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法
的
推
論
に
お
け
る
類
推
と
ニ

ュ
l
ラ
ル

ネ
ッ
ト
の
応
用

ロ

タ

フ
イ

則 I:
フ

訳ス

藤

正

原

九
九
の
で
き
な
い
者
は
、
死
刑
に
処
さ
れ
る
。
し
か
し
日
常
生
活
で
何
か
を
立
論
す
る
際
に
、
論
理
的
に
は
十
分
条
件
を
示
さ
な
く
て
は

い
け
な
い
の
に
必
要
条
件
を
使
っ
て
議
論
を
進
め
て
も
、
普
通
は
特
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
却
っ
て
そ
う
い
う
議
論
の
進
め
方
の
方

が
説
得
力
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
簡
単
な
計
算
は
で
き
て
も
単
純
な
論
理
的
思
考
能
力
す
ら
な
い
の
か
、

と
嘆
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
自
身
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
人
間
は
全
く
キ
チ
ン
と
考
え
て
い
る
と
思
う
。
日
常
生
活
で
の
論
証
は

必
ず
し
も
必
要
・
十
分
で
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
周
囲
の
状
況
か
ら
そ
の
論
証
が
正
し
い
こ
と
は
す
ぐ
に
見
て
と
れ
る
。
大
体
何
の
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i寅

為
に
論
証
す
る
の
か
。
演
縁
的
に
は
正
し
く
な
い
こ
と
も
帰
納
的
意
味
で
は
正
し
い
こ
と
も
あ
る
し
、
絶
対
に
正
し
い
と
い
う
訳
で
は
な
い

講

と
き
も
、
多
く
の
場
合
は
大
体
正
し
い
か
、
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
位
で
十
分
こ
と
足
り
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
常
生
活
で
は
特
別
な
キ
チ
ン
と
し
た
論
証
は
必
要
で
は
な
い
。
こ
の
二
・
三
年
来
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
の
発
展
以
来
、

だ
か
ら
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
技
術
的
な
世
界
で
も
事
態
は
同
じ
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
法
的
に
も
重
要
な
意
味
を
持
ち
う
る
積
末
と
は
一
言
え
な

い
類
推
に
よ
る
推
論
が
、
今
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
も
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

1
・
法
律
学
で
の
類
推
に
よ
る
推
論
は
、
論
理
学
の
教
科
書
設
例
の
よ
う
に
周
囲
の
世
界
の
事
情
と
全
く
無
関
係
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の

で
は
な
く
、
法
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
法
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
二
つ
の
意
味
で
運
河
の
河
川
網

チ
ャ
ン
、
ネ
ル
)

の
よ
う
な
働
き
を
す
る
。
〔
一
定
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
る
お
か
げ
で
〕

一
方
で
一
つ
一
つ
の
問
題
で
は
類
推
に
よ
る
推
論
は

や
り
易
く
な
る
が
、
他
方
で
困
難
な
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り
類
推
は
す
で
に
作
ら
れ
た
河
床
を
利
用
で
き
る
が
、
運
河
の
河
川
網
か
ら
外
に

あ
ふ
れ
出
す
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
で
あ
る
。

刑
法
の
世
界
を
見
る
と
、
そ
の
こ
と
は
特
に
は
っ
き
り
わ
か
る
。
刑
法
で
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
犯
罪
を
同
「
構
成
要

件
該
当
性
」
、
川
「
違
法
性
」
、
例
「
有
責
性
」
の
要
素
に
分
つ
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
行
為
が
処
罰
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
行
為
が
立
法
者
の
定
め
た
犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
、
例
え
ば
傷
害
に
な
る
の
か
、
更
に
川
行
為
が
具
体
的
な
事
件
で
は
構
成

要
件
に
該
当
し
て
い
て
も
正
当
化
で
き
る
の
か
、
例
え
ば
正
当
防
衛
と
な
る
の
か
、
そ
し
て
最
後
に
的
行
為
者
は
非
難
可
能
か
、
例
え
ば
行

為
者
が
精
神
病
者
な
ら
「
免
責
さ
れ
る
な
口
仲
間
内
Z
E
E
-宮
ご
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
三
つ
の
問
題
を
学
問
的
に
ど
う
関
係
づ
け
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
や
り
方
が
あ
る
。
一
二
つ
の
要
素
に
同
じ
位
置
づ

け
を
与
え
て
、
三
段
構
造
の
体
系
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
ド
イ
ツ
で
は
支
配
的
な
体
系
で
あ
る
。
し
か
し
、
構
成
要
件
該

当
性
と
違
法
性
阻
却
事
由
を
一
つ
に
し
て
、
「
不
法

(
C
ロ『

2
5
」
と
い
う
高
次
の
視
点
を
有
責
性
と
対
置
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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』
う
考
え
る
と
二
段
階
構
造
の
体
系
が
で
き
あ
が
る

特
に
、

ア

l
サ

i
・
カ
ウ
フ
マ

ン
(
〉
三
宮
『
穴

E
E
E口
)
)
。
ド
イ
ツ
で
は
あ
ま
り
相
手
に
さ
れ
な
い
が
、
他
の
や
り

方
で
二
段
階
構
造
の
体
系
を
作
る
こ
と
も
充
分
可
能
で
あ
る
。

当
性
の
攻
撃
に
対
す
る
「
防
御
」
と
い
う
視
点
で

つ
ま
り
、
構
成
要
件
該

(
抗
弁
(
己
え

2
2印
)
と
し
て
)
、
違

法
性
阻
却
事
由
と
免
責
事
由
と
を
一
つ
に
括
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
の

考
え
る
体
系
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
だ
け
な
ら
、
構
成
要
件
該
当
性
と
有
責
性
と
を
一
つ
に
括
る

法的推論における類推とニューラル・ネットの応用

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を
一
つ
に
ま
と
め
て
第
三
の
問

題
で
あ
る
違
法
性
と
対
置
し
て
も
、

ど
う
し
て
そ
う
す
る
の
か
訳
が
わ
か
ら
な
い
。
だ

か
ら
実
際
上
可
能
な
組
み
合
わ
せ
は
、
「
三
段
階
構
造
」
と
「
ド
イ
ツ
の
二
段
階
構
造
」
、

そ
れ
に
「
英
米
の
二
段
階
構
造
」
だ
け
で
あ
る
。

ど
の
体
系
を
選
択
す
る
の
か
は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
イ
メ
ー
ジ
が
前
提
と
さ
れ
て
い

る
の
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
法
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い

つ
も
、
訴
訟
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
攻
撃
と
防
御
と
い
う
分
類
を
す
る
。
我
々
ド

イ
ツ
人
に
は
、
こ
う
い
う
考
え
方
は
な
じ
み
が
薄
い
。
ド
イ
ツ
人
は
実
体
法
の
側
面
か

ら
法
秩
序
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
ら
、
訴
訟
は
実
体
法
を
実
現
す
る
役
割
を
果
た
す
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
構
成
要
件
該
当
性
を
違
法
性
と
は
っ
き
り
区
別
す
る
か
否
か
、

ま
り
三
段
階
の
分
類
を
と
る
か
二
段
階
の
分
類
を
と
る
か
は
、

〔
構
成
要
件
を
規
定
し てコ

回
罪1巴罪1日罪犯

有責性違法性構成要件

該当性

有責性違法性構成要件

該当性

有責性違法性構成要件

該 当 性

英米の三段階構造ドイツの二段階構造三段階構造
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I寅

て
い
る
〕
国
家
法
の
命
令
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
命
令
は
違
法
性
阻
却
事
由
の
規
定
と
同
様
に
実

質
的
な
不
法
を
表
現
す
る
役
割
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
の
か
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
。

講

〔
但
し
〕
体
系
の
構
造
に
よ
っ
て
、

ど
う
い
う
類
推
が
で
き
る
の
か
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
構
造
は
決
ま
っ
て
く
る
。
そ
の
体
系
の
中
で

近
く
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
比
べ
て
み
よ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
も
す
ぐ
に
う
か
ん
で
く
る
。
例
え
ば
ア

l
サ
l
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
よ
う

に
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
を
不
法
と
い
う
視
点
で
括
る
と
、
〔
違
法
性
と
い
う
〕
不
法
の
中
の
一
つ
の
領
域
で
未
解
決
の
問
題
の
決

定
に
〔
構
成
要
件
該
当
性
と
い
う
〕
他
の
領
域
で
の
解
決
を
類
推
し
よ
う
と
考
え
る
傾
向
を
持
つ
。
例
え
ば
客
観
的
に
は
違
法
性
阻
却
事
由

が
あ
る
が
行
為
者
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
場
合
〔
を
ど
う
処
罰
す
る
か
〕
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
行
為
者
が

(
と
い
う
規
定
の
あ
る
)
場
合
を
類
推
し
て
、
ど
ち
ら
も
未
遂
犯
と
し
て
処
罰
す

構
成
要
件
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
違
法
性
阻
却
と
免
責
と
を
防
御
と
い
う
視
点
で
一
つ
に
す
る
と
、
こ
の
こ
つ
の
問
題
の
違
い
は
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
人
に
は
理
論
的
に
も
法
律
用
語
の
上
で
も
周
知
で
あ
る
の
に

(
違
法
性
阻
却
(
」

5
2
2
2
Eロ
)
免
責
(
巾
岡
市
町
民
主
)
、

そ
の
違
い
を

見
過
し
あ
ま
り
重
要
で
な
い
と
考
え
る
傾
向
を
持
つ

〔
そ
の
結
果
、
以
上
の
よ
う
な
類
推
は
行
わ
れ
な
い
〕
。

2
.
あ
る
法
体
系
に
お
い
て
決
定
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
世
界
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
具
体
的
な
体
系
が
与
え
ら
れ
れ
ば
ー
ー
も
ち
ろ
ん
そ
の
体
系
は
ド
イ
ツ
刑
法
が
誇
り
と
し
て
い
る
程
に
手
の
こ
ん
だ
綴
密
な
も
の
で
あ

る
必
要
は
な
い

l
l、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
そ
の
体
系
の
下
で
類
推
に
よ
っ
て
推
論
し
た
り
、
反
対
に
一
見
す
る
と
で
き
そ
う
に
み
え
る
誤

さ
ら
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
体
系
の
細
部
の
構
造
の
モ
デ
ル
を
作
る
の
に
も
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

か
し
、
こ
の
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
の
技
術
な
の
で
あ
る
。

っ
た
類
推
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

比
較
的
簡
単
な
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
は
、
二
・
三
の
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
と
二
・
三
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
で
出
来
上
が

っ
て
い
る

(
最
も
原
始
的
な
も
の
は
、

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ

y

ト
一
つ
だ
け
で
あ
る
)
。
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・

北法43(3・132)454
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ユ
ニ
ソ
ト
を
ど
う
結
合
さ
せ
る
か
は
、

ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
の
場
合
は
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
が
決
め
る
の
で
は
な
く
、

サ
ン
プ
ル
を
与
え
ら
れ

た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
自
分
で
学
習
す
る
。
あ
る
一
定
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
結
合
を
与
え
ら
れ
た

〔
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト

の
〕
諸
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
こ
れ
に
共
通
の
反
応
を
示
す
。
そ
し
て
こ
の
反
応
の
共
通
性
が
ネ
ッ
ト
に
刻
印
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
は
イ
ン

プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
結
合
の
し
方
を
学
習
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
過
程
は
一
見
す
る
と
回
り
く
ど
く
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
の
学
習
過
程
は
幾
つ
か
の
利
点
を
持
っ
て
お

り
、
そ
の
利
点
ゆ
え
に
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
は
法
律
学
に
も
有
用
と
な
る
。
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
は
「
類
似
し
た
」
イ
ン
プ
ッ
ト
に
も

反
応
す
る

(
幾
つ
も
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
可
能
性
が
あ
る
と
き
は
、
類
似
し
た
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
選
択
す
る
)
。

つ
ま
り

〔
入
力
し
た
イ
ン

法的推論における類推とニューラル・ネットの応用

プ
ッ
ト
に
〕
該
当
す
る
一
部
の
ユ
ニ
ッ
ト
し
か
反
応
し
な
い
と
き
で
も
、
少
々
水
ま
し
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
諸
ユ
ニ
ッ
ト
聞
の
連
想
モ

デ
ル
は
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
。

イ
ン
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
だ
け
の
ネ
ッ
ト
が
、
複
雑
な
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
せ
に

反
応
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
面
倒
な
課
題
を
こ
な
す
に
は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
の
聞
に

「
隠
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト

(FE含
ロ

C
E
Z
)
」
を
挿
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
相
互
に
ど
う
調
整
さ
れ
、
調
整
の
結
果
イ
ン

プ
ッ
ト
か
ら
正
し
い
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
出
て
き
た
の
か
を
、

ユ
ニ
ッ
ト
は
教
え
て
く
れ
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
は
若
干
の
修
正
の
後
自
ら
答
を
見

つ
け
出
す
の
で
あ
る
。

中
間
ユ
ニ
ッ
ト
〔
隠
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
〕
を
入
れ
る
と
、
物
事
を
一
般
化
し
そ
れ
に
よ
っ
て
類
似
性
を
発
見
す
る
と
い
う
ネ
ッ
ト
の
能
力
は

従
前
と
は
異
な
り
非
常
に
強
力
と
な
る
。
ネ
ッ
ト
の
能
力
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
が
多
い
か
少
な
い
か
だ
け
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
の
構
造
に
か
か
っ

て
い
る
。
ネ
ッ
ト
の
構
造
を
ど
う
作
っ
た
ら
良
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、

イ
ン
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
を
中
間
ユ
ニ
ッ
ト
の
層

(
U
-
a
a
S
F苫
「
)
の
最
初
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
結
合
さ
せ
、
更
に

(
恐
ら
く
は
)

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
層
と
結
合
さ
せ
て
、

ユ
ニ
ッ
ト
を
積
み
重
ね
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i寅

て
い
く
。
そ
の
際
に
ユ
ニ
ッ
ト
の
数
を
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
、
中
間
ユ
ニ
ッ
ト
、

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
の
層
毎
に
減
ら
し
て
い

く
の
だ
が
、
こ
う
す
る
こ
と
で
ネ
ッ
ト
の
一
般
化
の
能
力
が
高
め
ら
れ
る
。

議

も
ち
ろ
ん
以
上
と
は
異
な
っ
た
構
造
の
ネ
ッ
ト
も
多
数
考
え
得
る
。
そ
し
て
ネ
ァ
ト
の
構
造
を
決
め
る
際
、
解
決
し
よ
う
と
い
う
問
題
の

特
殊
性
に
合
わ
せ
て
、
ネ
ッ
ト
を
作
っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
隣
り
あ
っ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
同
志
を
結
び
つ
け
て
連
想
を
飛
躍
さ
せ
な
い

よ
う
に
も
で
き
る
し
、
反
対
に
意
識
し
て
大
分
離
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
同
志
が
反
応
す
る
よ
う
に
も
で
き
る
。
こ
う
し
て
ネ
ッ
ト
の
連
想
能
力
や

ネ
ッ
ト
が
「
類
似
し
て
い
る
」
と
認
識
す
る
能
力
を
手
の
こ
ん
だ
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

ネ
ッ
ト
が
法
解
釈
す
る
場
合
、
イ
ン
プ
ッ
ト
は
構
成
要
件
要
素
に
あ
た
り
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
法
効
果
を
示
す
こ
と
に
な
る
が
、
最
も
単

純
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
法
効
果
の
発
生
又
は
不
発
生
で
あ
る
。
法
的
な
ネ
ッ
ト
の
構
造
は
、

そ
の
中
に
法
規
定
が
組
み
込
ま
れ
類
推
に
よ
る

推
論
が
可
能
か
否
か
を
決
定
す
る
法
解
釈
学
上
の
体
系
と
同
じ
だ
と
言
え
よ
う
。

3
.
さ
て
こ
こ
で
類
推
が
問
題
と
な
る
或
る
法
規
範
の
構
造
を
示
す
こ
と
と
し
よ
う
。
続
い
て
こ
の
法
規
範
の
構
造
を
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ

y

ト
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
構
造
は
、
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
A
か
ら
は
、
法
効
果
R
が
発
生
す
る
。
但
し
こ
の
ル

l

'
レ
'
』
十
品
、

l
l
l
 
B
-
C
と
い
う
例
外
が
二
つ
あ
る
。
〔
A
の
他
に
〕

C
の
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ

B
な
ら
法
効
果
R
は
発
生
し
な
い
し
、

が
C
に
は

D
と
い
う
例
外
の
例
外
が
あ
る
。

つ
ま
り

C
の
他
に

D
な
ら
、
元
々
の
法
効
果
R
が
発
生
す
る
。
反
対
に
例
外

B
に
は
、
例
外
の

例
外
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

D
と
い
う
例
外
の
例
外
は

C
の
場
合
に
限
ら
れ
る
の
か
、

そ
れ
と
も

B
に
も
類

推
し
て
い
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
構
造
を
持
つ
例
と
し
て
、

ド
イ
ツ
の
現
行
法
の
民
法
典
一

O
八
条
が
あ
る
。
未
成
年
者
が
契
約
す
れ
ば
、
原
則
と
し
て
契
約

は
「
取
消
し
得
る
(
回
忌
当
各
自
己
)
」
無
効

(E三
品
目
白
呂
)
で
あ
る
。

し
か
し
契
約
前
の
法
定
代
理
人
の
同
意

S
5
5己
記

Em)
が
あ
れ
ば
、

契
約
は
有
効
で
あ
る

(
C
)
。

(
B
)
。
さ
ら
に
法
定
代
理
人
が
契
約
後
に
追
認

(CS各
自
回
開

gm)
し
た
と
き
も
、
契
約
は
有
効
と
な
る

北法43(3・134)456 



未
成
年
者
が
契
約
を
締
結
し
法
定
代
理
人
が
追
認
し
た
が
、
追
認
は
未
成
年
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
追
認
に
よ
り
契
約
は
有

効
と
な
っ
た
。

し
か
し
相
手
方
は
追
認
を
全
く
知
ら
な
い
か
、
〔
知
っ
た
と
し
て
も
〕
追
認
の
事
実
を
訴
訟
で
証
明
で
き
る
か
ど
う
か
疑
わ

し
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
相
手
方
は
、
追
認
の
意
思
表
示
を
し
て
く
れ
る
よ
う
催
告
す
る
。
こ
の
催
告
(
〉
丘
町
。

E
2
5
m
)
に
よ
り
、
契

約
は
再
び
取
消
し
得
る
無
効
と
な
る
(

D

)

(

新
た
な
追
認
は
、
相
手
方
に
対
し
て
だ
け
可
能
で
あ
る
)
。

以
上
を
定
め
た
規
定
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
未
成
年
者
に
対
す
る
追
認
だ
け
で
あ
り
、
同
意
'
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
通
説
は
、
同
意
は
相
手
方
の
催
告
に
よ
っ
て
も
効
果
を
失
う
こ
と
は
な
く
契
約
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
こ
れ
に
反
対
の
学
説
も
あ
り
、

そ
の
中
に
は
、

エ
ル
マ
ン
・
ブ
ロ
ッ
ク
ス
(
何
『
昌
吉
・
∞
き
と
や
パ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ン
リ

y

ヒ

法的推論における類推とニューラル・ネットの応用

(2-se-E2ロ
ユ
円
}
回
目
)
の
よ
う
な
著
名
な
コ
メ
ン
タ

l
ル
も
あ
る
。
こ
れ
等
の
学
説
は
、
催
告
は

(
未
成
年
者
に
対
す
る
)
同
意
の
効
果
を

も
失
わ
せ
る
の
が
妥
当
だ
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
は
、
充
分
な
理
由
が
あ
る
。
法
定
代
理
人
が
契
約
締
結
前
又
は
後
に
契
約
を
認
め
た
の
か
、

と
い
う
違
い
は
、
当
事
者
の
利
益
状
況
を
目
に
見
え
る
形
で
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
同
意
が
あ
っ
た
の
か
追
認
が
あ
っ
た
の
か
、

と
り
わ
け
自
分
の
状
況
を
充
分
知
り
得
な
い
契
約
相
手
方
の
状
態
が
、
同
意
の
場
合
は
追
認
よ
り
良
く
な
る
訳
で
は
な
い
。
だ
か
ら
ど
う
し

て
こ
の
二
つ
の
ケ

l
ス
の
処
理
が
違
う
の
か
が
疑
問
と
な
る
。

4
.
以
上
に
よ
う
な
構
造
の
ル

l
ル
を
、

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
に
入
れ
て
み
よ
う
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
す
ぐ
に
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
異

議
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
た
と
え
ネ
ッ
ト
が
問
題
を
う
ま
く
処
理
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
少
な
く
と
も
法
律
家
に
対
し
て
は
何
も
証
明
を
与

え
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
確
か
に
不
充
分
な
前
提
か
ら
結
論
が
出
て
き
た
こ
と
は
論
理
学
者
に
と
っ
て
は
興
味
深
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

法
律
家
と
い
う
の
は
ま
ず
結
果
が
内
容
的
に
妥
当
か
ど
う
か
を
知
り
た
が
る
も
の
な
の
だ
。
し
か
し
ネ
ッ
ト
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
形
式

的
前
提
か
ら
、
結
果
の
当
否
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
範
の
構
造
は
、
余
り
に
一
般
的
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
民
法
典
一

O
八
条
以
外
に
も
こ
の
よ
う
な
〔
構
造
の
規
範
の
〕
例
は
沢
山
あ
ろ
う
し
、

ド
イ
ツ
法
だ
け
で
な
く
各
国
の
法
典
に
も
存
在
し
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家
す
べ
て
が
類
推
に
よ
る
推
論
が
正
し
い
と
考
え
る
場
合
も
あ
る
し
、

ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
等
す
べ
て
の
場
合
に
、
同
じ
解
決
が
あ
て
は
ま
る
訳
で
は
な
か
ろ
う
。
〔
規
範
の
〕
構
造
が
同
じ
で
も
、
現
実
に
法
律

i寅

一
般
的
に
は
類
推
が
退
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
又
本
例
の
よ

講

以
上
の
疑
問
は
、
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

う
に
一
致
し
た
見
解
が
な
い
と
き
も
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
う
い
っ
た
違
い
が
生
ず
る
の
か
と
い
う
の
は
、
内
容
的
な
問
題
で
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
う
こ
と
を
臨
時
す
べ
き
で
は
な
い
。

ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
は
、
神
託
の
よ
う
に
そ
の
お
告
げ
を
信
仰
深
く
と
り
あ
つ
か
っ
た
り
疑
っ
て
み
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を

試
し
て
み
る
に
値
す
る
、
様
々
な
構
造
を
持
っ
た
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

適
し
て
い
る
し
、
他
の
体
系
は
他
の
法
内
容
に
適
合
し
て
い
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
つ
ま
り

ネ
ッ
ト
の
構
造
は
、
法
律
学
で
言
え
ば
法
解
釈
学
上
の
体
系
(
多
く
は
小
さ
な
部
分
的
な
体
系
)

体
系
に
法
規
の
ル
ー
ル
を
あ
て
は
め
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
、

類
推
に
よ
る
推
論
の
基
に
な
っ
た
法
的
な
ル

l
ル
の
形
式
と
法
的
な
内
容
と
の
誤
差
を

直
接
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
法
的
な
ル

1
ル
と
法
的
な
内
容
に
適
合
し

た
体
系
の
構
造
と
の
誤
差
は
理
解
で
き
る
。

4
.
1
.
ネ
ッ
ト
の
仕
組
み
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
知
る
に
は
、
ま
ず
ル

l
ル
の

構
造
を
そ
の
ま
ま
図
示
し
て
み
る
と
よ
い
。
本
設
例
で
は
ネ
y

ト
の
構
造
は
次
の
よ
う

に
な
る
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
ネ
ッ
ト
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
構
成
要
件
要
素
の
組
み
合
わ
せ

を
学
習
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

は
っ
き
り
し
て
い
る
組
み
合
わ
せ
の
す
べ

て
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
学
習
さ
せ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
(
典
型
的
な
例
だ
け
で

I ~21 
法効果中間ネット入力

で
あ
る
。
あ
る
体
系
は
あ
る
法
内
容
に

R 

A 

B 

C 

タ1

例外の
例外

l例
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充
分
で
あ
る
)
)
。
但
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
類
推
に
よ
る
推
論
以
外
の
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
、

よ
り
望
ま
し
い
。

(
四
つ
の
構
成
要
件
要
素
の
可
能
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
)

一
四
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
な
か
ん
ず
く
問
題

一
六
の
組
み
合
わ
せ
の
内
、

な
の
は
次
の
場
合
で
あ
る
。

川
契
約

(
A
)

は
l

f
未
成
年
者
に
対
す
る
同
意
は
有
っ
た

(
B
)
が

l
l
追
認
は
な
く

(
否
C
)
|
1
契
約
相
手
方
か
ら
催
告
さ
れ
た

D
)
。

「
二
重
効
」
の
可
能
性
も
考
慮
し
て
、
同
意
と
さ
ら
に
同
意
に
続
い
て
追
認
も
な
さ
れ
た
場
合
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

国
契
約

(
A
)
は

!
l未
成
年
者
に
対
す
る
同
意

(
B
)
と

l
l
追
認
も
有
る

(
C
)
が
1

1

契
約
相
手
方
か
ら
催
告
が
な
さ
れ
た

(
D
)
。

法的推論における類推とニューラル・ネットの応用

十
四
の
例
を
学
ん
だ
後
、
ネ
ッ
ト
は

〔
催
告
に
よ
る
〕
追
認
の
無
効
を
同
意
の
場
合
に
類
推
す
る
こ
と
を
退
け
る
。

そ
れ
以
上
の
こ
と
は
期
待
し
ょ
う
も
な
い
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で
は
、
法
規
と
体
系
と
の
聞
に
誤
差
が
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
法
規
は
体
系
に
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
。
図
の
下
端
の
線
が
表
現
し
て
い
る
例
外
の
例
外
D
は
、

C
に
だ
け
向
け
ら
れ
て

但
し
、

い
て
、

B
と
は
関
係
し
て
い
な
い
。
法
規
へ
の
包
摂
を
表
現
す
る
論
理
的
決
定
の
構
造
を
図
示
す
る
な
ら
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
以

外
の
図
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

(
A
と
い
う
ル

l
ル
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
が
イ
エ
ス
な
ら
、
例
外
B
の
要
件
は
満
た
さ

れ
て
い
る
か

〔
が
問
題
と
な
る
〕
。
も
し
イ
エ
ス
な
ら
、
そ
こ
で
法
効
果
が
発
生
す
る
。
答
が
ノ
!
な
ら
、
〔
今
度
は
〕
例
外
C
の
要
件
は
満

た
さ
れ
て
い
る
か
〔
、
が
問
題
と
な
る
つ
イ
エ
ス
な
ら
〔
、
次
に
は
〕
例
外
の
例
外
D
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
〔
、
が
問
題
と
な
る
〕
、

等
々
)
。
こ
の
よ
う
な
決
定
の
構
造
の
下
で
は
、
類
推
に
よ
る
推
論
の
出
て
く
る
余
地
は
な
い
。

類
推
に
よ
る
推
論
が
行
わ
れ
る
場
合
の
推
論
の
チ
ャ
ン
、
ネ
ル
は
、
裁
量
の
余
地
に
、

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
完
全
に
自
由
な
裁
量
が
で
き
る
訳
で
は
な
く
、
裁
量
の
余
地
は
広
狭
で
あ
り
極
端
な
場
合
に
は
「
ゼ
ロ
に
」
な
る
。

つ
ま
り
行
政
行
為
の
裁
量
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
な
ぞ
ら

そ
し
て
、
本
事
例
で
も

〔
裁
量
の
余
地
は
〕

ゼ
ロ
で
あ
る
。
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大
雑
把
に
一
般
化
す
れ
ば
、
私
は
論
理
的
推
論
を
、
し
ば
し
ば
類
推
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
不
正
確
な
推
論
の
限
界
事
例
で
あ
る
と
考
え

た
い
。
日
常
生
活
も
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
前
支
配
的
で
あ
っ
た
学
説
は
、
も
ち
ろ
ん
反
対
に
、
類
推
に
よ
る
推
論
を
論
理
的
分

ノ
ー
マ
ル
な
事
例
を
限
界
事
例
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
う
ま
く
い
っ
た
た
め
し
は
な
い
。

i寅講

析
の
手
法
で
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

っ
た
の
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
「
論
理
的
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」
が
発
明
さ
れ

近
年
法
的
な
類
推
に
よ
る
推
論
を
論
理
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
い
う
工
夫
が
、
色
々
と
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
の
契
機
と
な

(
論
理
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
。
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

の
言
葉
で
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
言
、
つ
)
、
論
理
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
用
い
て
エ
キ
ス
パ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
試
み
ら
れ
た
。
エ
キ
ス
パ
!

士
は
、
絶
え
ず
類
推
に
よ
る
推
論
を
行
っ
て
い
る
。

ト
・
シ
ス
テ
ム
と
は
、
人
間
の
専
門
家
の
よ
う
に
判
断
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
た
る
裁
判
官
・
弁
護

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
た
法
的
な
類
推
に
よ
る
推
論
の

試
み
は
、
今
日
ま
で
少
し
も
納
得
の
い
く
成
果
を
上
げ
て
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
試
み

し
か
し
私
の
評
価
で
は
、

に
期
待
を
か
け

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
法
律
専
門
家
に
対
し
て
も
一
言
、
つ
に
足
る
よ
う
な

結
論
を
出
す
だ
ろ
う
と
考
え
た
者
は
、
失
望
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

A
告

の

L

さ
て
、
ネ
ッ
ト
の
構
造
に
話
を
戻
そ
う
。
例
外

B
(
同
意
)
と
例
外
C
(
追

認
)
を
今
度
は
、
「
承
諾
」
と
で
も
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
共
通
の
結
び
一
回
で
括

っ
て
み
よ
う
。
ネ
y

ト
の
中
で
は
、
こ
の
結
び
目
は
中
問
、
ネ
ッ
ト
に
あ
た
る
。

例
外
の
例
外

D
か
ら
出
て
い
る
線
は
、
今
度
は
「
同
意
」
か
ら
出
発
す
る
以
前
よ
り

広
い
通
路
に
向
か
っ
て
い
る
。
但
し
こ
の
こ
と
は
、
例
外
の
例
外
が
承
諾
す
べ
て
の
効

力
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
従
前
と
は
違
い
構
造
的
に
は
そ
れ
が

直司
法効果

R 

中間ネット入力

A 

B 

C 

原則的
構成要件

タト

例外の
例外

伊4
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可
能
と
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
単
に
類
推
に
よ
る
推
論
が
可
能
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い

(
ち
ょ
う
ど
刑
法
で
構
成
要
件
該
当
性
と
違

法
性
を
上
位
概
念
の
「
不
法
性
」
で
括
り
、

そ
の
一
方
で
妥
当
し
た
こ
と
を
他
方
に
も
持
ち
込
み
易
く
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
)
。
実
際
に

類
推
す
る
か
否
か
は
、
又
別
の
問
題
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
ネ
ッ
ト
に
法
規
を
あ
て
は
め
る
の
だ
が
、
法
規
で
は
例
外
の
例
外
は
同
意
の
内
で
も
、
(
未
成
年
者
自
身
に
対
す
る
)
追
認
だ

け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
は
、
こ
の
命
題
を
確
定
し
た
構
成
要
件
の
配
列
と
い
う
形
で
学
習
す
る
。
し
か
し
ネ
ッ
ト
は
こ
の
配
列
を

単
に
個
々
の
ケ

l
ス
と
し
て
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
ケ

l
ス
を
一
般
化
し
て
学
習
す
る
。
〔
そ
れ
で
は
〕
ネ
ッ
ト
の
一
般
化
に
よ
り
、

例
外
の
例
外
た
る
催
告
は
同
意
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
追
認
だ
け
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

法的推論における類推とニューラル・ネットの応用

ネ
ッ
ト
は
類
推
を
行
い
、
催
告
の
効
力
は
同
意
全
体
を
カ
バ
ー
し
、
同
意
は
効
力
を
失
う
。

4
.
3
.
ネ
ッ
ト
の
構
造
と
法
規
の
構
造
と
の
誤
差
を
用
い
て
、
様
々
な
ネ
ッ
ト
を
実
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
法
的
な
構
造

を
ネ
ッ
ト
に
入
れ
て
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
又
反
対
に
望
ま
し
い
結
論
か
ら
出
発
し
て
そ
の
結
論
を
導
き
出
し
た
構
造
を
探

っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
今
度
は
再
び
、

そ
の
法
的
構
造
を
解
釈
す
る
。

〔
と
こ
ろ
で
〕

ま
ず
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ネ
ッ
ト
の
構
造
を
前
も
っ
て
決
め
ず
に
、
ネ
ッ
ト
に
・
自
由
に
決
定
さ
せ
た
ら
ど
う
な
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
は
、
全
く
あ
き
れ
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
山
間
の
二
つ
の
場
合
を
区
別
す
る
。
同
意
だ
け
の

場
合
は
催
告
の
効
果
は
類
推
さ
れ
、
契
約
は
無
効
と
な
る
。
し
か
し
同
意
も
催
告
も
さ
れ
て
い
れ
ば
、
催
告
の
効
果
は
生
ぜ
ず
契
約
は
有
効

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
川
と
聞
の
場
合
で
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
の
は
、
決
し
て
そ
れ
程
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
は
な
い
。
と
に
か
く
川
で
は
、
法
効
果

を
確
定
さ
せ
る
構
成
要
件
が
二
回
充
足
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
法
定
代
理
人
は
契
約
前
だ
け
で
な
く
契
約
後
に
も
承
認
し
て
い
る
。
二
回
も

契
約
を
確
認
す
れ
ば
一
回
の
場
合
と
違
っ
て
契
約
の
有
効
性
は
そ
う
簡
単
に
動
揺
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
、
決
し
て
わ
か
り
に
く
い
理

北法43(3・139)461 
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屈
で
は
な
い
。
素
人
は
こ
れ
を
全
く
当
然
だ
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
裁
判
所
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
裁
判
所
は
解
釈
論
を
示
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
を
法
的
問
題
に
適
用
す
る
場
合
の
一
般
的
問
題
が
見
え
て
く
る
。

講

ら
れ
る
程
度
に
は
前
も
っ
て
構
造
が
決
め
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
ネ
ッ
ト
の
自
由
に
働
け
る
範
囲
は
ネ
ッ
ト
が
創
造
性
を
発
揮
で
き
る
位
に
広
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
他
方
で
そ
の
解
法
が
受
け
入
れ

4 

4
.
以
下
の
ネ
ッ
ト
は
注
目
に
値
す
る

(図
4
を
見
よ
)

D
の
)
催
告
の
効
力
は
同
意
に
向
け
ら
れ
る
|
|
そ
れ
に
よ
っ
て
間
接
的
に
契
約
の

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
法
学
者
に

ネ
ッ
ト
の
構
造
が
示
し
て
い
る
の
は
、
(
一
般
に
、

有
効
性
を
覆
す

l
l
の
で
は
な
く
、
同
意
に
よ
っ
て
有
効
と
な
っ
た
契
約
に
直
接
向
け
ら
れ
て
い
る
、

よ
っ
て
は
問
題
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
方
が
良
い
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な

¥" 。

ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
は
川
と
佃
の
場
合
を
分
け
て
考
え
る
。
山

の
同
意
だ
け
の
場
合
は
、
ネ
ッ
ト
は
例
外
の
例
外
を
類
推
し
て
、
契
約
は
取
り
消
し
得

}
の
場
合
に
も
、

る
無
効
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
同
意
と
追
認
の
二
つ
の
構
成
要
件
が
あ
る
場
合
は
、

ネ
ッ
ト
は
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ネ
ッ
ト
は
一

の
聞
の

0
・
六
の
値
を
示
す
。
こ
の
違
い
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、

(
取
消
し
得
る
無
効

(
有
効
)

平
山
噌
」
ふ
」
。

1
l
l
 

確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
は
新
し
い
学
問
領
域
で
あ
り
、

の
上
私
が
提
案
し
た
ネ
ッ
ト
の
使
い
方
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
過
去
の
デ

1
タ
が
な
い

か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
こ
こ
で
使
っ
た
ネ
ッ
ト
の
構
造
は
「
良
い
構
造
」
と
は
言
え
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
〔
こ
の
構
造
を
元
に
し
て
〕
民
法
典
一

O
八
条
の
各
項
の

と

O そ

回
法効果中間ネット入力

A 原則的

構成要件

R 

B 

C タト

例外の

例外

伊リ

方
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関
係
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
い
方
が
良
い
し
、
法
学
の
講
義
で
こ
の
よ
う
な
図
を
使
わ
な
い
方
が
安
全
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
理
論
的
に
可
能
性
が

全
く
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
こ
の
例
で
注
目
す
べ
き
平
衡
ポ
イ
ン
ト
が
見
え
て
く
る
と
か
、

わ
か
り
易
い
構
造
の
ネ
ッ
ト
が
規
定
が
類
推

適
用
可
能
か
否
か
を
衡
量
し
て
い
る
と
は
、
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、

ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
は
法
的
構
造
を
図
示
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。

つ
ま
り
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
は
、
構
造
が
事

態
適
合
的
か
、
考
え
方
が
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。

5
.
他
に
も
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
場
合
は
有
る
だ
ろ
う
か
。
原
則
的
決
定
と
し
て
の
類
推
と
段
階
的
決
定
と
し
て
の
類
推
と
を
区
別
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
報
告
の
民
法
典
一

O
八
条
の
例
で
は
、
原
則
的
な
決
定
の
方
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
す
べ
き
か
、

そ
れ
と
も
そ

法的推論における類推とニューラル・ネットの応用

う
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
い
っ
た
局
面
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
決
定
の
基
礎
は
、
人
間
よ
り
ず
っ
と
不
自
由
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ

l

タ
ー
は
、
人
間
に
は
明
ら
か
な
多
く
の
論
拠
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
。
法
規
の
文
言
に
ど
の
程
度
拘
束
さ
れ
る
か
と
い
う
基
本
的
問
題
は
、

す
で
に
そ
の
論
拠
の
一
環
で
あ
る
。
そ
し
て
文
言
の
拘
束
性
に
付
随
す
る
、
明
示
さ
れ
た
立
法
理
由
、
法
規
が
成
立
し
た
歴
史
的
時
点
、
立

法
以
後
変
化
し
た
社
会
の
価
値
観
等
そ
の
他
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

原
則
的
意
味
で
の
類
推
に
と
っ
て
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
構
造
の
イ
メ
ー
ジ
の
解
明
と
改
善
の
補
助
手
段
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、

そ
れ
だ
け
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
で
き
る
こ
と
が
わ
ず
か
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

段
階
的
決
定
と
し
て
の
類
推
の
場
合
は
、
話
は
違
っ
て
く
る
。
二
台
の
自
動
車
が
夕
暮
れ
に
衝
突
し
た
が
事
故
の
詳
し
い
状
況
は
今
で
は

も
う
わ
か
ら
な
い
、
と
し
よ
う
。
二
台
の
自
動
車
の
内
一
台
は
比
較
的
大
き
く
、
他
方
は
小
さ
い
。

一
方
は
非
常
に
速
い
速
度
で
、
他
方
は

ゆ
っ
く
り
と
走
行
し
て
い
た
。

一
方
は
真
紅
で
他
方
は
淡
い
灰
色
。

一
方
は
点
灯
し
て
い
た
が
、
他
方
は
わ
か
ら
な
い
。
双
方
の
損
害
賠
償

額
は
、
各
々
の
損
害
発
生
へ
の
寄
与
の
度
合
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
比
率
を
決
定
す
る
の
か
。
こ
こ
で
は
特

に
道
路
交
通
法
一
七
条
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
法
規
の
文
言
か
ら
は
具
体
的
な
こ
と
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
ケ

1
ス
で
は
、
原
則
的
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
問
題
解
明
に
か
か
わ
っ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
納
得
の
い
く
先
例
が
見
つ
か
れ
ば
、
裁
判
官
は
そ
れ
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
車
の
大
き
さ
が
重
要
で
速
度
は

講

関
係
な
い
と
い
う
過
去
の
判
決
も
あ
れ
ば
、
速
度
が
重
要
で
車
の
大
き
さ
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
判
決
も
あ
る
。
古
い
判
決
に
影
響
を
与

え
た
事
情
は
現
在
で
は
問
題
に
な
ら
ず
、
現
下
の
ケ

l
ス
で
重
要
な
幾
つ
か
の
事
情
は
、
古
い
判
決
の
下
で
は
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ

ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
事
情
の
一
つ
一
つ
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
は
全
く
問
題
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
等
は
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。

裁
判
官
は
諸
事
情
の
絡
み
合
い
に
直
面
し
て
お
り
、
先
例
と
な
り
そ
う
な
判
例
は
あ
っ
て
も
そ
の
判
例
は
一
部
は
同
じ
で
他
は
違
っ
た
フ
7

ク
タ

l
の
絡
み
合
い
で
あ
る
。
私
は
、
こ
う
い
っ
た
状
況
に
お
け
る
決
定
に
お
い
て
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
人
間
に
優
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

交
通
事
故
に
お
け
る
損
害
割
合
の
例
に
関
し
て
は
、
我
々
は
既
に
研
究
計
画
に
手
を
つ
け
て
い
る
。
即
ち
、
交
通
事
故
後
の
妥
当
な
損
害

分
担
〔
決
定
〕

の
補
助
手
段
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
y

ト
で
あ
る
。

ネ南

遺

日
常
生
活
で
の
立
論
で
は
論
理
的
な
厳
密
さ
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
し
、
又
厳
密
で
な
く
て
も
問
題
で
は
な
い
と
い
う
テ

1
ゼ
を
、
例
を

あ
げ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
出
典
は
「
古
代
中
国
の
元
談
と
逸
話

l
l
E
z
n
o
Zに
よ
る
百
の
戯
画
」
北
京
一
九
八
六
年
(
ヨ

P
U巾『
N

巾ロ

E

〉
ロ
巾
宵
【
目
。
丹
市
白
色
巾
印
円
}
己
ロ
巾
己
目
円
F
巾
ロ
〉
戸
丹
市
ユ
ロ
目
的

l
l
i
H
o
c
-
U
ユE
E「巾ロ〈
C

ロ
0
5ぬ
わ
O
ロ伺
1

∞2
5何
回
。
山
富
)
で
あ
る
。

孔
敵
は
東
漢
の
人
で
あ
る
。
十
オ
の
と
き
当
時
最
大
の
学
者
李
暦
を
訪
問
し
た
。
孔
融
は
関
わ
れ
た
こ
と
す
べ
て
に
適
切
に
答
え
て
、
そ

の
場
に
居
た
客
の
耳
目
を
集
め
た
。
客
は
皆
孔
融
を
、
誉
め
て
、
十
才
で
こ
ん
な
に
賢
か
っ
た
ら
、
将
来
は
大
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
言
っ
た
。

唯
一
人
陳
焼
だ
け
が
「
小
さ
い
と
き
利
口
で
も
、
大
き
く
な
っ
て
か
ら
も
賢
い
と
は
限
ら
な
い
よ
L

と
一
言
う
。
孔
融
は
こ
れ
に
答
え
て
「
あ
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な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
な
ら
、
昔
は
あ
な
た
は
本
当
に
賢
い
子
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
や
り
返
し
た
。

こ
の
結
論
は
決
し
て
陳
燥
の
言
っ
た
こ
と
か
ら
推
論
で
き
る
訳
で
は
な
い
。
「
推
測
(
〈

R
E
C
E与
ご
す
る
こ
と
す
ら
不
可
能
で
あ
る

れ
は
、
パ

l
ス
(
司

22m)
の
言
、
つ
「
仮
説
発
想

S
Z
E
E
-
g
)
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
)
。
東
漢
の
時
代
(
紀
元
前
二
五
年
か
ら
紀
元
二
二

O

年
)
に
は
、
仮
説
発
想
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
今
日
で
は
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
話
は
当
時
と
同
様
今
日

で
も
物
語
ら
れ
て
お
り
、

や
は
り
面
白
い
話
だ
し
、
幼
い
主
人
公
は
観
客
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

*
本
稿
は
、

一
九
九
二
年
四
月
三
日
北
海
道
大
学
に
於
て
、
法
学
会
・
法
哲
学
研
究
会
共
催
で
行
わ
れ
た
、

ロ
i
タ
i
・
フ
ィ
リ
ッ
プ

法的推論における類推とニューラル・ネットの応用

ス
教
授
(
句

g
目
。
『
「
。
門

U
R
E
-
-
F
3∞
)
の
講
演
で
あ
る
。
講
演
は
、
〉
『

nE〈町民「

F
n
F
Z
-
z
E
F
N
E
B
-
-
o
s
z
-
P
∞
巴
町
喜

A
A
-
F∞問・河・

と巾同可・同州・

0
『包巾吋

E-c・
2
2
s
E
P
5
2・∞
-

N
斗

m
R
匂『白ロ

N
ω
Z
5
2
〈巾ユ白岡・

ω
Z
R哲
三
に
掲
載
の
論
文
(
原
題
、

no呂田】
E
Z「
)
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
が
、
時
間
の
制
約
か
ら
「
補
遺
」
は
省
略
さ
れ
た
。
な
お
訳
文
中
の
(

〉
ロ
白
一
。
包
巾
ロ
ロ
己

)
は
、
原
文
の
カ
ッ
コ
、
〔

は
訳
者
が
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

原

注

(
1
)
こ
の
例
を
一
つ
、
本
稿
末
尾
の
補
遣
に
あ
げ
て
お
い
た
。

(2)
近
時
の
文
献
と
し
て
、
}
内
包

E
ユ
E
F
Z
S
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
省
略
三
段
論
法
(
何
三
芝
宮
市
口
)
に
つ
い
て
の
論
述
百
一

E
円
E
R
E
2門
・
宮
中

ぢ『回目円

Z
F旨回片品
g
Eユ回同市ロ

(
5
8
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
)
法
規
の
類
推
に
は
更
に
二
番
目
の
極
主
ロ
N

耳

5
2
2
3
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
テ
l
ゼ
を
明
ら
か
に
す
る
に
つ
い
て
は
、
特
に
ア

l
サ
l
・

カ
ウ
フ
マ
ン
(
〉
『
P
R
穴

2
2
5ロ
)
の
功
績
が
大
で
あ
る
、
寸
類
推
と
事
物
の
本
性

Z
E
-
-四】巾

EE--Z田
仲
買
品
巾
「
∞
白
円
Em--R)

」
N
-

〉=出血間内・

5
∞N
。

私
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
言
語
へ
の
翻
訳
が
可
能
な
よ
う
に
用
語
を
選
ん
だ
の
で
、
以
下
で
は
「
体
系

(ω
三
宮
冒
)
」
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
て
お
り
、

( 

、，
」
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法的推論における類推とニューラル・ネットの応用

間
口
円
巾
。
ロ
〉
『
丘
町
三
由

-Ez--H閣
内
ロ
門
町
白
ロ
己
戸
白
4戸
∞
.Hω
∞民

.Hmw∞
史
的
司
司
巾
「
ロ

F
O
E
-
C包
口
問
印
可
白
『
白

-
z
-
0
3円『
MUZZ門出フ・
0円
巾
印
印
』
口
問
冨

C弘
己
白
印
可
釦
『
門

C同
戸
市
町
印
}
何
同
℃
司
『
丹
∞
可

2
2阿
国
二
口
-
〉
〉
・
玄
白
「
20ロ
(
何
己
)
司
『
中
旬
『
o
n
2島
田
口
問
日
岳
町
円
宮
内
国
-
ロ
丹
巾
『
口
白
色

Oロ
と
の
C口町巾『ロ門町
Cロ
FC同
-nmy-ロ『
C「自白色
nHYO-
ュ20・

〈。
F

F

司
-o『内四回円巾
H
M
W

∞
m
y
m
・
N

印印片岡

(
6
)
二
者
択
一

(
S
N
O
見
広
)
は
、
こ
の
古
典
的
な
例
で
あ
る
。
「
A
か
B
か
の
一
方
」
と
い
う
場
合
に
は
、

B
が
妥
当
し
な
け
れ
ば
、

A
が
妥
当
す
る
が
、

B
が
妥
当
す
れ
ば
、

A
は
あ
た
ら
な
い
。
他
方
A
が
存
在
し
な
け
れ
ば

B
は
妥
当
す
る
が
、

A
が
存
在
す
れ
ば

B
は
あ
た
ら
な
い
。
こ
う
い
っ

た
実
際
少
々
こ
み
入
っ
た
関
係
を
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
が
学
習
で
き
る
の
は
、
最
低
ネ
ッ
ト
が
中
間
ユ
ニ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
と
き
に
限
ら

れ
る
。

(
7
)
「
ニ
ュ
ー
ラ
ル
装
置

2
2「
包
君
。
『
宮
)
」
の
あ
り
ふ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
。
ネ
ッ
ト
の
種
類
は
、
逆
演
算
の
加
速
機
能
を
備
え
た
パ
ッ
ク

プ
ロ
パ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
(
切
常

}
4
5
u昌
巳
5
=
)
で
あ
る
。

(
8
)
拙
稿
「
法
的
決
定
」
前
掲
注

(
5
)
参
照
。

(
9
)

ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ロ
メ
オ
(
司

E
R
g
g
E
B
g
)
〉
E
Z
m
-
P
E
ι
Z
E
-
-
ω
き
も
そ
う
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
私
が
紹
介
し
た
考
え
方
と
従

来
支
配
的
で
あ
っ
た
学
説
の
ち
ょ
う
ど
中
間
の
〔
、
そ
の
意
味
で
)
興
味
深
い
行
き
方
を
し
て
い
る
の
が
、
レ
オ
・
ラ
イ
ジ
ン
ガ

l
p
g

河
内
回
目
白
問
問
司
)
で
あ
る
。
「
四
回
目
-
m
g
g
E口問
σ可
〉
ロ
色
。
岡
山
子
〉
露
。
門
戸
巾
一
〉
喧
円
比
三
ロ
四

?HNN可
ω
2
4
7
g『可
-Z-
〉
ユ

5
2即
二
Eg--H間
叩
ロ
円
巾
即
ロ
品
「
内
岡
田
ニ
ロ
ー

向。『
S
E
2
2
2
2∞
-
E
-
n
n
s
s
r
ぐ
己
-
-
〉
呂
田
門
q
E
B
Z
2
5
ユ
O
H『O『
己
呂
∞
戸

ω
Z
H
民
支
配
的
な
学
説
は
、
類
推
を
推
論
と
は
考

え
ず
、
推
論
の
前
掲
が
不
充
分
な
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
ア
ル
コ

l
ロ
ン
(
と
円
『
5
ロ「

g
ロ
)
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
支
配
的
学
説
に
秀
れ
た

叙
述
を
与
え
て
い
る
の
が
、
固
め
『

z
a
q
ω
5
2・4

弓
広
由
吉
田
円
宮
町
内
回

z
z
g
pこ
=
『
回
目
斥
ロ
(
呂
∞

C)-m-
口
。
民

厳
密
と
は
言
え
な
い
推
論
が
類
推
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
、
ア

l
サ

l
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
類
推
に
つ
い
て
の
論
文
で
一
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

世
界
の
基
本
構
造
が
類
推
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
又
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

何
故
類
推
に
よ
る
推
論
が
し
ば
し
ば
正
し
い
の
か
と
い
う
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
も
、
何
故
類
推
に
こ
だ
わ
る
の
か
と
い
う
理
由
が
わ

か
れ
ば
、
私
と
し
て
は
充
分
で
あ
る
。

(
叩
)
こ
の
例
と
し
て
私
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
ハ
フ
ト
(
司
『
王

C
H
Zえ
門
)
で
あ
る
。
白
血
『
F
E
R
Z
F『
己
口
問
】
ロ
岳
∞
』
巴
『
回
目
宮
内
『
巾
戸
市

E
8
4
品
〉

E2・

]{匂∞∞

(
日
)
例
え
ば
、
∞
門
広
告

E
n
g浮
き
出
口
回
¥
の
去
三
口

O
〉己「市立

O
F
E
N白
『
白
ロ
タ
〉

E
-
c四日
E
-
河冊目印
D
口
問
口
阿
古
河
巾
白
司
円
片
岡
〈
巾
尽

o-o四
一
吉
一
〉
〉
-

V
向釦『

Ca
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i寅

=0(間
山
門
同
)
句
『
巾
同
}
『
D
円
巾
邑
田
口
問
印
。
同
門
『
巾
回
目
ロ
丹
市
「
ロ

mwzo口
同
一
門
ロ
ロ
]
「
巾
『
巾
ロ
円
巾

O
ロ

F
C間
】
門
出
・
『
口
『
C
『
自
由

E
2・
U
R
R
Z
-
〈
D

H

H
・

3
0「
市
口
円
市

H
m
v
m
w
h
w
-

∞
H

M
叶

『

『

を

参
照
。
多
く
の
例
証
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
動
車
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
(
「
乗
り
物
(
〈

S
E
Z
)
」
で
公
園
に
入
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
情
に
鑑
み
て
)
自
転
車
の
禁
止
も
類
推
で
き
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
緑
の
党
で
す
ら
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
整
数
が
出
て
こ
な
い
の
が
、
ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
出
て
来
る
数
字
は
確
実
に

l
か
O
で
あ
り
、
そ
の
数
字
を

ど
う
解
釈
し
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
。

講

訳
注

(
a
)

こ
れ
は
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
「
会
議
に
遅
刻
し
た
者
は
、
死
刑
だ
」

前
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
教
授
に
う
か
が
っ
た
。

(
b
)
違
法
性
阻
却
事
由
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
な
い
場
合
の
例
と
し
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
教
授
が
講
演
で
示
し
た
の
は
、
酪
町
し
て
他
人
の
家
の

窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
た
が
、
そ
の
家
で
は
ガ
ス
が
充
満
す
る
中
で
子
供
が
寝
て
い
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

こ
の
間
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
大
塚
仁
「
刑
法
概
説
(
総
論
)
」
{
増
補
〕
有
斐
閣
一
九
七
七
年
二
九
九
頁
以
下
を
参
照
。

(

C

)

刑
法
典
二
ハ
条
①
行
為
の
実
行
に
際
し
法
律
上
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
者
は
、
故
意
に
行
為
し
て
い
な
い
。
過

失
に
よ
る
処
罰
可
能
性
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

②
(
略
)

(
d
)
民
法
典
一

O
八
条
、
①
未
成
年
者
が
法
定
代
理
人
の
同
意
が
必
要
な
場
合
に
そ
の
同
意
を
得
な
い
で
契
約
し
た
と
き
は
、
契
約
の
効
力
は
代

理
人
の
追
認
に
依
存
す
る
。

②
相
手
方
が
代
理
人
に
追
認
の
意
思
表
示
を
為
す
よ
う
催
告
し
た
と
き
は
、
追
認
の
意
思
表
示
は
相
手
方
に
対
し
て
だ
け
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
催
告
前
に
未
成
年
者
に
対
し
て
し
た
追
認
又
は
追
認
拒
絶
は
、
効
力
を
失
う
。
追
認
は
催
告
受
領
以
後
二
週
間
が
経
過
す
る
ま
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
期
間
内
に
催
告
が
な
け
れ
ば
、
追
認
拒
絶
が
あ
っ
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。

③
未
成
年
者
が
行
為
能
力
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
未
成
年
者
の
追
認
が
法
的
代
理
人
の
追
認
に
代
る
。

わ
が
法
で
は
、
追
認
は
未
成
年
者
で
は
な
く
相
手
方
に
た
い
し
て
し
な
け
れ
ば
効
力
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
民
法
二
三
一
条
、
注
釈
民
法

凶
有
斐
閣
、
一
九
六
七
年
、
二
八
四
頁
以
下
)
。
又
、
事
後
の
同
意
は
追
認
と
み
な
す
の
が
通
説
で
あ
る
(
新
版
注
釈
民
法
川
有
斐
閣
、
一
九
八

と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
を
、
転
用
し
た
そ
う
で
あ
る
。
講
演

北法43(3・146)468
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八
年
、
二
五
七
頁
)
か
ら
、
相
手
方
が
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
事
情
で
契
約
の
効
力
が
事
後
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
な
い
。

(
e
)

同
様
の
問
題
は
、
わ
が
国
で
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
次
の
事
情
に
よ
る
。

ド
イ
ツ
法
で
は
催
告
に
確
答
が
な
け
れ
ば
、
追
認
拒
絶
が
擬
制
さ
れ
る
。
し
か
し
、
事
前
に
同
意
が
有
れ
ば
契
約
は
有
効
で
あ
る
。
そ
こ
で

催
告
に
確
答
の
な
い
と
き
は
、
相
手
方
は
契
約
が
有
効
か
無
効
か
を
知
り
得
ず
不
安
定
な
状
態
に
陥
る
。
こ
れ
を
除
去
し
よ
う
と
い
う
の
が
、

同
意
へ
も
催
告
の
効
力
を
類
推
し
よ
う
と
い
う
学
説
の
狙
い
で
あ
ろ
う
。

他
方
わ
が
法
で
は
、
催
告
に
確
答
が
な
い
場
合
の
効
果
は
、
追
認
擬
制
で
あ
る
(
民
法
一
九
条
一
項
、
二
項
)
。
事
前
に
同
意
が
有
れ
ば
契
約

は
当
初
か
ら
有
効
(
そ
も
そ
も
取
消
せ
な
い
か
ら
、
本
来
催
告
の
対
象
で
は
な
い
。
民
法
四
条
、
一
九
条
)
だ
か
ら
、
追
認
し
て
確
答
が
な
け

れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
相
手
方
は
契
約
の
有
効
性
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
な
相
手
方
不
安
定
と
い
う
状

況
は
招
来
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(
f
)
道
路
交
通
法
一
七
条
①
一
複
数
の
車
両
に
よ
っ
て
損
害
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
、
当
該
の
車
両
保
有
者
が
法
規
に
よ
り
第
三
者
に
損
害
賠
償
義
務

を
負
う
と
き
は
、
車
両
保
有
者
間
で
は
賠
償
義
務
及
び
給
付
さ
る
べ
き
賠
償
の
範
囲
は
、
い
ず
れ
の
側
が
主
に
損
害
を
惹
起
し
た
か
の
程
度
に

よ
る
。
当
該
車
両
の
一
方
に
損
害
が
発
生
し
た
と
き
に
相
手
方
に
生
ず
る
損
害
賠
償
義
務
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

②
〔
略
〕

(
g
)
こ
の
話
は
、
「
後
漢
書
」
孔
融
伝
の
冒
頭
に
出
て
く
る
。
「
漢
書
・
後
漢
書
・
二
一
国
志
列
伝
選
(
中
国
古
典
文
学
大
系
日
)
」
本
田
済
編
訳
(
平

凡
社
・
一
九
六
八
)
二
四
四
頁
。
コ
二
国
志
通
演
義
」
に
も
こ
の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
非
常
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
(
人
名
は
こ
れ
に

よ
っ
て
、
漢
字
に
置
き
直
し
た
)

0

「
一
二
国
志
(
三
国
演
義
)
」
小
川
環
樹
訳
(
岩
波
文
庫
・
第
一
冊
・
一
九
五
三
年
)
一
八
六
頁
以
下
。

(
h
)
「
仮
説
発
想
主

E
E
E
S
)
」
科
学
的
認
識
の
過
程
に
お
け
る
「
仮
説
発
想
」
の
局
面
、
段
階
に
対
し
て
、
パ

1
ス

(
P
E
g
r
E
2回

目

》

2
5巾

z
g山
EAH)
が
与
え
た
名
称
。
パ

l
ス
は
科
学
的
認
識
の
過
程
を
経
験
的
な
事
実
の
観
察
に
も
と
づ
く
理
性
的
な
探
求
の
過
程
と
解
し
、
こ
れ

を
白

F
E
E
S
(仮
説
発
想
)

i

|

号

E
5
2
(仮
説
か
ら
の
演
鐸

)
|
i
S
E
n
c
c
E
(帰
納
、
実
験
に
よ
る
正
当
化
)
の
三
段
階
に
区
別
し
た
。

か
れ
に
よ
れ
ば
、
ち

E
E
E
と
は
、
不
可
解
な
事
実
B
が
観
察
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
そ
の
結
論
と
し
て
説
明
し
う
る
よ
う
な
仮
説
A
を
構
想

し
、
提
起
す
る
推
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
に
「
あ
る
事
象
B
は
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
A
な
ら
ば

B
な
り
と
す
れ
ば
、

B
は
不
可

解
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
A
は
真
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
形
式
を
と
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
以
上
、
「
哲
学
事
典
」
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、

二
七
頁
か
ら
。
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i寅

(
後
記
)

ロ
l
タ
l
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
教
授
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
の
法
哲
学
・
法
情
報
学
研
究
所
主
任
で
あ
る
が
、
本
年
三
月

か
ら
四
月
に
か
け
て
東
京
・
大
阪
を
講
演
旅
行
さ
れ
た
際
に
北
海
道
に
も
立
ち
寄
り
、
小
樽
商
科
大
学
(
三
月
一
一
一
一
日
)
と
北
海
道
大
学
(
四

講

月
三
日
)
で
講
演
さ
れ
た
。
小
樽
商
科
大
学
で
の
講
演
、
己

5
2
2
Bヨ
Z
F
n
u
g
Z四
三

容

ロ

ロ

己

r

N

N
可

宮

包

宵

何

百

〈

巾

『

印

ロ

円

F
N
C
『

F
2
5
sー

己
ロ
岡
島
市
『
巧

R
R
N
2円

E
円
F

〈
巾
『
宮
町
「
凹

E
E
-
2
3
E
N
〉

Z
'
N
P・
の
∞
)
は
、
関
西
大
学
で
の
そ
れ
と
ク
ロ
ス
す
る

(
関
西
大
学
で
翻
訳
予

の
凶
の
文
献
(
藤

定)。

ニ
ュ
ー
ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
及
び
フ
ィ
リ
y

プ
ス
氏
の
言
う
段
階
的
類
推
に
つ
い
て
は
、
原
注

(
5
)

原
訳
、
法
コ
ン
一

O
号、

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
更
に
前
記
の
関
西
大
学
で
の
氏
の
フ
ァ
ジ
ー
ロ
ジ
ッ
ク
に
関

一
九
九
二
年
掲
載
予
定
)

す
る
講
演
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
氏
の
最
近
の
研
究
の
理
解
に
資
す
る
と
考
え
る

l
l
訳
者
。

N
Z
自

B
F門
戸

O
己
戸
白
「

ロ

∞
曲
目
】
句
。
「
。
一

。
巾
己
M
V
円
『
丹
口
四
回

何
『
F

ロ
ロ
巾
「
ロ
ロ
間
巾
ロ

冨
ロ
ロ
円

F
S

【
]
巾
同
a

ロ
ロ
〈
巾
『
岡
市

p
z
n
F
2】

印円
F
O
ロ
巾
ロ

同ロ

口
口
〔
同

出
口
門
町

(己

σ巾
同
盲
目
山
市
門

N
2・

)
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Abstract: The development of networks has巴nabledthe computer to use 

analogy to draw judicial conclusions. A neural network consists of a number 

of simple units which interact. The network is not programmed， but learns 

from examples; the units that are used in a certain input/output situation 

are activated together. This combination of active units is remembered by 

the network: it learns associatively. 

A network which has been trained in this way does not only have the 

ability to give answers to the cases it has previously learned， but it can also 

find similar solutions to similar cases. This is because the patterns of active 

neurons resemble each other. If the network's input represents the facts of a 

legal case， and the output represents the legal consequence， the network wi1l 

not only solve those cases with which it has been fed， but also new cases. 

However， not a1l network's solutions wi1l make sense from a judicial point 

of view. Therefore it will be necessary to preconstruct neural networks. 

Accepted dogmatic structures would be the natural model ; they are already 

guiding the analogies drawn by lawyers 
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