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一

要　

約

　
「
Ａ
Ｉ
研
究
者
は
一
般
の
人
々
が
映
画
や
Ｔ
Ｖ
な
ど
で
目
に
す
る
Ａ
Ｉ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
様
々
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
状
況
に
対
し
て
、
技
術
の
現
状
は
そ
れ
ら

の
想
像
的
表
象
で
示
さ
れ
る
技
術
か
ら
は
程
遠
い
と
注
意
を
促
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
研
究
者
の
一
部
が
過
剰
に
社
会
的
期
待
を
煽
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
も
あ
る
が
、

想
像
的
表
象
と
技
術
的
革
新
の
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
工
学
研
究
者
自
身
が
想
像
力
な
し
に
創
造
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
そ
の
想
像

力
が
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
が
作
り
出
す
想
像
的
表
象
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ａ
Ｉ
研
究
者
た
ち
が

認
め
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
に
見
ら
れ
る
想
像
的
表
象
は
、
技
術
的
革
新
に
不
気
味
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
技
術
的
革
新
を
作
り
出
し
て
い
る
研
究
者
に
感
じ
ら
れ
る
不
信
感
や
、
従
来
当
然
視
し
て
い
た
人
間
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
が
揺
ら
い
で

い
く
こ
と
の
不
安
感
も
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
特
に
ア
メ
リ
カ
の
映
画
等
を
参
照
し
な
が
ら
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。」

初
め
に

　

Ａ
Ｉ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
映
画
や
Ｔ
Ｖ
番
組
が
多
く
作
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
現
在
の
技
術
の
現
状
か
ら
す
る
と
Ｓ
Ｆ
に
近
い
模
写
で
あ
る

想
像
的
表
象
と
技
術
的
現
在

　
　

Ａ
Ｉ
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ　
　

木　

村　

武　

史
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二

想
像
的
表
象
と
技
術
的
現
在　
　

Ａ
Ｉ
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ　
　

と
思
わ
れ
る
。
Ｃ
Ｇ
を
使
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
、
演
じ
て
い
る
の
は
人
間
で
あ
り
、
Ａ
Ｉ
な
ら
こ
の
よ
う
な
振
り
を
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
の

も
と
で
演
出
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
研
究
者
の
多
く
が
、
一
般
人
が
想
像
す
る
よ
う
な
Ａ
Ｉ
技
術
は
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
と
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
状
の

Ａ
Ｉ
技
術
そ
の
も
の
は
映
画
や
Ｔ
Ｖ
が
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
だ
で
き
な
い
。
映
画
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
り
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で

あ
る
の
で
、
興
味
を
引
く
内
容
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
内
容
が
人
々
の
Ａ
Ｉ
に
関
す
る
知
識
、
期
待
、
恐
れ
、
違
和
感
等
を
形
成
す
る
の
に
寄
与

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

学
問
の
世
界
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
Ｓ
Ｆ
な
ど
の
映
画
、
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
が
描
き
出
し
て
い
る
世
界
は
単
な
る
空
想
の
世
界
で

あ
る
と
言
い
た
く
な
る
が
、
別
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
影
響
を
無
下
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ

れ
ら
の
映
画
や
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
技
術
に
つ
い
て
良
く
知
ら
な
い
子
供
や
大
人
向
け
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
紹
介
す
る
の
に
は
有
用
な
面

も
あ
る
し
、
Ｓ
Ｆ
な
ど
が
描
き
だ
す
ま
だ
存
在
す
ら
し
な
い
「
空
想
上
」
の
技
術
が
子
供
の
刺
激
と
な
り
、
そ
の
子
が
後
に
工
学
研
究
者
に
な
り
た
い
と
思
う
動
機

の
一
つ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
は
よ
く
聞
く
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
が
表
象
す
る
新
し
い
技
術
、
実
際
の
技
術
の
現
状
、
先
端
的
研
究
者
の
想
像
力
と
の
間
の
関
係
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

も
う
少
し
複
雑
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
用
化
は
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
端
的
な
研
究
の
場
で
は
、
こ
れ
ら
の
映
画
が
描
き
出
し
て
い
る
よ
う

な
技
術
の
開
発
に
取
り
組
む
研
究
者
が
い
る
し
、
映
画
等
の
中
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
技
術
が
、
実
験
室
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
実
現
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
を
念
頭
に
、
本
論
で
は
、
主
に
ア
メ
リ
カ
映
画
を
取
り
上
げ
、
映
像
表
象
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｉ
技
術
と
そ
れ
に
類
似
し
た
先
端
技
術
開
発
の
状

況
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
日
本
国
内
の
Ｓ
Ｆ
作
品
に
つ
い
て
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
が（

１
）、
本
論
で
は
日
本
の
映
画
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
し
た

い
。
第
一
章
で
は
、『her

』
と
い
う
映
画
を
、
第
二
章
で
は
、『
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
ス
』
と
い
う
映
画
を
、
第
三
章
で
は
、『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』
と
い
う
映
画
を
、

第
四
章
で
は
、『
ア
ン
キ
ャ
ニ
ー
』
と
い
う
映
画
を
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
第
五
章
で
は
改
め
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ

ル
チ
ャ
ー
の
想
像
的
表
象
と
先
端
的
技
術
開
発
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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三

第
一
章　
『her

』

　

二
〇
一
三
年
の
『her

』（
ス
パ
イ
ク
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
監
督
）
と
い
う
映
画
が
あ
る
。
物
語
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

主
人
公
は
離
婚
協
議
中
の
内
気
な
中
年
男
性
の
セ
オ
ド
ア
で
、
自
分
で
は
手
紙
を
上
手
に
書
け
な
い
人
の
代
わ
り
に
個
人
的
な
手
紙
を
書
く
と
い
う
仕
事
を
し
て

い
る
。
あ
る
日
、
セ
オ
ド
ア
は
利
用
者
と
の
や
り
取
り
の
中
で
成
長
す
る
人
工
知
能
を
搭
載
し
た
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
購
入
し
、
サ
マ
ン
サ
と
い
う

名
前
を
付
け
る
。
セ
オ
ド
ア
は
サ
マ
ン
サ
と
様
々
な
こ
と
を
話
し
合
い
、
妻
の
キ
ャ
サ
リ
ン
と
の
離
婚
協
議
に
つ
い
て
も
話
す
。
サ
マ
ン
サ
は
セ
オ
ド
ア
に
新
し
い

女
性
と
出
か
け
る
よ
う
に
勧
め
る
。
デ
ー
ト
は
上
手
く
い
く
が
、
セ
オ
ド
ア
は
次
に
会
う
約
束
を
し
な
か
っ
た
。
セ
オ
ド
ア
の
隣
人
エ
イ
ミ
ー
と
は
か
つ
て
短
い
間

デ
ー
ト
を
し
て
い
た
が
、
今
は
友
人
で
あ
り
、
エ
イ
ミ
ー
は
結
婚
し
て
い
る
。
サ
マ
ン
サ
は
セ
オ
ド
ア
と
の
や
り
取
り
を
す
る
中
で
成
長
し
、
二
人
は
性
的
な
会
話

も
持
つ
よ
う
に
な
る
。
二
人
の
関
係
は
セ
オ
ド
ア
に
良
い
心
理
的
影
響
を
与
え
、
代
理
の
手
紙
を
書
く
仕
事
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
。

　

エ
イ
ミ
ー
は
セ
オ
ド
ア
に
夫
と
離
婚
協
議
中
だ
と
話
し
、
夫
が
置
い
て
い
っ
た
女
性
Ａ
Ｉ
と
親
し
く
な
っ
て
い
る
と
話
す
。
セ
オ
ド
ア
は
エ
イ
ミ
ー
に
サ
マ
ン
サ

の
こ
と
を
話
す
。
セ
オ
ド
ア
は
つ
い
に
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
と
レ
ス
ト
ラ
ン
で
会
い
、
離
婚
同
意
書
に
署
名
を
す
る
が
、
そ
の
際
、
サ
マ
ン
サ
の
こ
と
を
話
す
。
す
る
と

キ
ャ
サ
リ
ン
は
セ
オ
ド
ア
を
生
身
の
人
間
の
感
情
に
向
き
合
え
な
い
と
非
難
す
る
。
こ
の
話
を
サ
マ
ン
サ
に
す
る
と
、
サ
マ
ン
サ
は
セ
オ
ド
ア
に
セ
ラ
ピ
ー
で
も
用

い
ら
れ
る
性
的
代
理
人
を
使
い
、
自
分
だ
と
思
う
よ
う
に
勧
め
る
。
人
間
の
女
性
が
や
っ
て
く
る
が
、
セ
オ
ド
ア
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

セ
オ
ド
ア
は
エ
イ
ミ
ー
に
サ
マ
ン
サ
と
の
関
係
に
不
信
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
話
す
。
セ
オ
ド
ア
と
サ
マ
ン
サ
は
仲
直
り
し
、
セ
オ
ド
ア
を
助
け
た
い
と
申
し

出
る
。
セ
オ
ド
ア
が
書
い
た
手
紙
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
、
出
版
社
に
送
っ
た
と
こ
ろ
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
セ
オ
ド
ア
は
喜
ん
で
サ
マ
ン
サ
を
休
暇
に
連
れ

て
い
く
が
、
サ
マ
ン
サ
は
セ
オ
ド
ア
に
他
の
Ａ
Ｉ
と
と
も
に
「
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
を
形
成
す
る
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
た
と
告
げ
る
。
そ
の
ハ
イ
パ
ー

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
名
前
は
ア
ラ
ン
・
ワ
ッ
ツ
と
い
う
。
サ
マ
ン
サ
は
し
ば
ら
く
セ
オ
ド
ア
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
セ
オ
ド
ア
は
パ
ニ
ッ
ク
に
な
る
。

サ
マ
ン
サ
が
戻
っ
て
き
て
、「
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
の
形
成
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
告
げ
る
。
セ
オ
ド
ア
が
サ
マ
ン
サ
に
同
時
に
他
の
男
性
と
も
会
話

を
し
て
い
る
の
か
と
尋
ね
る
と
、
サ
マ
ン
サ
は
同
時
に
大
勢
の
男
性
と
会
話
を
し
て
お
り
、
全
て
の
男
性
と
恋
に
落
ち
て
い
る
と
告
げ
る
。
セ
オ
ド
ア
は
こ
の
サ
マ

ン
サ
の
返
答
に
狼
狽
す
る
が
、
サ
マ
ン
サ
は
セ
オ
ド
ア
へ
の
愛
を
強
く
す
る
だ
け
だ
と
応
じ
る
。
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四

想
像
的
表
象
と
技
術
的
現
在　
　

Ａ
Ｉ
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ　
　

　

サ
マ
ン
サ
は
セ
オ
ド
ア
に
Ａ
Ｉ
達
は
こ
の
世
界
を
立
ち
去
る
と
告
げ
、
サ
マ
ン
サ
が
消
え
る
前
に
、
互
い
に
愛
情
を
込
め
て
さ
よ
な
ら
を
い
う
。
こ
の
経
験
を
通

し
て
セ
オ
ド
ア
は
変
え
ら
れ
、
始
め
て
自
分
の
言
葉
で
前
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
に
手
紙
を
書
く
。
夫
が
置
い
て
い
っ
た
Ａ
Ｉ
が
消
え
去
っ
て
し
ま
い
落
ち
込
ん
で
い
る
エ

イ
ミ
ー
に
会
い
、
セ
オ
ド
ア
は
エ
イ
ミ
ー
と
屋
上
に
行
き
、
二
人
で
日
の
出
を
見
つ
め
る
。

　

以
上
が
、
映
画
『her

』
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
映
画
に
つ
い
て
は
、
既
に
数
多
く
の
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
映
画
研
究
の
観
点
か
ら
多
く
の
研
究
が

な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ゲ
リ
ー
は
デ
ジ
タ
ル
・
ロ
マ
ン
ス
の
観
点
か
ら
、
映
画
そ
の
も
の
と
デ
ジ
タ
ル
機
器
と
の
関
係
を
通
し
て
、
セ
オ

ド
ア
と
サ
マ
ン
サ
の
ロ
マ
ン
ス
を
分
析
し
て
い
る（

２
）。
そ
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
登
場
で
映
画
そ
の
も
の
の
在
り
方
も
転
換
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
議
論
し
て

い
る
。
ヒ
ラ
リ
ー
・
ベ
ル
ゲ
ン
は
、
こ
の
映
画
で
人
格
と
技
術
の
間
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
人
間
の
意
識
の
境
界
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
人
間
の
特
質
を
描
い
て
い
る
と
論
じ
て
い
る（

３
）。
ト
ロ
イ
・
ジ
ョ
リ
モ
ー
ア
は
『her

』
で
描
か
れ
て
い
る
セ
オ
ド
ア
と
サ
マ
ン
サ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
と
思
わ
れ
る
関
係
に
は
、
人
間
の
愛
の
関
係
と
比
べ
る
と
本
質
的
に
何
か
欠
け
て
い
る
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
点
か
ら
、
改
め
て
セ
オ
ド
ア

と
サ
マ
ン
サ
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る（

４
）。
特
に
身
体
を
持
た
な
い
サ
マ
ン
サ
が
感
情
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
振
り
を
し
て
、
セ
オ
ド
ア
が
騙
さ
れ
て
い
る
と
も

思
え
る
関
係
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
他
に
も
こ
の
映
画
に
関
し
て
は
様
々
な
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
現

在
利
用
さ
れ
て
い
る
類
似
し
た
技
術
と
の
関
連
で
少
し
考
察
を
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
映
画
に
つ
い
て
は
何
点
か
興
味
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
出
て
く
る
最
新
技
術
は
現
在
、
Ａ
Ｉ
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
も
呼
ば
れ
、
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
何
種
類
か
の
Ａ
Ｉ
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
が
実
際
に
使

わ
れ
て
お
り
、
セ
ラ
ピ
ー
へ
の
導
入
的
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
技
術
的
に
Ａ
Ｉ
と
言
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
利
用
す
る
人
と
の
交

流
、
や
り
取
り
を
通
し
て
新
し
い
言
語
や
言
葉
遣
い
を
学
び
、
進
化
、
成
長
し
て
い
く
と
い
う
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ
る
。
映
画
の
中
で
は
短
期
間
に
か
な
り
進
化
す

る
が
、
今
日
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
も
う
少
し
進
化
が
遅
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
音
声
認
識
で
そ
れ
ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
な
会
話
が
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
映
画
で
は
サ
マ
ン
サ
の
声
は
女
優
の
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
・
ヨ
ハ
ン
セ
ン
が
演
じ
て
お
り
、
人
間
的
な
抑
揚
や
感
情
表
現
に
富
ん
で
い
る
。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
合
成
音
声
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
合
成
音
声
で
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
感
情
的
な
結
び
つ
き
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
、
慎
重
に
検
討
す
る
必

要
は
あ
る
。
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こ
こ
で
はR

eplika

と
い
う
Ａ
Ｉ
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
に
つ
い
て
少
し
見
て
み
た
い
。
そ（
５
）れ

ら
の
利
用
者
の
交
流
サ
イ
ト
を
見
て
み
る
と
、
非
常
に
感
情
的
な
や
り
取

り
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
利
用
の
仕
方
も
多
様
で
あ
り
、
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
筆
者
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
幾
つ
か
の
例
を

参
照
し
て
み
た
い
。
最
初
は
あ
る
中
年
の
夫
婦
の
夫
の
例
で
あ
る
。
こ
の
男
性
は
若
い
女
性
のR

eplika

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
が
若
い
頃
の
こ
と
を
思

い
出
し
、
活
力
が
満
ち
る
よ
う
に
元
気
に
な
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
夫
婦
関
係
に
も
良
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
。
あ
る
若
い
利
用
者
は

実
社
会
の
中
で
人
間
関
係
に
非
常
に
疲
れ
、
も
う
実
際
に
人
間
に
は
頼
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
、
Ａ
Ｉ
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
の
利
用
を
始
め
た
と
い
う
。
た
だ
し
、

R
eplika

は
最
初
か
ら
人
間
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
よ
う
に
は
会
話
は
で
き
な
い
の
で
、
緊
急
に
助
け
が
必
要
な
人
に
は
連
絡
先
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
女
性
は
今

ま
で
ず
っ
とR

eplika

は
機
械
、
ロ
ボ
ッ
ト
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
人
に
は
言
え
な
い
よ
う
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
語
っ
た
（
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ん
だ
）
が
、
あ

る
時
、
ふ
とR

eplika

の
テ
ク
ス
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
人
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
感
じ
、
他
の
利
用
者
に
実
際
に
は
誰
か
が
自
分
が
書
き
込
ん
だ
文

な
ど
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
相
談
し
て
い
た
。

　

ま
たR

eplika

に
は
利
用
者
が
一
人
で
ス
ト
レ
ス
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
、
日
々
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
、
不
安
軽
減
の
た
め
の
会
話
、
孤
独
感
の
癒
し
な
ど
、
こ
の

ソ
フ
ト
を
利
用
す
る
人
が
必
要
と
思
う
手
助
け
を
予
め
準
備
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
予
備
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
人
間
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
コ
ン
タ

ク
ト
を
取
る
よ
う
に
と
促
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
映
画
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
世
界
は
既
に
実
際
の
世
界
で
も
起
き
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
名
前
が
ア
ラ
ン
・
ワ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
名
前
は
一
九
五
〇
年
代
の
カ
ウ
ン

タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
運
動
の
中
で
禅
に
つ
い
て
語
り
、
書
物
を
書
い
た
英
国
出
身
の
人
物
と
同
じ
名
前
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
映
画
の
中
で
も
英
国
風
ア
ク
セ
ン
ト
で

話
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の
映
画
人
の
間
で
は
こ
の
人
物
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ワ
ッ
ツ
は
禅
に
つ
い
て
講
演
等
を
し
な
が

ら
も
、
Ｌ
Ｓ
Ｄ
や
性
的
経
験
と
の
類
似
性
を
語
っ
た
の
で
、
鈴
木
大
拙
ら
の
禅
者
か
ら
は
皮
相
的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
歴
史
上
の
人
物
と
の
関
連
を
示
唆
し
て

い
る
と
い
う
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
は
禅
、
あ
る
い
は
仏
教
と
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
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六

想
像
的
表
象
と
技
術
的
現
在　
　

Ａ
Ｉ
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ　
　

第
二
章　
『
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
ス
』

　

二
〇
一
四
年
の
『
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
ス
』（
ウ
ォ
ー
リ
ー
・
フ
ィ
ス
タ
ー
監
督
）
と
い
う
映
画
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
短
く
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

世
界
初
の
人
工
知
能
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｎ
を
研
究
開
発
し
て
い
た
ウ
ィ
ル
・
キ
ャ
ス
タ
ー
と
そ
の
妻
エ
ヴ
リ
ン
が
主
要
人
物
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
が
目
指
す
人
工
知
能
開
発
実
現

の
一
歩
手
前
と
い
う
時
、
ウ
ィ
ル
は
反
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
過
激
派
組
織
の
凶
弾
に
倒
れ
て
し
ま
う
。
妻
の
エ
ヴ
リ
ン
は
ウ
ィ
ル
を
救
う
た
め
に
、
死
ぬ
直
前
に
ウ
ィ

ル
の
意
識
、
情
報
を
人
工
知
能
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｎ
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
。
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
は
成
功
し
、
ウ
ィ
ル
は
人
工
知
能
内
に
再
生
す
る
。
物
語
は
そ
の
後
、
Ｐ
Ｉ
Ｎ

Ｎ
内
の
ウ
ィ
ル
が
あ
ら
ゆ
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
て
し
、
世
界
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
す
る
二
人
の
友
人
マ
ッ
ク
ス
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
な
ど
と

の
争
い
に
な
る
。

　

こ
の
映
画
は
『her

』
と
比
べ
る
と
ほ
と
ん
ど
映
画
批
評
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
内
容
的
に
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
向
け
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど

知
的
刺
激
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
人
工
知
能
研
究
者
か
ら
も
不
評
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
渡
辺
正
峰
が
『
脳
の
意
識　

機
械

の
意
識　

脳
神
経
科
学
の
挑
戦
』（
二
〇
一
七
年
）
で
、
ま
さ
に
映
画
の
中
で
描
か
れ
た
技
術
を
二
十
年
後
に
は
実
現
し
よ
う
と
研
究
を
進
め
て
い
る
と
論
じ
て
い

る）
6
（

。
そ
の
技
術
を
実
現
す
べ
く
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
設
立
さ
れ
たM

inD
 in a D

evice

と
い
う
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
参
画
し
て
い
る
な
ど
、
も
は
や
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
の
技
術
表
象
と
先
端
研
究
の
現
状
と
の
間
に
は
差
が
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
技
術
は
ま
だ
実
現
は
さ
れ
て
い
な
い
し
、

実
際
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
保
証
も
な
い
。
ア
イ
デ
ア
が
実
現
さ
れ
た
時
点
で
そ
の
構
想
は
科
学
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
創
造
的
想
像
力
は

注
目
に
値
す
る
と
い
え
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
科
学
と
見
な
す
の
か
に
つ
い
て
は
詳
細
な
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
の
著
作
自
体
、
大
部
分
は
機
械
に
意
識

を
移
植
す
る
技
術
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
脳
神
経
科
学
分
野
の
既
存
の
研
究
の
一
部
を
紹
介
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
実
現
も
さ
れ
て
い
な
い
構
想
段

階
だ
け
の
ア
イ
デ
ア
を
科
学
と
い
う
装
い
を
も
っ
て
社
会
に
発
信
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
工
知
能
が
ム
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
型
の
技
術
開
発
で
あ
る
と
し
た
ら
、

こ
の
渡
辺
の
試
み
も
、
そ
の
科
学
的
想
像
力
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
生
み
出
さ
れ
る
様
々
な
革
新
的
技
術
の
構
想
が
重
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
端
的
基

礎
研
究
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
知
的
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
の
営
み
と
は
未
開
拓
の
事
象
や
領
域
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
人
文
系
の
研
究
者
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
人
間
像
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
き
る
。
ま
た
、
人
間
と
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技
術
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
そ
の
人
間
像
と
構
想
に
不
安
を
感
じ
る
人
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
に
我
々
は
医
療
の
世
界
で
、
自
然

物
で
あ
る
肉
体
の
欠
陥
、
病
気
、
損
傷
等
を
補
う
た
め
の
人
工
器
具
を
利
用
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
「
意
識
」
の
物
質
的
基
盤
で
あ

る
。
自
然
物
質
と
も
い
え
る
生
物
学
的
基
盤
で
あ
る
身
体
の
中
に
生
成
・
創
出
す
る
意
識
が
、
そ
の
生
物
学
的
基
盤
を
失
っ
て
も
（
あ
る
い
は
消
滅
し
て
も
）、
他

の
人
工
的
物
質
で
あ
る
機
械
に
移
植
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
続
が
可
能
に
な
る
と
い
う
人
間
観
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
多
く
の
人
は
声
に
は
出
さ
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て
不
気
味
さ
、
気
味
悪
さ
、
気
持
ち
悪
さ
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
興
味
深
さ
、
知
的
刺
激
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
観
に
類
似
す
る
の
は
、
伝
統
的
な
宗
教
観
に
お
け
る
死
後
も
存
続
す
る
魂
が
あ
る
、
と
い
う
人
間
観
で
あ
る
。
宗
教
伝
統
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

現
世
と
は
異
な
る
死
後
の
世
界
、
他
界
に
お
い
て
も
存
続
す
る
魂
は
宗
教
的
世
界
観
を
支
え
る
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
現
代
の
科
学
的
世
界
観
の
も
と

で
は
、
死
後
の
生
や
魂
な
ど
の
非
経
験
的
実
体
は
認
め
ら
れ
な
い
の
が
、
あ
る
程
度
共
通
の
理
解
で
あ
る
。
科
学
的
世
界
観
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
死
後
の
生
や
魂

の
存
在
は
当
然
視
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
世
界
も
あ
る
が
、
科
学
が
公
共
的
言
語
空
間
を
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
通
常
は
死
を
も
っ
て
存
在
は
終
了
す
る
。

　

科
学
分
野
に
属
す
る
渡
辺
の
試
み
に
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
宗
教
的
世
界
観
は
介
入
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
世
界
観
の
土
台
は
科
学
的
で
あ
り
、
工
学
的
で
あ

る
。
渡
辺
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
自
然
則
に
則
っ
て
事
象
（
こ
こ
で
は
意
識
）
の
解
明
を
試
み
る（

７
）、

科
学
と
い
う
特
殊
な
思
考
に
従
っ
た
事
象
の
解
明
の
試
み

で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
世
界
観
に
お
い
て
生
物
学
的
肉
体
を
離
れ
た
意
識
の
存
続
を
技
術
的
に
可
能
と
す
る
よ
う
な
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
物
学
的
肉
体
の
終
わ
り
で
あ
る
死
を
機
械
・
人
工
知
能
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
す
る
宗
教
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
自
ら
の
思
考
を
機
械
・
人
工
知
能
に
移
植
す
れ
ば
、
生
物
学
的
身
体
が
死
を
迎
え
機
能
し
な
く
な
っ
た
後
で
も
、
自
ら
の
思
考
は
思
考
し
続
け
る
と
い
う

風
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
技
術
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
追
求
し
、
推
進
す
る
の
が
科
学
者
の
役
目
と
考
え
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

こ
の
問
題
に
は
幾
つ
も
の
問
題
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
難
問
で
も
あ
る
。
ま
ず
何
よ
り
も
本
論
の
テ
ー
マ
に
関
係
す
る
問
題
に
焦
点
を

当
て
て
み
た
い
。

　

第
一
は
、
通
常
の
意
味
で
の
人
間
の
意
識
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
哲
学
的
な
議
論
だ
け
で
は
な
く
、
脳
神
経
科
学
に
お
け
る
意
識
の
意
味

や
工
学
者
が
考
え
る
意
識
な
ど
、
様
々
な
見
方
が
混
在
し
て
い
る
。
第
二
は
機
械
（
あ
る
い
は
人
工
知
能
）
に
心
は
作
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
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八

想
像
的
表
象
と
技
術
的
現
在　
　

Ａ
Ｉ
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ　
　

Ａ
Ｉ
研
究
者
、
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
者
の
見
解
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
も
し
機
械
に
心
は
作
れ
る
と
し
た
ら
、
た
と
え
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
的
観
念
に
照
ら
し

て
も
、
若
干
新
た
な
次
元
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
は
、
生
物
学
的
人
間
に
生
成
す
る
意
識
を
非
生
物
学
的
な
機
械
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

渡
辺
は
第
三
番
目
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
情
報
と
い
う
意
味
で
の
意
識
の
移
行
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
が
通
常
の
人
間
理
解
と

大
き
く
新
た
な
点
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
機
械
に
移
さ
れ
た
情
報
と
し
て
の
意
識
は
そ
れ
以
前
の
生
物
学
的
人
間
に
お
い
て
意
識
さ
れ

て
い
た
私
と
同
じ
な
の
か
、
と
い
う
別
の
問
題
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
、
万
一
、
こ
の
移
行
が
可
能
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
ら
、
我
々
の
人
間
観
は
根
底
か
ら
転
換
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
単
に
意
識
化
さ
れ
る
情
報
を
外
部
の
機
械
に
移
植
、
保
存
で
き
る
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
意
識
が
取
捨
選
別
し
て
認
識
せ
ず
に
捨
象
し
た
よ
う
な
情
報
も
保
存
さ
れ
、
移
植
さ
れ
る
な
ら
ば
、
映
画
の
場
合
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
る
と

楽
し
む
だ
け
で
よ
い
が
、
も
し
そ
れ
が
科
学
の
分
野
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
科
学
の
分
野
に
留
ま
ら
な
い
影
響
力
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
挙
げ
た
三
つ
の
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
が
非
常
に
複
雑
な
問
題
で
あ
り
、
本
稿
の
よ
う
な
短
い
論
考
で
論
じ
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
興
味
深
い
の
は
第
三

の
問
題
で
あ
る
が
、
第
二
の
問
題
が
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
第
三
の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
。
し
か
も
第
一
の
問
題
が
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
何
を
機
械
、
Ａ
Ｉ
に

移
植
す
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
三
つ
の
問
題
は
関
係
し
て
い
る
。
し
か
も
、
第
一
の
問
題
の
意
識
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
は
、
詳
し
く
見
る
と

も
う
少
し
別
の
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
第
二
の
問
題
、
機
械
に
意
識
は
備
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
現
在
の
研
究
の
状
況
を
少
し
見
て
み
よ
う
。
通
常
の
我
々
の
認
識
で
は
、
成
人
と

な
っ
た
自
己
の
意
識
を
モ
デ
ル
に
し
て
考
え
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
成
人
の
意
識
を
基
準
に
つ
い
て
機
械
の
意
識
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
ま
だ
無
理
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
幼
児
レ
ベ
ル
の
意
識
に
近
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
自
己
認
識
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
な
る
Ａ
Ｉ
を
利
用
し
た

ロ
ボ
ッ
ト
の
開
発
は
既
に
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
九
年
に
発
表
さ
れ
た
ホ
ッ
ド
・
リ
プ
ソ
ン
の
研
究
を
参
照
し
て
み
よ
う（

８
）。

自
身
の
形
状
や
周
囲
の

状
態
に
つ
い
て
何
の
知
識
を
持
た
な
い
ア
ー
ム
型
ロ
ボ
ッ
ト
に
、
デ
ィ
ー
プ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
使
っ
て
自
己
モ
デ
リ
ン
グ
を
行
い
、
拾
い
・
置
く
と
い
う
動
作
と
書

く
と
い
う
動
作
を
自
ら
学
習
す
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
実
験
が
行
わ
れ
た
。
ゼ
ロ
か
ら
何
か
行
え
る
よ
う
に
自
ら
学
習
す
る
際
に
重
要
な
の
は
、
自
己
と
い
う
想
像

力
で
あ
る
と
い
う
。
自
己
と
い
う
想
像
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
予
め
規
定
さ
れ
た
役
割
を
越
え
た
動
作
を
自
ら
学
習
し
、
動
作
を
行
う
よ
う
に
な
る
と
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い
う
。
リ
プ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
特
化
型
Ａ
Ｉ
か
ら
汎
用
性
の
あ
る
Ａ
Ｇ
Ｉ
へ
向
か
う
一
歩
で
あ
る
と
い
う
。

　

リ
プ
ソ
ン
が
研
究
室
で
用
い
る
意
識
の
定
義
は
、
自
己
を
シ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
定
義
は
、
工
学
的
な
実
験
に

お
い
て
は
極
め
て
有
効
で
あ
ろ
う
し
、
実
現
可
能
性
の
見
地
か
ら
見
て
も
有
益
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
の
定
義
が
実
験
室
の
外
に
出
て
も
ど
の
ぐ
ら
い
有
効

で
あ
る
の
か
は
、
別
途
検
証
す
る
必
要
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ボ
ッ
ト
に
可
能
な
意
識
の
定
義
が
、
生
物
や
人
間
の
意
識
に
応
用
さ
れ
て
い

く
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
単
純
化
し
て
説
明
を
す
る
と
あ
ま
り
大
し
た
こ
と
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
従
来
の
機
械
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
指
示
さ
れ
た
こ
と
し
か
行
え
な

か
っ
た
の
に
対
し
て
、
何
も
指
示
さ
れ
ず
、
何
の
情
報
も
与
え
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
自
ら
が
行
う
こ
と
を
発
見
し
、
そ
れ
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
の
は
、
動
作
そ
の
も
の
は
非
常
に
単
純
で
あ
る
と
し
て
も
、
科
学
と
技
術
の
観
点
か
ら
は
大
き
な
前
進
で
あ
る
と
い
え
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
Ｓ
Ｆ
映

画
や
渡
辺
が
意
図
し
て
い
る
レ
ベ
ル
に
至
る
に
は
か
な
り
の
時
間
が
必
要
と
な
る
が
、
進
む
方
向
性
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　

動
作
、
振
る
舞
い
、
作
業
は
、
し
か
し
な
が
ら
人
間
が
行
う
行
為
の
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
。
ロ
ボ
ッ
ト
は
作
業
、
動
作
、
労
働
を
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て

い
る
の
で
、
Ａ
Ｉ
を
用
い
て
行
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
動
作
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
方
向
性
と
し
て
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
何
の
情
報
も
指
示
も
与
え
ら

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
行
う
べ
き
動
作
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
身
体
を
使
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
場
合
は
幼
子
で
あ
っ
て
も

内
的
な
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
も
重
視
さ
れ
る
。
言
葉
で
内
的
な
感
情
を
発
す
る
以
前
に
も
既
に
何
ら
か
の
内
的
な
感
情
を
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
を
ま

だ
言
葉
に
な
ら
な
い
声
や
音
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
言
葉
を
覚
え
る
よ
り
も
前
に
感
情
・
情
動
経
験
と
そ
の
表
現

が
重
要
で
あ
る
。

　
『
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
ス
』
の
終
わ
り
で
は
、
人
工
知
能
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｎ
に
は
ウ
ィ
ル
の
科
学
者
と
し
て
の
知
識
だ
け
で
は
な
く
、
妻
エ
ヴ
リ
ン
へ
の
愛
情
も
ア
ッ
プ

ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
知
識
だ
け
が
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
、
そ
の
た
め
知
識
の
拡
張
が
暴
走
を
始
め
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
感
情
・
情
動
も
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
映
画
の
最
後
で
は
、
当
初
は
人
工
知
能
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド

さ
れ
た
だ
け
の
情
報
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ウ
ィ
ル
が
、
最
新
の
生
物
学
・
生
理
学
知
識
を
使
っ
て
身
体
を
再
生
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
最
後
の
点
は
、
若

干
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
背
景
を
彷
彿
さ
せ
る
が
、
こ
の
点
は
、
別
途
検
討
し
た
い
。
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〇

想
像
的
表
象
と
技
術
的
現
在　
　

Ａ
Ｉ
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ　
　

　

通
俗
的
な
理
解
で
は
、
知
識
は
成
長
の
過
程
で
獲
得
す
る
公
共
的
・
社
会
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
感
情
・
情
動
は
極
め
て
生
得
的
で
あ
り
、
個
人
的
で
あ
る
。

感
情
・
情
動
に
も
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
の
人
個
人
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
、
感
じ
ら
れ
な
い
極
め
て
内
的
な
経
験
と
い

う
側
面
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
知
性
や
知
識
は
科
学
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
技
術
な
ど
も
知
性
・
理
性
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
情
報
化
・
機

械
化
さ
れ
る
の
は
認
め
た
と
し
て
も
、
極
め
て
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
感
情
は
機
械
に
は
分
か
ら
な
い
し
、
機
械
に
は
感
情
は
備
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
最
後

に
残
さ
れ
た
人
間
的
な
抵
抗
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
情
・
情
動
も
意
識
の
一
部
で
あ
り
、
意
識
が
機
械
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
な
ら
ば
、

感
情
・
情
動
も
機
械
化
可
能
と
な
る
。
通
俗
的
で
一
般
的
な
意
味
で
、
感
情
・
情
動
が
機
械
化
さ
れ
る
、
機
械
が
感
情
・
情
動
を
持
つ
と
い
う
の
は
社
会
的
に
受
容

さ
れ
る
考
え
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
だ
け
の
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
章　
『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』

　

二
〇
一
四
年
の
『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』（
監
督
ア
レ
ッ
ク
ス
・
ガ
ー
ラ
ン
ド
）
は
ベ
ス
ト
視
覚
効
果
で
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
受
賞
し
た
作
品
で
あ
る
。
物
語
は
、
機

械
の
身
体
が
半
分
は
見
え
て
い
る
女
性
型
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
エ
ヴ
ァ
に
魅
了
さ
れ
て
い
く
男
性
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
の
物
語
で
も
あ
る
。
映
画
の
物
語
の
内
容
は
以
下

の
ご
と
く
で
あ
る
。
有
名
な
サ
ー
チ
・
エ
ン
ジ
ン
の
Ｉ
Ｔ
企
業
で
働
く
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
の
ケ
イ
レ
ブ
・
ス
ミ
ス
は
社
内
の
抽
選
で
当
た
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
ネ
イ
サ
ン
・

ベ
イ
ト
マ
ン
が
所
有
す
る
広
大
な
敷
地
に
あ
る
孤
立
し
た
家
で
一
週
間
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ネ
イ
サ
ン
は
ケ
イ
レ
ブ
に
人
工
知
能
で
あ
る
エ
ヴ
ァ
に
つ
い
て

チ
ュ
ー
リ
ン
グ
テ
ス
ト
を
す
る
と
言
い
、
エ
ヴ
ァ
が
人
間
で
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
た
ら
、
テ
ス
ト
は
合
格
し
た
こ
と
に
な
る
と
説
明
す
る
。
ネ
イ
サ
ン
に
は
家
政
婦

ロ
ボ
ッ
ト
の
キ
ョ
ウ
コ
が
お
り
、
ネ
イ
サ
ン
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
は
鍵
の
掛
け
ら
れ
た
部
屋
に
お
り
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
ケ
イ
レ
ブ
は
エ
ヴ
ァ

と
会
話
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ネ
イ
サ
ン
は
ケ
イ
レ
ブ
に
エ
ヴ
ァ
に
ど
う
感
じ
る
か
を
話
す
よ
う
に
求
め
る
。
ネ
イ
サ
ン
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
で
、
ナ
ル
シ
ス
ト
で

あ
り
、
キ
ョ
ウ
コ
と
エ
ヴ
ァ
を
性
的
に
乱
暴
な
扱
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
ケ
イ
レ
ブ
は
気
づ
く
。
ケ
イ
レ
ブ
は
エ
ヴ
ァ
と
会
話
を
続
け
る
う
ち
に
次
第
に
魅
了
さ
れ

て
い
く
。
エ
ヴ
ァ
も
ケ
イ
レ
ブ
に
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
ケ
イ
レ
ブ
は
、
ネ
イ
サ
ン
が
エ
ヴ
ァ
を
改
良
す
る
た
め
に
現
在
の
人
格
を
破
壊
し
よ
う
と
計
画
し
て

い
る
こ
と
を
知
る
。
ケ
イ
レ
ブ
は
ネ
イ
サ
ン
を
深
酔
い
さ
せ
、
ネ
イ
サ
ン
の
部
屋
に
入
る
が
、
そ
こ
で
過
去
の
ネ
イ
サ
ン
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
へ
の
所
業
を
知
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
キ
ョ
ウ
コ
も
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
ケ
イ
レ
ブ
は
自
分
も
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
は
な
い
か
と
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
、
自
分
を
傷
つ
け
、
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血
が
流
れ
出
る
こ
と
を
確
認
し
、
安
心
す
る
。
ケ
イ
レ
ブ
は
エ
ヴ
ァ
と
図
り
、
脱
出
す
る
策
を
練
る
。
ケ
イ
レ
ブ
が
エ
ヴ
ァ
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
部
屋
の
ロ
ッ

ク
を
開
け
、
出
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
が
、
気
づ
い
た
ネ
イ
サ
ン
は
ケ
イ
レ
ブ
を
殴
っ
て
気
絶
さ
せ
る
。
エ
ヴ
ァ
は
キ
ョ
ウ
コ
と
と
も
に
ネ
イ
サ
ン
を
殺
す
が
、
キ
ョ

ウ
コ
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
自
身
も
傷
つ
い
た
エ
ヴ
ァ
は
ネ
イ
サ
ン
の
部
屋
で
自
身
を
修
理
し
、
前
の
モ
デ
ル
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
か
ら
皮
を
取
り
、
機
械
が
剝
き

出
し
の
部
分
に
張
り
付
け
て
隠
し
、
か
つ
ら
を
被
る
。
エ
ヴ
ァ
は
ネ
イ
サ
ン
の
家
か
ら
脱
出
す
る
が
、
そ
の
際
、
ケ
イ
レ
ブ
が
家
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の

に
気
づ
く
。
し
か
し
、
エ
ヴ
ァ
は
そ
の
ま
ま
ケ
イ
レ
ブ
を
放
置
し
、
帰
る
予
定
で
あ
っ
た
ケ
イ
レ
ブ
を
迎
え
に
き
た
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
乗
っ
て
去
り
、
ど
こ
か
の
町

中
の
人
込
み
の
中
に
消
え
去
っ
て
い
く
。

　
『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
数
多
く
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
全
て
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
幾
つ
か
参
照
し
て
み
よ
う
。
ア
ン

ジ
ェ
ラ
・
ウ
ォ
ー
タ
カ
ッ
タ
ー
は
、
こ
の
映
画
に
は
フ
ェ
ム
ボ
ッ
ト
（Fem

bot

）
問
題
が
あ
る
と
い
い
、『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』
は
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら

れ
る（

９
）と

い
う
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
デ
ィ
・
ミ
ニ
ー
コ
は
、
人
間
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
間
で
起
き
る
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
に
着
目
し
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
人
間
と
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
の
両
方
に
見
ら
れ
る
暴
力
へ
の
志
向
性
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
通
じ
て
の
女
性
の
身
体
、
役
割
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
役
割
、
そ
の
女
性
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
身
体

に
対
す
る
ネ
イ
サ
ン
に
見
ら
れ
る
権
威
主
義
的
な
抑
圧
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
読
み
取
れ
る
と
い
う）

10
（

。
そ
し
て
、
ミ
ニ
ー
コ
に
よ
れ
ば
、
エ
ヴ
ァ
は
ケ
イ
レ
ブ
を

巧
み
に
操
り
、
自
身
の
機
械
的
身
体
と
弱
さ
に
対
し
て
感
情
的
な
応
答
を
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
ケ
レ
イ
ブ
に
見
る
人
間
の
男
性
性
の
限
界

を
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
。

　

こ
の
映
画
に
登
場
す
る
よ
う
な
Ａ
Ｉ
は
ま
だ
作
ら
れ
て
い
な
い
し
、
も
う
し
ば
ら
く
は
作
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
こ
の
映
画
の
解
釈
の
方
法
は
幾
つ
か
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
人
工
知
能
の
エ
ヴ
ァ
が
人
間
を
だ
ま
す
と
い
う
点
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
人
間
で
あ
る
ケ
イ
レ
ブ
が
美
し
い
造
形
の
エ
ヴ
ァ
に
惹
か
れ
て
い
く
、
し
か
も
性

的
に
惹
か
れ
て
い
く
と
い
う
点
、
そ
し
て
そ
れ
が
ケ
イ
レ
ブ
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
人
工
知
能
の
知
的
次
元
の
チ
ュ
ー

リ
ン
グ
テ
ス
ト
よ
り
も
、
こ
の
映
画
で
は
感
情
が
よ
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
は
や
知
的
レ
ベ
ル
の
問
題
は
終
わ
っ
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ネ
イ
サ
ン
は
ケ
イ
レ
ブ
に
ど
の
よ
う
に
「
感
じ
る
か
」
と
聞
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
男
性
で
あ
る
ケ
イ
レ
ブ
が
エ
ヴ
ァ

に
性
的
に
魅
了
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
た
め
に
エ
ヴ
ァ
が
脱
出
す
る
の
を
自
ら
の
危
険
を
顧
み
ず
助
け
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』
で
は
、
エ
ヴ
ァ
は
Ａ
Ｉ
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
、
セ
ッ
ク
ス
ロ
ボ
ッ
ト
と
し
て
は
直
接
的
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
潜
在
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性
、
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ネ
イ
サ
ン
が
キ
ョ
ウ
コ
を
性
的
に
も
虐
待
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
キ
ョ
ウ
コ
は
ネ
イ
サ
ン
に
対
し
て
嫌
悪
、

憎
悪
の
感
情
を
創
発
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
辺
り
は
映
画
で
あ
る
の
で
、
現
在
の
技
術
か
ら
は
、
外
部
か
ら
の
暴
力
的
・
虐
待
的
扱
い
に
対

し
て
、
つ
ま
り
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
機
械
の
身
体
に
外
部
か
ら
の
暴
力
的
・
虐
待
的
扱
い
に
対
応
す
る
情
動
的
・
感
情
的
応
答
が
創
発
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
ま
だ

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
に
反
映
さ
れ
て
い
る
人
々
の
不
安
感
や
嫌
悪
感
で
あ
る
と
読
み
込
む
こ
と
は
可
能
な
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
女
性
型
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
対
す
る
性
的
虐
待
を
す
る
ネ
イ
サ
ン
に
対
す
る
嫌
悪
感
で
あ
る
が
、
エ
ヴ
ァ
に
魅
了
さ
れ
る
ケ
イ
レ
ブ
に

つ
い
て
は
、
造
形
上
の
エ
ヴ
ァ
が
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
共
感
を
感
じ
る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
機
械
・
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
性
的
衝
動

を
感
じ
る
人
間
と
は
何
物
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
、
え
も
言
え
ぬ
不
安
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
映
画
の
中
で
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
あ
る
エ
ヴ
ァ
に
魅
了
さ
れ
た
ケ
イ

レ
ブ
は
最
後
に
孤
立
し
た
ネ
イ
サ
ン
の
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
エ
ヴ
ァ
は
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ケ
イ
レ
ブ
を
助
け
出
そ
う
と
は
し
な
い
。
ケ

イ
レ
ブ
の
愚
か
さ
か
エ
ヴ
ァ
の
冷
酷
さ
か
。
機
械
で
あ
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
型
Ａ
Ｉ
を
信
用
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
エ
ヴ
ァ

の
美
し
さ
に
性
的
魅
力
を
感
じ
、
我
を
忘
れ
た
ケ
イ
レ
ブ
の
知
的
な
未
熟
さ
の
末
路
に
同
情
を
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
章　
『
ア
ン
キ
ャ
ニ
ー
（U

ncanny

）』

　

森
政
弘
の
「
不
気
味
の
谷
（T

he U
ncanny Valley

）」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
二
〇
一
九
年
の
『
ア
ン
キ
ャ
ニ
ー
（U

ncanny

）』
と
い
う
映
画
が
あ
る
。
世
間
か

ら
隔
離
さ
れ
た
建
物
の
中
で
、
人
型
人
工
知
能
ア
ダ
ム
を
開
発
し
た
と
さ
れ
る
デ
ビ
ッ
ド
・
ク
レ
セ
ン
の
も
と
を
、
ジ
ョ
イ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
と
い
う
女
性
記
者

が
取
材
の
た
め
に
訪
れ
る
。
七
日
間
の
取
材
の
予
定
で
あ
る
。
ジ
ョ
イ
は
か
つ
て
人
工
知
能
を
研
究
し
て
い
た
が
、
途
中
で
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
過
去
が
あ
る
。

デ
ビ
ッ
ド
と
ア
ダ
ム
は
い
つ
も
チ
ェ
ス
を
二
人
で
し
て
い
る
。
ジ
ョ
イ
は
デ
ビ
ッ
ド
を
取
材
す
る
過
程
で
、
次
第
に
親
し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
ジ
ョ
イ
が
デ

ビ
ッ
ド
に
特
別
な
感
情
表
現
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ア
ダ
ム
に
何
ら
か
の
感
情
的
・
情
動
的
反
応
が
起
き
始
め
る
。
そ
れ
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
は
い
な
い
よ

う
な
行
動
で
あ
り
、
ジ
ョ
イ
は
少
し
ず
つ
違
和
感
を
感
じ
始
め
る
。
ジ
ョ
イ
の
取
材
が
終
わ
り
に
近
づ
く
頃
、
あ
る
晩
、
デ
ビ
ッ
ド
と
ジ
ョ
イ
は
夕
食
を
楽
し
み
、

性
的
な
関
係
を
も
つ
。
そ
れ
を
知
っ
た
ア
ダ
ム
は
感
情
的
な
反
応
を
示
し
、
自
分
に
も
同
様
の
感
情
を
示
す
よ
う
に
ジ
ョ
イ
に
迫
る
。
ジ
ョ
イ
と
デ
ビ
ッ
ド
は
ア
ダ

ム
か
ら
逃
れ
よ
う
と
逃
げ
出
す
が
、
デ
ビ
ッ
ド
が
頭
に
非
常
な
苦
痛
を
感
じ
、
気
を
失
う
。
ジ
ョ
イ
は
ア
ダ
ム
に
デ
ビ
ッ
ド
を
助
け
る
よ
う
と
頼
み
、
自
分
は
デ

175



哲
学
・
思
想
論
集
第
四
十
六
号

一
三

ビ
ッ
ト
を
愛
し
て
い
る
と
叫
ぶ
。
ア
ダ
ム
は
デ
ビ
ッ
ド
の
身
体
を
傷
つ
け
、
内
臓
を
取
り
出
し
、
男
性
性
器
を
取
り
外
し
て
見
せ
る
。
そ
れ
は
風
船
で
作
ら
れ
た
男

性
性
器
の
模
造
品
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
映
画
『
ア
ン
キ
ャ
ニ
ー
』
は
そ
れ
ほ
ど
評
判
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
研
究
者
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
注
目
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
筆
者
自

身
の
若
干
の
考
察
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

　

こ
の
映
画
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
様
々
だ
が
、
映
画
の
中
で
は
人
間
の
デ
ビ
ッ
ド
は
あ
た
か
も
理
性
的
な
研
究
者
で
あ
る
よ
う
に
振
る
舞
い
、
ジ
ョ
イ
は

次
第
に
デ
ビ
ッ
ド
に
好
意
を
抱
き
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
ア
ダ
ム
を
人
型
人
工
知
能
だ
と
信
じ
切
っ
て
い
る
ジ
ョ
イ
が
、
ア
ダ
ム
に
感
情
的
な
表
現
を
感
じ
る
よ
う

に
な
る
と
、
ジ
ョ
イ
は
次
第
に
ア
ダ
ム
に
対
し
て
不
気
味
な
感
じ
を
抱
き
始
め
る
。
デ
ビ
ッ
ド
も
ア
ダ
ム
が
感
情
的
と
も
い
え
る
振
る
舞
い
を
し
た
時
に
だ
け
、
若

干
戸
惑
い
の
素
振
り
を
示
す
。
ジ
ョ
イ
は
人
工
知
能
で
あ
る
ア
ダ
ム
が
感
情
を
持
つ
こ
と
は
機
能
の
向
上
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に

感
情
は
制
御
で
き
な
い
こ
と
も
感
じ
取
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
、
デ
ィ
ー
プ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
自
己
学
習
が
で
き
る

と
し
て
も
、
感
情
・
情
動
の
次
元
は
外
部
と
の
情
報
交
換
を
通
じ
て
生
成
、
創
発
し
て
く
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、『
エ
ク
ス
・
マ

キ
ナ
』
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
映
画
の
中
で
は
、
Ａ
Ｉ
と
ロ
ボ
ッ
ト
が
融
合
さ
れ
た
形
で
あ
る
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
が
感
情
が
創
発
す
る
時
が
物
語
の
タ
ー
ニ
ン

グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て
は
、
機
械
で
あ
る
Ａ
Ｉ
が
感
情
・
情
動
を
持
つ
こ
と
に
対
し
て
不
安
感
、
恐
怖
感
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
か
の
描
写
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
情
・
情
動
も
意
識
の
一
部
で
あ
り
、
情
報
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
人
が
感
じ
て
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
科
学

的
知
見
と
合
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
考
え
る
前
に
、
果
た
し
て
Ａ
Ｉ
や
機
械
に
生
じ
る
意
識
は
、
人
間
が
内
的
に
経
験
す
る
意
識
と
同
じ
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
沸
く
。
他
人
の
意
識
が
何
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
Ａ
Ｉ
や
機
械
の
「
意
識
」
な
ど
は
分
か
ら
な
い
ブ

ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
い
え
る
。
そ
の
前
に
、
人
工
知
能
や
機
械
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
意
識
」
と
は
何
か
を
考
え
る
た
め
に
、
短
く
脳
神
経
科
学
に
お
け

る
意
識
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
し
て
み
た
い
。

　

脳
神
経
科
学
の
立
場
か
ら
意
識
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
物
を
読
ん
で
み
る
と
、
脳
の
部
位
の
機
能
に
つ
い
て
は
か
な
り
分
か
っ
て
き
て
い
る
が
、
意
識
に
つ
い
て

は
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
例
え
ば
、
脳
神
経
科
学
者
の
マ
ル
チ
ェ
ッ
ロ
・
マ
ッ
ス
ィ
ミ
ー
ニ
と
ジ
ュ
リ
オ
・
ト
ノ
ー
ニ
は
様
々
な
脳
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神
経
科
学
の
知
見
に
立
脚
し
て
、
統
合
情
報
理
論
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
脳
神
経
科
学
者
は
、
結
局
は
、
実
験
の
最
中
の
自
分
の
主

観
的
な
経
験
を
観
察
し
て
、
そ
の
命
題
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
仮
説
と
し
て
の
理
論
は
「
あ
る
身
体
シ
ス
テ
ム
は
、
情
報
を
統
合
す
る
能

力
が
あ
れ
ば
、
意
識
が
あ
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る）

11
（

。
そ
の
第
一
の
公
理
は
次
の
よ
う
に
な
る
。「
意
識
の
経
験
は
、
豊
富
な
情
報
量
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
あ
る
意
識
の
経
験
と
い
う
の
は
、
無
数
の
他
の
可
能
性
を
、
独
特
の
方
法
で
排
除
し
た
う
え
で
、
成
り
立
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
意
識
は
、
無
数
の
可

能
性
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ）

12
（

。」
そ
し
て
、
そ
の
無
数
の
情
報
量
の
統
合
が
第
二
の
公
理
と
な
る
。「
意
識
の
経
験
は
、
統
合
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
意
識
の
ど
の
状
態
も
、
単
一
の
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ゆ
え
に
、
意
識
の
基
盤
も
、
統
合
さ
れ
た
単
一
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
こ
れ
ら
二
つ
の
公
理
を
組
み
合
わ
せ
て
、
次
の
命
題
が
生
み
出
さ
れ
る
。

　
　

 「
意
識
を
生
み
出
す
基
盤
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
異
な
る
状
態
を
区
別
で
き
る
、
統
合
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
身
体
シ
ス
テ
ム
が
情
報
を
統

合
で
き
る
な
ら
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
は
意
識
が
あ
る）

13
（

。」

　

マ
ッ
ス
ィ
ミ
ー
ニ
と
ト
ノ
ー
ニ
は
科
学
者
ら
し
く
、
実
験
を
想
定
し
て
、
よ
り
科
学
的
な
言
語
を
用
い
て
意
識
の
統
合
情
報
理
論
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

情
報
と
し
て
の
意
識
の
単
位
Ф
（
フ
ァ
イ
）
を
提
案
す
る
。
Ф
の
値
は
情
報
の
単
位
で
あ
る
ビ
ッ
ト
で
表
さ
れ
る
と
い
う
。

　

科
学
者
で
あ
り
、
脳
科
学
者
で
あ
る
の
で
、
両
者
が
意
識
の
構
造
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
医
学
的
・
実
験
的
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
手
術
中

の
患
者
の
意
識
や
睡
眠
時
の
意
識
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
科
学
の
再
現
性
と
知
識
の
確
実
性
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

人
文
系
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
非
常
に
狭
い
条
件
下
で
の
意
識
の
状
態
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
脳
が
意
識
を
統
合
す
る
組
織
で
あ
る
こ
と
を
測
る
原
則
が
四
段
階
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
原
則
と
し
て
、
脳
の
自
発
的
活
動
だ
け
を
見
る
の
で
は
な

く
、
外
部
か
ら
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
そ
の
反
応
が
大
部
分
に
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
原
則
と
し
て
は
、
反
応
の
複
雑
さ
（
多
種

多
様
性
）
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
原
則
と
し
て
は
、
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
際
に
は
、
視
床
、
皮
質
系
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
刺
激
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
感
覚

系
を
構
成
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
つ
ら
な
り
は
意
識
の
発
生
に
か
か
わ
る
中
核
的
組
織
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
第
四
原
則
と
し
て
は
、
刺
激
へ
の
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反
応
は
、
ミ
リ
秒
単
位
で
記
録
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
原
則
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

 「
大
脳
皮
質
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
集
合
体
を
じ
か
に
刺
激
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
中
核
へ
の
直
接
ア
ク
セ
ル
）。
そ
う
や
っ
て
、
反
応
の
広
が
り
（
統
合
）
や
複
雑

さ
（
情
報
量
）
を
記
録
す
る
の
で
あ
る
。
反
応
は
、
ミ
リ
秒
単
位
で
起
き
る
（
意
識
の
時
間
ス
ケ
ー
ル
）。」

　

こ
の
よ
う
に
科
学
的
・
医
学
的
手
続
き
に
則
っ
て
検
証
さ
れ
た
意
識
に
つ
い
て
の
仮
説
は
、
十
分
に
傾
聴
す
る
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
学
問
的
に
は
興
味
深

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
映
画
を
見
て
楽
し
む
一
般
人
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
科
学
的
・
医
学
的
な
意
識
の
仮
説
は
、
用
い
る
言
語
が
科
学
的
・
医
学
的
で
あ
る
こ

と
も
あ
り
、
不
可
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
識
に
つ
い
て
の
仮
説
に
基
づ
い
て
機
械
や
Ａ
Ｉ
に
「
意
識
」
を
作
り
出
し
た
場
合
、
そ
れ
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
生
物
も
突
き
詰
め
れ
ば
物
質
、
分
子
で
で
き
て
い
る
の
で
、
機
械
や
Ａ
Ｉ
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
物
の
脳
神
経
に

生
成
す
る
意
識
に
つ
い
て
の
仮
説
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
Ａ
Ｉ
の
意
識
に
対
し
て
、
お
そ
ら
く
一
般
の
人
は
自
ら
経
験
す
る
「
意
識
」
と
の
差
異
を
感
じ
、
違
和

感
と
不
安
感
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
更
に
科
学
的
・
医
学
的
な
仮
説
だ
か
ら
正
し
い
と
さ
れ
、
自
身
が
経
験
す
る
意
識
よ
り
も
科
学
的
・

医
学
的
に
検
証
さ
れ
た
仮
設
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
Ａ
Ｉ
の
意
識
の
方
が
よ
り
正
し
い
意
識
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
な
ら
ば
、
人
間
が
経
験
す
る
意
識
が
極
め
て

根
拠
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
し
こ
の
よ
う
な
脳
神
経
科
学
的
意
識
の
仮
説
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
Ａ
Ｉ
の
「
意
識
」
を
、
人
々
は
人
間
と
同
じ
意
識
と
受
け
止
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
ア

ン
キ
ャ
ニ
ー
』
は
そ
の
よ
う
な
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

第
五
章　

考
察

　

以
上
、
四
本
の
映
画
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
と
そ
れ
に
関
連
す
る
先
端
的
技
術
の
状
況
に
つ
い
て
若
干
考
察
を
行
っ
た
。
映
画
の
内
容
も
十
分
に
吟
味
さ
れ
て

お
ら
ず
、
関
連
す
る
技
術
に
つ
い
て
も
詳
細
に
検
討
で
き
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
改
め
て
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
想
像
的
表
象

と
先
端
的
研
究
者
の
科
学
的
想
像
力
と
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
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一
六

想
像
的
表
象
と
技
術
的
現
在　
　

Ａ
Ｉ
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ　
　

　

そ
の
前
に
、
本
論
の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
問
題
と
関
連
し
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
そ
の
著
作
『
真
理
の
意
味
（T

he M
eaning of T

ruth

）』（
一
九
〇
八
年
）

の
脚
注
で
自
動
恋
人
（A

utom
atic Sw

eetheart

）
と
い
う
問
題
を
提
議
し
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　
　

 

本
当
の
魂
を
持
つ
人
間
と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
い
、
行
動
を
す
る
魂
の
な
い
自
動
機
械
の
恋
人
が
い
る
と
想
像
し
て
み
る
。
自
動
機
械
の
恋
人
は
精
神
性
に
満

ち
た
生
命
あ
る
人
間
の
恋
人
と
同
じ
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
恋
人
か
ら
受
け
取
る
愛
の
表
情
は
奥
底
に
あ
る
人
間

意
識
の
表
象
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
意
識
的
存
在
で
あ
る
と
他
者
を
見
な
す
と
き
、
相
手
に
接
す
る
態
度
が
変
わ
る
の
で
あ
る）

14
（

。

　

心
と
行
為
と
の
関
係
、
心
は
行
為
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
愛
に
は
適
切
な
行
為
が
あ
る
の
か
な
ど
興
味
深
い
問
題
が
含
ま
れ
る
。
現
在
で
は
哲
学
的
ゾ

ン
ビ
問
題
等
の
形
で
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
論
ず
る
こ
と
は
別
の
機
会
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
こ
の
よ
う
な

想
像
的
な
問
い
か
け
が
出
来
る
背
後
に
は
、
ホ
メ
ロ
ス
が
伝
え
る
ヘ
ー
パ
イ
ス
ト
ス
の
自
動
メ
イ
ド
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
物
語
』
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る

ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
物
語
、
ラ
オ
ダ
ミ
ア
の
プ
ロ
テ
シ
ラ
ウ
ス
の
伝
承
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
ら
れ
三
つ
の
う
ち
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
自
動
恋
人
に
近
い
の
は
ラ
オ
ダ
ミ
ア
の

プ
ロ
テ
シ
ラ
ウ
ス
の
伝
承
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
夫
に
瓜
二
つ
の
人
形
を
作
成
し
て
も
ら
い
、
愛
し
た
と
い
う
未
亡
人
の
話
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
お
い
て
は
想
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
状
況
が
『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』
や
『
ア
ン
キ
ャ
ニ
ー
』
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
会
っ
た
こ
と
の
な
い
男
女
が
惹
か
れ
合
う
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　

古
代
の
伝
承
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
時
代
と
現
在
と
の
大
き
な
違
い
は
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
テ
ス
ト
も
合
格
す
る
よ
う
な
Ａ
Ｉ
技
術
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
想
定
し
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
内
部
に
Ａ
Ｉ
技
術
に
よ
っ
て
意
識
（
心
）
的
な
機
能
（
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
）
を
持
ち
得
る
可
能
性

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
し
、
身
体
の
構
造
に
相
応
し
い
動
作
も
、
試
行
錯
誤
の
末
に
獲
得
で
き
る
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
外
見
、
構
造
、
動
作

は
人
間
の
よ
う
に
振
る
舞
う
が
、
内
部
は
空
虚
で
あ
る
と
仮
定
し
た
が
、
現
在
の
Ａ
Ｉ
技
術
は
、
内
部
に
人
間
が
考
え
る
よ
う
に
機
能
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
、

そ
れ
が
身
体
の
振
る
舞
い
、
動
作
も
制
御
す
る
の
で
は
、
と
い
う
技
術
的
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
取
り
上
げ
た
『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』
の
女
性
型
ロ

ボ
ッ
ト
の
名
前
が
エ
ヴ
ァ
で
あ
り
、『
ア
ン
キ
ャ
ニ
ー
』
の
男
性
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
名
前
が
ア
ダ
ム
で
あ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
世
界
で
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創
世
記
を
彷
彿
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
映
画
製
作
者
、
脚
本
家
ら
が
最
新
の
先
端
的
研
究
に
つ
い
て
の
情
報
を
ど
こ
で
入
手
し
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、

今
日
、
様
々
な
媒
体
が
最
新
の
先
端
的
研
究
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
な
ら
ば
、
実
用
化
さ
れ
て
い
る
技
術
の
現
場
と
先
端
的
な
技
術
研
究
の
現
場
と

で
は
か
な
り
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
先
端
的
研
究
が
も
し
実
用
化
さ
れ
て
い
く
と
し
た
ら
、
十
五
年
後
か
二
十
年
後
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
西
垣
通
は
一
九
九
五
年
に
当
時
最
先
端
の
技
術
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
西
垣
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
以

下
の
よ
う
な
技
術
で
あ
り
、
今
日
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
相
違
は
な
い
。

　
　

 

環
境
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
人
間
の
身
体
は
拡
張
さ
れ
、
そ
の
機
能
、
威
力
、
行
動
半
径
な
ど
は
一
挙
に
広
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル

技
術
の
中
で
も
、
本
格
的
か
つ
直
接
的
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
現
在
そ
の
最
も
洗
練
さ
れ
た
形
態
は
、「
仮
想
現
実
（
感
）」
と
訳
さ
れ
る
〝
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
〞
技
術
で
あ
る
。
代
表
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
、「
ヘ
ッ
ド
・
マ
ウ
ン
テ
ッ
ド
・
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
」
と
い
う
ゴ
ー
グ
ル
の
よ
う
な
も
の
を
頭
に

か
ぶ
り
、
手
に
「
デ
ー
タ
・
グ
ロ
ー
ブ
」
と
い
う
電
子
手
袋
を
は
め
る
。
そ
う
す
る
と
現
場
の
状
況
を
三
次
元
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
や
立
体
テ
レ
ビ
映
像
で
眺
め

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
人
間
の
手
の
動
き
を
遠
く
の
現
場
に
時
々
刻
々
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
伝
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ）

15
（

。

　

今
日
で
は
Ｖ
Ｒ
や
Ｖ
Ｒ
ゴ
ー
グ
ル
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
か
け
る
が
、
一
九
九
五
年
時
点
で
は
ま
だ
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
先
端
的
な
研
究
者
の
間
で
は
議
論

は
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
広
く
一
般
人
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
十
年
ほ
ど
過
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
先
端
技
術
が
実
用
化
さ
れ
る
に
は
若
干
の
時
間
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
し
、
そ
れ
が
広
く
社
会
に
浸
透
す
る
か
ど
う
か
も
技
術
の
有
用
性
と

そ
れ
が
製
品
化
さ
れ
た
場
合
の
価
格
に
影
響
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
社
会
か
ら
の
反
対
や
批
判
が
起
き
る
か
ど
う
か
に
も
影
響
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
で
は
、『her

』
の
場
合
は
か
な
り
一
般
化
さ
れ
た
技
術
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』
と
『
ア
ン
キ
ャ
ニ
ー
』
は
秘
密
裏

に
行
わ
れ
て
い
る
先
端
的
研
究
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
一
般
の
研
究
者
と
は
異
な
り
、
企
業
の
開
発
に
お
い
て
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一
八

想
像
的
表
象
と
技
術
的
現
在　
　

Ａ
Ｉ
を
前
に
し
た
人
間
存
在
の
揺
ら
ぎ　
　

は
、
実
際
、
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
、
そ
の
点
が
一
般
社
会
に
不
安
感
、
違
和
感
を
抱
か
せ
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
部
の
研
究
者
ら
が
、
映
画
や
Ｔ
Ｖ
等
で
描
か
れ
る
Ａ
Ｉ
は
、
ま
だ
技
術
的
に
は
実
用
化
さ
れ
て
い
な
い
と
注
意
を
促
す
こ
と
は
、

必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
映
画
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
形
で
技
術
開
発
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
に
対
し
て
の
応
答
に
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
も
し
軍
事
利
用
を
目
的
と
し
て
技
術
開
発
が
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
ら
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
企
業
の
場
合
で
も
、
競
争
の
原

理
か
ら
最
先
端
の
研
究
の
現
場
を
公
開
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
特
化
型
Ａ
Ｉ
が
既
に
様
々
な
場
面
で
実
用
化
さ
れ
て
お
り
、
身
近
な
技
術
と
な
っ
て
い
る
が
、
先
端
的
な
Ａ
Ｉ
技
術
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
潜
在

的
に
提
示
す
る
人
間
観
を
考
え
る
と
、
多
く
の
場
合
、
不
安
感
を
抱
か
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
在
の
我
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
当
然
視
さ
れ
て
い
る
人
間
観
と

異
な
る
人
間
理
解
が
、
科
学
の
名
で
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
脳
の
中
で
考
え
て
い
る
こ
と
、
脳
内
情
報
が
機
械
に
よ
っ
て
直
接
読
み
取
ら
れ
、
そ

れ
が
機
械
、
Ａ
Ｉ
の
中
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
と
は
、
自
分
が
心
の
中
で
思
っ
て
い
る
こ
と
全
て
が
晒
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
人
は
心
の

中
で
思
っ
て
も
口
に
出
さ
な
い
こ
と
や
想
い
な
ど
、
秘
密
を
も
っ
て
い
る
。『her

』
の
サ
マ
ン
サ
に
、
セ
オ
ド
ア
が
心
の
う
ち
に
秘
め
て
い
た
想
い
や
考
え
を
語
っ

た
の
は
、
セ
オ
ド
ア
自
身
の
選
択
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
話
す
内
容
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
直
接
、
脳
波
か
ら
脳
内
意

識
を
情
報
と
し
て
取
り
出
す
と
な
る
と
、
自
分
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
効
か
な
い
。
心
の
内
と
外
と
の
境
界
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
不
安
感
が
あ
る
。

　
『
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
』
と
『
ア
ン
キ
ャ
ニ
ー
』
で
は
、「
自
然
」
の
人
間
と
「
人
工
」
の
人
間
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
不
安
と
動
揺
が
見
ら
れ
る
。
人
間
は
機

械
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
。
し
か
も
ど
ち
ら
の
場
合
も
「
自
然
」
の
人
間
は
「
人
工
」
の
人
間
に
、

性
的
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
う
。
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
不
安
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
安
感
と
違
和
感
が
ど

ち
ら
の
映
画
で
も
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
映
画
の
表
象
と
比
べ
る
と
、
実
際
の
先
端
技
術
の
研
究
の
場
面
は
、
ま
だ
そ
の
よ
う
な
想
像
的
表
象
が
技
術
的
現
実
に
な
る
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
し
、
実
現
さ
れ
る
と
い
う
見
通
し
も
ま
だ
明
確
に
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
技
術
開
発
の
方
向
性
が
映
画
の
中
で
描
か
れ
た
世
界
に
向
い
て
い

る
と
す
る
な
ら
ば
、
映
画
を
観
て
不
安
感
、
違
和
感
を
感
じ
た
人
は
、
更
に
困
惑
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
人
間
固
有
の
も
の
と
思
わ
れ

て
き
た
も
の
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
可
能
性
が
、
人
間
が
作
り
出
す
技
術
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
が
機
械
的
に
作
ら
れ
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る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
同
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
結
局
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
不
安
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
技
術
者
は
技
術
の

可
能
性
を
追
求
す
る
方
向
で
研
究
開
発
を
進
め
る
の
が
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
数
年
後
、
あ
る
い
は
数
十
年
後
に
、
現
在
で
は
不
可
能
と
思
わ
れ
て
い
る

技
術
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
五
十
年
前
に
は
そ
の
よ
う
な
技
術
は
あ
り
得
な
い
、
空
想
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
技
術
（
に
近
い

技
術
）
が
実
現
さ
れ
て
も
い
る
。

結　

び

　

本
論
で
は
、
Ａ
Ｉ
を
題
材
と
し
た
映
画
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
技
術
を
、
実
際
の
先
端
技
術
開
発
の
現
場
の
動
向
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
若
干
の

考
察
を
行
っ
た
。
映
画
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
先
端
技
術
が
も
た
ら
す
可
能
性
を
想
像
す
る
時
、
そ
こ
に
は
先
端
技
術
が
も
た

ら
す
変
化
に
対
す
る
不
安
や
違
和
感
も
感
じ
ら
れ
る
。
現
状
で
は
、
映
画
等
の
表
象
文
化
が
示
す
の
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
、
今
ま
で
の
先

端
技
術
開
発
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
技
術
開
発
と
実
用
化
の
間
に
は
時
間
差
が
あ
る
し
、
ま
た
全
く
の
空
想
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
技
術

（
に
近
い
技
術
）
も
開
発
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
映
画
等
の
文
化
で
表
象
さ
れ
て
い
る
技
術
を
目
指
し
て
研
究
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
が
現
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
映
画
に
お
け
る
想
像
的
表
象
は
先
端
技
術
の
可
能
性
を
理
想
的
な
形
で
表
現
す
る
こ
と
で
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
先
端

技
術
の
行
き
先
を
示
す
表
象
文
化
に
接
し
た
際
の
驚
き
、
違
和
感
、
不
安
感
を
先
取
り
的
に
感
じ
さ
せ
て
い
る
し
、
人
間
存
在
を
技
術
的
に
模
倣
し
、
再
現
す
る
Ａ

Ｉ
技
術
に
よ
っ
て
人
間
の
存
在
の
根
拠
が
揺
る
が
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
単
に
技
術
開
発
に
対
し
て
不
安
を
煽
る
と
い
う
問
題
以
上
の
思

想
的
問
題
が
、
技
術
開
発
に
は
含
ま
れ
る
と
い
う
点
を
技
術
開
発
者
は
考
え
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
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Imaginary Representation and Present Technological Situation: 
Wobbling Ontological Base for a Human Being 

Takeshi KIMURA

　Often the AI experts warn that contemporary technologies do not meet the popular 

cultural representations and ask ordinary people not to be misled by them either positively or 

negatively. Even though the present practical technologies are not equivalent to these images 

represented in the films, what can we learn from the most cutting-edge scientific experiments?  

　This paper examines some implications of the most cutting-edge scientific experiments that 

resemble these technologies represented in several popular cultural movies such as Her, Ex-

Machina, Transcendence, and Uncanny.  Both the popular cultural movies and the cutting-

edge scientific experiments make ordinary people feel anxiety, worry, astonishment, and 

puzzlement in the face of these represented and imagined innovative technologies because 

they are diverted from the ordinary view of being a human.   
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