さ

ほ
ど
大
き
い
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
扱
っ
た
研
究
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
前
の
注
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
の
ス
コ
ア
の
再
現
性
に

は
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
お
り
、
注
意
が
必
要
な
数
字
で
あ
る
。

（
30
）  Chalkidis, I., Androutsopoulos, I. and Aletras, N. 

（2019

）. N
eural Legal Judgm

ent Prediction in English. Proceedings of the 
57th A

nnual M
eeting of the A

ssociation for Com
putational Linguistics, pp. 4317 -4323.

（
31
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
、
町
村
泰
貴
「
民
事
裁
判
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
活
用 

（
特
集 

民
事
司
法
の
Ｉ
Ｔ
化
）」
法
律
時
報
九
一
巻
六
号
四
八
頁
（
二
〇

一
九
）・
五
二
頁
は
単
純
に
判
例
の
公
開
数
を
原
因
と
し
て
挙
げ
る
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
にAletras

の
研
究
が
取
り
扱
っ
て
い
る
判
例
の

数
は
さ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
公
開
し
て
い
る
判
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
得
ら
れ
る
判
例
だ
け
で
も
満
足
で
き
る
よ
う
な
数
字

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
例
え
ば
、
日
本
語
の
言
語
的
な
特
性
上Aletras

ら
と
同
等
の
数
で
は
成
果
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
等
の
事
情
が
あ
る

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
他
に
も
例
え
ば
、
①
デ
ー
タ
が
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
で
は
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
公
開
さ
れ
て

い
る
点
（
例
え
ば
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
は
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
公
開
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
機
械
学
習
に
用
い
よ
う
と

す
れ
ば
、
多
く
の
場
合
デ
ー
タ
を
適
切
に
加
工
す
る
必
要
が
あ
る
）、
②
デ
ー
タ
に
偏
り
が
あ
る
点
（
裁
判
所
の
公
開
し
て
い
る
判
例
は
無
作
為

で
は
な
く
、
裁
判
所
に
よ
る
選
択
を
経
て
い
る
）、
③
判
決
文
が
適
切
に
構
造
化
さ
れ
て
い
な
い
点
（
例
え
ば
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
文
は
非

常
に
よ
く
構
造
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
彼
ら
の
研
究
を
助
け
た
とAletras

ら
は
指
摘
し
て
い
る
。See, Aletras et al. supra note 26, 

p. 4.

）
な
ど
数
多
く
の
重
要
な
相
違
点
が
指
摘
で
き
る
。
判
例
が
よ
り
多
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
研
究
の
手
助
け
に
な
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

同
意
す
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
点
を
十
分
に
精
査
す
る
こ
と
な
く
、
判
例
の
公
開
数
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
が
研
究
不
在
の
原
因
だ
と
す
る
の
は
、

い
さ
さ
か
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
先
述
の
通
りAletras

ら
の
研
究
に
対
し
て
は
少
な
く
と
も
同
量
で
は
再
現
が
不
可

能
で
あ
っ
た
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
お
り
（
参
照
、
注
28
）、
そ
の
点
で
も
注
意
深
い
検
討
が
必
要
な
問
題
で
も
あ
る
。

（
32
）  

例
え
ば
笹
倉
・
前
掲
注
（
25
）、
二
三
七
―
二
四
五
頁
は
証
拠
取
調
の
各
過
程
に
即
し
て
人
工
知
能
の
応
用
可
能
性
を
論
じ
る
が
、
上
記
の
よ

う
に
定
式
化
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
個
別
の
場
面
に
即
し
て
論
じ
る
必
要
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

（
33
）  

法
学
の
場
面
で
は
な
い
が
、
法
令
の
作
成
に
際
し
て
こ
の
よ
う
な
「
検
算
」
を
行
う
こ
と
で
法
令
の
品
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
も

の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
片
山
卓
也
・
島
津
明
・
東
条
敏
・
二
木
厚
吉
・
落
水
浩
一
郎
「
電
子
社
会
と
法
令
工
学
（
特
集
・
法
情
報
学
最
前
線
）」

人
工
知
能
学
会
誌
二
三
巻
四
号
五
二
九
頁
（
二
〇
〇
八
）
五
三
二
―
五
三
三
頁
。
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（
34
）  See, Aletras supra note 26, pp. 11 -12. 

も
っ
と
も
、
駒
村
が
指
摘
す
る
よ
う
にAletras

ら
に
よ
る
両
モ
デ
ル
お
よ
びD

iscussion

の
内

容
は
あ
ま
り
に
単
純
化
さ
れ
て
お
り
、
十
分
に
説
得
的
な
議
論
で
は
な
い
。
参
照
、
駒
村
・
前
掲
注
（
2
）、
六
四
頁
。

（
35
）  See, M

edvedeva supra note 28, pp. 25 -27.
（
36
）  
外
山
勝
彦
「
自
然
言
語
処
理
の
応
用
に
基
づ
く
法
令
外
国
語
支
援
（
特
集
・
法
情
報
学
最
前
線
）」
人
工
知
能
学
会
誌
二
三
巻
四
号
五
二
一
頁

（
二
〇
〇
八
）。

（
37
）  
小
川
泰
弘
・
佐
藤
充
晃
・
駒
水
孝
裕
・
外
山
勝
彦
「
法
律
の
要
約
の
た
め
の
ラ
ン
ダ
ム
フ
ォ
レ
ス
ト
を
用
い
た
重
要
文
抽
出
」
第
三
三
回
人
工

知
能
学
会
全
国
大
会
論
文
集
（
二
〇
一
九
）。

（
38
）  Yam

ada, H
., Teufel, S. and Tokunaga, T. 

（2019

）. Building a corpus of legal argum
entation in Japanese judgem

ent docu-
m
ents: tow

ards structure-based sum
m
arisation. A

rtificial Intelligence and Law, 27 （2

）, pp. 141 -170.

（
39
）  RO

SS Intelligence, https://rossintelligence.com
/ （

最
終
閲
覧
：
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
五
日
）.

（
40
）  eBrevia, Contract A

nalyzer —
 eBrevia, https://ebrevia.com

/ebrevia-contract-m
anager 

（
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
五

日
）.

（
41
）  G

VA Tech, AI-CO
N

（
ア
イ
コ
ン
）
Ａ
Ｉ
に
よ
る
契
約
書
チ
ェ
ッ
ク
支
援
サ
ー
ビ
ス
、https://ai-con.law

yer/ （
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
九
年

一
一
月
一
五
日
）。

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

　
　
　
　
　
　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２
）

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

所
属
学
会
　
　
日
本
法
哲
学
会
、
法
文
化
学
会

専
攻
領
域
　
　
法
哲
学

主
要
著
作
　
　  「
法
的
推
論
に
お
け
る
「
例
外
」
の
役
割 

―
「
原
則
／
例
外
」
図
式
の
形
式
的
な

分
析

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
七
号
（
二
〇
一
八
年
）


