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は
じ
め
に

近
年
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
ブ
ー
ム
に
と
も
な
っ
て
、
人
工
知
能
は
人
間
と
同
様
の
知
性
・
感
情
・
人
格
等
を
持
て
る
の
か
、
持
て

な
い
の
か
（
あ
る
い
は
人
間
の
知
性
を
超
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
）、
と
い
っ
た
議
論
が
再
燃
し
て
い
る
。
仏
教
界
に
お
い
て
も

人
工
知
能
を
通
し
て
「
人
間
と
は
何
か
」「
人
工
知
能
は
悟
れ
る
の
か(1)」
な
ど
と
い
っ
た
議
論
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
本
学
会
の
二
〇

一
六
・
二
〇
一
七
年
度
の
統
一
テ
ー
マ
も
ま
た
「
人
間
と
は
何
か

人
間
定
義
の
新
次
元
へ
」
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
文
に
は
、

地
球
環
境
・
生
命
科
学
・
医
療
技
術
な
ど
の
展
開
に
よ
っ
て
、
近
代
型
人
間
理
解
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
随
所
に
行
き
詰
ま
り
を
見
せ

始
め
て
い
る
。「
生
命
は
ど
こ
ま
で
操
作
し
て
よ
い
の
か
」「
人
間
と
自
然
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
」「
延
命
の
問
題
」

「
人
工
知
能
」「
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
な
ど
、
従
来
の
人
間
定
義
で
は
う
ま
く
解
け
な
い
事
態
が
生
じ
て
い
る(2)。（
傍
線
引
用
者
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
さ
に
現
代
社
会
が
共
有
す
る
問
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で

は
こ
う
い
っ
た
問
題
意
識
を
承
け
、
仏
教
教
理
か
ら
見
て
人
工
知
能
や
人
工
生
命
を
有
情
（
衆
生
）
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

統
一
テ
ー
マ
に
は
「
人
間
」
と
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
、
人
工
知
能
や
人
工
生
命
の
よ
う
な
〝
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
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の
〞（
以
下
、
人
工
知
能
等
）
を
、
仏
教
に
お
け
る
有
情
（
衆
生
）
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
人
工
知
能
等
を

実
際
に
生
命
を
持
つ
存
在
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
の
立
て
方
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
人
間
」
よ
り
も
範
囲
が
広

い
〝
有
情
〞
を
テ
ー
マ
と
す
る
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
仏
教
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
人
工
知
能
等
を
考
え
る
際
に
問
わ
れ
る
論
点
の

一
つ
は
、
人
工
知
能
等
は
（
我
々
人
間
と
同
様
に
）
仏
道
を
歩
む
主
体
た
り
う
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
（「
人
工
知
能
は
悟
れ

る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
は
そ
の
典
型
で
あ
る
）。
し
か
し
、
も
し
輪
廻
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
人
工
知
能
等
が
現
世
に
お
い
て
人

間
と
同
じ
か
違
う
か
、
あ
る
い
は
仮
に
人
間
と
同
等
で
あ
っ
た
と
し
て
（
そ
も
そ
も
、
条
件
が
良
い
は
ず
の
人
間
で
す
ら
悟
る
こ
と
が

き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
を
棚
に
上
げ
て
）
人
工
知
能
等
は
現
世
に
お
い
て
悟
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
問
い
は
、
あ
ま
り
意
味

が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
工
知
能
等
が
人
間
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
有
情
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
世
に
お
い
て
人
間
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
し
、
来
世
に
お
い
て
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
い
つ
か
発
心
を
し
、
悟
り
を
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
仏
教
に
お
い
て
人
工
知
能
等
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
、
ま
ず
は
輪
廻
す
る
有
情
の
一
種
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
か
、

と
い
う
点
か
ら
始
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、「
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
の
是
非
を
考
え
る
よ
う
な
場
合
と
同
様
、
人
間
の
行
為
の
対
象
と
し
て
人
工
知
能
等
を
考
え
る
場
合

も
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
も
し
人
工
知
能
等
が
有
情
な
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
我
々
が
そ
れ
を
傷
つ
け
る
こ
と
（
近
年
、
ゲ
ー

ム
内
の
ノ
ン
プ
レ
イ
ヤ
ー
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
は
人
工
知
能
を
搭
載
し
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
そ
れ
を
「
殺
す
」
こ
と
は
日
常
的
に

行
わ
れ
て
い
る
）
は
仏
教
的
な
意
味
で
の
不
善
の
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
仏
教
的
な

善
悪
を
考
え
る
際
に
、
行
為
の
対
象
で
あ
る
人
工
知
能
等
を
人
間
に
限
定
す
る
必
要
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る(3)。
以
上
の
諸
点
か
ら
、

本
論
で
は
、
人
間
で
は
な
く
有
情
／
非
情
と
い
う
観
点
で
人
工
知
能
等
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い(4)。

ま
た
本
論
で
は
、
参
照
す
る
仏
教
教
理
を
ア
ビ
ダ
ル
マ
・
唯
識
仏
教
あ
た
り
に
限
定
し
た
い
と
考
え
て
い
る(5)。
そ
の
大
き
な
理
由
は

筆
者
の
能
力
の
限
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
加
え
て
、
非
情
成
仏
義
の
よ
う
な
教
理
を
前
提
と
す
る
と
、
人
工
知
能
等
に
も
当
然
仏
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性
や
発
菩
提
心
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く
立
て
ら
れ
た
統
一
テ
ー
マ
の
意
義
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る(6)。

さ
ら
に
、
本
論
の
も
う
一
つ
の
前
提
と
し
て
、
な
る
べ
く
人
工
知
能
等
を
有
情
と
見
な
せ
る
よ
う
な
方
向
で
議
論
を
進
め
た
い
と
思

う
。
人
工
知
能
等
の
人
工
物
に
は
生
命
が
な
い
、
と
い
っ
た
常
識
的
な
結
論
を
提
示
し
て
も
、
前
掲
の
趣
旨
文
が
期
待
す
る
よ
う
な
新

た
な
議
論
は
喚
起
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
あ
え
て
問
題
提
起
と
な
る
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

も
っ
と
も
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
心
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
専
門
的
に
研
究
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
浅
薄
な
議

論
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
論
が
少
し
で
も
前
向
き
な
議
論
を
喚
起
す
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一
、
人
工
知
能
は
識
の
器
た
り
う
る
か

仏
教
に
お
け
る
代
表
的
な
生
命
の
定
義
と
し
て
、
次
の
『
俱
舎
論
』
の
一
節
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
命
機
能
（
命
根
）
と
は
何
か
。
頌
に
〔
次
の
よ
う
に
〕
言
う
。

生
命
機
能
（
命
根
）
の
本
質
は
寿
命
（
寿
）
で
あ
る

体
温
（
煖
）
と
識
と
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
る

〔
こ
れ
に
つ
い
て
〕
議
論
し
よ
う
。
生
命
機
能
（
命
根
）
と
は
寿
命
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
（
対
法
）
で
は
「
生

命
機
能
（
命
根
）
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
三
界
の
寿
命
の
こ
と
で
あ
る
」
と
説
く
。〔
し
か
し
〕
こ
れ
で
は
〔
説
明
と
し
て
〕

不
十
分
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
法
を
寿
命
と
名
づ
け
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
体
温
（
煖
）
と
識
と
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る

〔
こ
の
二
つ
と
は
〕
別
の
法
を
寿
命
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
世
尊
は
〔
次
の
よ
う
に
〕
仰
ら
れ
た
。

寿
命
と
体
温
（
煖
）
と
識
と
い
う
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三
つ
の
法
が
身
体
を
捨
て
る
時

捨
て
ら
れ
た
身
体
は
立
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

知
覚
の
な
い
木
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う

し
た
が
っ
て
〔
体
温
と
識
以
外
に
〕
別
の
法
が
あ
り
、〔
そ
れ
が
〕
体
温
（
煖
）
と
識
と
を
保
持
し
、〔
生
命
体
が
〕
連
続
し
て

存
在
す
る
原
因
と
な
る
の
を
寿
命
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る(7)。

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
生
命
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
体
温
と
「
識
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
実
際
に
は
、
物
質
的
な
身
体

の
な
い
生
命
の
あ
り
方
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で(8)、
識
さ
え
あ
れ
ば
そ
こ
に
は
生
命
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
無
色
界
に
お
い
て

は
、
温
か
さ
（
煖
）
の
も
と
と
な
る
四
大
種
の
「
火
」
が
な
い
の
で
、
体
温
は
存
在
し
得
な
い
）。
し
た
が
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
メ

モ
リ
空
間
に
あ
る
情
報
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
識
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
生
命
が
あ
る
と
言
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
人
工
知
能
を
め
ぐ
る
科
学
者
と
の
対
談
の
な
か
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
機
械
に
識
が
宿
る
可
能
性
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

仏
教
的
視
点
か
ら
見
て
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
生
き
物
で
な
い
と
か
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
認
識
が
な
い
な
ど
と

言
う
こ
と
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
前
世
か
ら
の
識
の
連
続
（
a
continuum
of
consciousness）
が

ベ
ー
ス
と
な
っ
た
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
の
生
ま
れ
方(9)が
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
識
は
実
際
の
と
こ
ろ
物
質
か
ら
は
生
じ
ま

せ
ん
が
、
識
の
連
続
が
物
質
の
な
か
に
入
り
込
む
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
…
…
も
し
外
的
条
件
の
一
切
と
カ
ル
マ
に
基
づ
く
行
為
が

そ
ろ
っ
た
場
合
、
識
の
流
れ
（
a
stream
of
consciousness）
が
実
際
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
り
こ
む
可
能
性(10
)も

、
完
全
に
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
…
…

ロ
ッ
シ

だ
と
す
る
と
、
臨
終
の
時
を
迎
え
つ
つ
あ
る
大
ヨ
ー
ギ
が
、
こ
の
世
で
最
高
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
前
に
立
っ
て
、
自
分

の
潜
在
的
な
識
（
subtle
consciousness）
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
投
射
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
す
か
？
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ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

も
し
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
物
理
的
基
盤
が
、
識
の
連
続
（
a
continuum
of
consciousness）
の
基
盤
と
し

て
働
く
可
能
性
や
能
力
を
獲
得
す
れ
ば
、
で
す
が
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
つ
い
て
の
こ
の
問
題
は
、
た
だ
時
間
に
よ
っ
て
し
か
解
決

さ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
そ
う
な
る
ま
で
待
っ
て
い
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん(11)。

一
九
九
二
年
の
対
談
で
あ
る
た
め
、
人
工
知
能
を
め
ぐ
る
状
況
は
現
在
と
は
大
き
く
異
な
る
が
、
現
在
注
目
さ
れ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ラ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
話
題
な
ど
も
対
談
中
で
言
及
さ
れ
、
現
代
に
お
い
て
も
通
用
す
る
議
論
も
多
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
識
を
持

続
さ
せ
る
仕
組
み
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
「
識
の
連
続
」「
潜
在
的
な
識
」（
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
の

転
生
の
行
き
先
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
と
す
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
見
解
は
、
人
工
知
能
等
に
お
け
る
生
命
の
問
題
を
考
え
る
上
で
示
唆

的
で
あ
ろ
う
。

で
は
、「
識
の
連
続
の
基
盤
」
と
な
る
よ
う
な
「
物
理
的
基
盤
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
、
脳
の
よ
う
な

複
雑
な
組
織
を
、
他
の
身
体
か
ら
独
立
さ
せ
て
人
工
的
に
作
り
出
す
こ
と
に
も
成
功
し
つ
つ
あ
る(12)。
こ
の
よ
う
な
人
工
的
に
作
ら
れ
た

有
機
的
な
身
体
（
の
一
部
）
を
、
識
が
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
生
命
で
は
な
い
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
（
後
に
見
る
よ
う
に
、
他
人
の
死
骸
は
識
の
器
た
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
）。

で
は
、
有
機
的
で
は
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
「
識
の
連
続
の
基
盤
」
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か(13)。

筆
者
の
調
査
の
範
囲
で
は
、
仏
典
中
に
「
識
の
連
続
の
基
盤
」
の
条
件
の
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
無
機
的
な
人
工
物
に
生
命
が
宿
る

よ
う
な
例
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
仏
典
が
書
か
れ
た
時
代
の
人
工
物
と
、
現
代
の
人
工
物
と
で
は
そ
の
複
雑
さ
が
大
き

く
異
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
仏
典
に
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は
有
意
義
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
）。

一
方
、
人
工
知
能
の
開
発
モ
デ
ル
の
な
か
に
は
、
仏
教
的
な
生
命
観
と
共
通
す
る
よ
う
な
も
の
も
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。
ゲ
ー
ム
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
開
発
等
で
採
用
さ
れ
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
の
な
か
に
は
、
個
々
の
人
工
知
能

（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
が
「
身
体
」
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
身
体
」
に
応
じ
た
「
環
世
界(14)」
を
持
つ
（
し
た
が
っ
て
身
体
が
異
な
れ
ば
、

26



世
界
も
異
な
る
）、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
で
は
、
個
々
の
人
工
知
能
が
、

1

身
体
・
物
理
層

2

知
覚
・
刺
激
層

3

言
語
・
シ
ン
ボ
ル
層

と
い
う
五
蘊
に
も
似
た
階
層
構
造
を
も
っ
て
環
世
界
を
認
識
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
反
応
を
す
る
、
と
い
う
モ
デ
ル
で
設
計
さ
れ
る

の
で
あ
る
（
三
宅
﹇
二
〇
一
四
﹈
な
ど(15)）。
こ
の
モ
デ
ル
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
生
態
学
、
現
象
学
、
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
言
語
理
論
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
理
論
な
ど
で
あ
る
が
、
環
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
的
条
件
等
に
依
存
し
て
分
節
し
理
解
す
る
「
無

意
識
」
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
井
筒
俊
彦
や
唯
識
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
説
等
も
参
照
さ
れ
て
い
る
（
三
宅
﹇
二
〇
一
七
﹈）
§
24

25
、
三

宅
﹇
二
〇
一
八
﹈）。
現
在
の
人
工
知
能
研
究
が
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
哲
学
的
伝
統
を
参
照
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
る
点
は
、
も
っ
と

注
目
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
思
想
的
・
構
造
的
類
似
性
を
持
つ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
五
蘊
を
有
す
る
有
情
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
、
現
在
の
人
工
知
能
と
そ
の
環
世
界
は
、
実
際
の
有
情
や
そ
の
環
境
と
比
べ
れ
ば
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

類
似
性
が
あ
る
と
言
う
こ
と
も
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
（
も
っ
と
も
、
人
間
と
比
べ
れ
ば
非
常
に
単
純
な
原
生
生
物
な
ど
も
有
情
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
単
純
／
複
雑
と
い
う
基
準
だ
け
で
非
情
／
有
情
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
）。
し
か
し
、
近
年

成
功
し
て
い
る
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
深
層
学
習
）
と
い
う
技
術
が
脳
内
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
つ
な
が
り
方
（
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
）
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
部
の
人
工
知
能
や
ロ
ボ
ッ
ト
は
実
際
の
生
命
体
を
模
倣
し
て
設
計
さ
れ
て
い

る
も
の
も
多
い
。
そ
れ
が
将
来
、
よ
り
実
際
の
生
命
体
に
近
づ
い
て
い
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
は
生
命
で
は
な
い
、
と
判
断
す
る
に
は
よ

り
多
く
の
議
論
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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二
、
ア
ッ
プ
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
問
題

右
の
問
題
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
人
間
の
脳
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
内
で
完
全
再
現
し
（
全
脳
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）、
そ
こ
に
人

間
の
脳
の
情
報
を
段
階
的
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
移
行
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
脳
の
情
報
を
完
全
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
コ
ピ
ー
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
所
謂
「
ア
ッ
プ
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
問
題
」
が
あ
る
。
脳
を
特
権
的
に
見
て
い
る
点
で
は
批
判

も
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
存
在
す
る
生
命
体
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
模
倣
す
る
、
と
い
う
点
で
は
有
力
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
す
べ
て
の
人
間
の
知
性
を
超
え
る
人
工
知
能
が
登
場
し
た
場
合
に
人
間
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
、

と
い
う
所
謂
「
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
」
の
問
題
に
対
し
て
、
人
間
も
ま
た
脳
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
し
ま
い
、
従
来
の
知
性
を
超
え
る

知
性
を
手
に
入
れ
て
し
ま
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
提
案
も
な
さ
れ
て
い
る
（
Chalm
ers
2010）。

こ
れ
に
関
連
す
る
議
論
と
し
て
、
高
度
化
し
た
医
療
技
術
や
生
命
科
学
を
前
提
と
し
た
人
体
に
関
す
る
思
考
実
験
が
あ
る
。
デ
レ

ク
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
脳
の
細
胞
を
少
し
ず
つ
他
の
脳
に
置
き
換
え
た
場
合
、
あ
る
い
は
脳
を
半
分
に
分
割
し
た
場
合
（
脳
は
何
ら

か
の
事
故
で
半
分
程
度
失
わ
れ
て
も
、
あ
る
程
度
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
理
論
上
は
半
分
に
分
割
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ

を
生
か
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
の
人
格
の
問
題
に
つ
い
て
、
思
考
実
験
を
行
っ
て
い
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
著

書
の
な
か
で
初
期
仏
典
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
思
考
実
験
は
仏
教
の
無
我
説
と
親
和
性
が
高
い

（
Parfit
1984）。
こ
こ
で
は
、
道
略
集
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
衆
経
撰
雑
譬
喩
』
に
見
ら
れ
る
、
次
の
興
味
深
い
説
話
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

昔
、
あ
る
〔
旅
〕
人
が
い
た
。
遠
く
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
人
で
空
き
家
に
泊
ま
っ
た
。
真
夜
中
に
な
っ
て
、
一
匹
の
鬼

が
死
骸
を
担
い
で
き
て
、
前
に
置
い
た
。
そ
の
後
、
も
う
一
匹
の
鬼
が
追
っ
て
来
て
、「
こ
の
死
骸
は
俺
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も

の
だ
。
お
前
は
な
ぜ
担
い
で
来
た
の
か
」
と
先
に
来
た
鬼
を
罵
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
〔
死
骸
の
〕
手
を
つ
か
ん
で
口
論
に
な
っ
た
。
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先
に
来
た
鬼
が
「
こ
こ
に
人
が
い
る
か
ら
、
こ
の
死
骸
は
誰
が
担
い
で
来
た
の
か
聞
い
て
み
よ
う
」
と
言
っ
た
。
こ
の
〔
旅
〕
人

は
「
こ
の
二
匹
の
鬼
は
力
が
強
い
の
で
、
本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
も
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
噓
を
言
っ
て
も
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ど
ち
ら
に
せ
よ
逃
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
噓
を
つ
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
」
と
考
え
、
先
に
来
た
鬼
が
担
い
で
来
た
と
述
べ
た
。

後
か
ら
来
た
鬼
は
激
怒
し
て
、〔
こ
の
旅
人
の
〕
腕
を
引
き
抜
き
、
地
面
に
置
い
た
。
先
に
来
た
鬼
は
死
骸
の
腕
を
取
っ
て
、〔
旅

人
の
抜
け
た
腕
を
〕
補
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
両
足
、
頭
、
胴
体
が
す
べ
て
引
き
抜
か
れ
、
死
骸
で
補
わ
れ
て
い
っ
た
。
二
匹

の
鬼
た
ち
は
、
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
〔
旅
〕
人
の
体
を
食
べ
、
口
を
拭
っ
て
去
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
〔
旅
〕
人
は
思
っ
た
。

「
私
の
父
母
が
産
ん
で
く
れ
た
私
の
体
は
、
眼
の
前
で
二
匹
の
鬼
に
食
べ
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
私
の
こ
の
体
は
他
人
の
肉

体
だ
。
私
に
は
体
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
す
べ
て
他
人
の
体
だ
。
も
し
な
い
の

だ
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
体
が
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
考
え
終
わ
る
と
心
に
迷
い
が
生
じ
、
狂
人
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

次
の
日
の
朝
、
道
を
尋
ね
て
も
と
い
た
国
に
た
ど
り
着
く
と
、
仏
塔
と
サ
ン
ガ
が
見
え
た
。
他
の
こ
と
を
問
う
こ
と
が
で
き
ず
、

た
だ
自
分
の
体
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
問
う
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
比
丘
た
ち
は
「
あ
な
た
は
何
者
な
の
か
」
と
聞
い
た
。

〔
旅
人
は
〕「
自
分
が
人
な
の
か
人
で
は
な
い
の
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
、
上
の
よ
う
な
こ
と
を
僧
た
ち
に
く
わ
し
く
述
べ

た
。
比
丘
た
ち
は
「
こ
の
人
は
無
我
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
悟
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
彼
に

「
あ
な
た
の
体
は
本
来
、
常
に
無
我
な
の
で
あ
り
、
今
だ
け
の
こ
と
で
な
い
の
で
す
。
た
だ
四
つ
の
元
素
が
集
ま
っ
た
も
の
を
、

自
分
の
体
だ
、
と
思
い
込
ん
で
い
る
だ
け
で
す
」
と
説
い
た
。〔
旅
人
は
〕
出
家
し
、
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
断
じ
て
阿
羅
漢
果
を
得

た
。
こ
の
よ
う
に
無
我
の
虚
し
さ
を
知
れ
ば
悟
り
は
遠
く
な
い
の
で
あ
る(16)。

こ
こ
で
は
、
身
体
を
段
階
的
に
他
の
も
の
に
入
れ
替
え
る
こ
と
が
、
無
我
説
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
等
に
よ
っ
て

人
工
的
に
人
体
と
同
等
の
諸
器
官
を
作
り
出
し
、
劣
化
し
た
あ
る
い
は
使
え
な
く
な
っ
た
器
官
と
交
換
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き

た
現
在
、
右
の
説
話
は
、
ア
ッ
プ
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
問
題
や
、
人
工
的
に
作
ら
れ
た
身
体
に
生
命
あ
る
い
は
識
が
宿
る
の
か
、
と
い
う
問
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題
に
つ
い
て
の
仏
教
の
見
方
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
識
が
宿
る
身
体
と
は
、
右
の
経
文
に
言
う
「
た
だ
四

つ
の
元
素
が
集
ま
っ
た
も
の
」

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
言
葉
で
言
え
ば
「
物
質
」

に
過
ぎ
ず
、
一
定
の
条
件
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
生
命
体
と
同
等
の
組
織
を
持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
他
の
も
の
に
段
階
的
に
置
き
換
え
て
も
死
な
ず
に
生
き
続
け
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
も
と
も
と
人
間
の
身
体
で
あ
っ
た
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
や
死
骸
と
、
人
工
的
に
生
成
さ
れ
た
身
体
（
と

同
じ
組
織
を
持
つ
有
機
体
）、
あ
る
い
は
全
脳
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
再
現
さ
れ

た
身
体
と
を
同
等
に
見
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
有
情
が
き
わ
め
て
多
様
な
身
体
（
あ
る
い
は
そ
の
基
盤
と
な
る

世
界
で
あ
る
六
道
）
の
違
い
を
乗
り
越
え
て
連
続
し
て
存
在
（
輪
廻
）
し
続
け
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
識
の
流
れ
」
は
我
々
が
思
う

以
上
に
様
々
な
〝
身
体
〞
に
対
応
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
人
工
物
が
〝
生
き
て
い
る
〞
こ
と
は
わ
か
る
の
か

で
は
、
目
の
前
に
他
の
一
般
的
な
生
命
体
（
犬
や
猫
や
人
間
な
ど
）
と
同
じ
よ
う
に
ふ
る
ま
う
人
工
物
（
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
）
が
あ
っ

た
と
し
て
、
そ
れ
に
生
命
が
あ
る
／
な
い
、
と
我
々
は
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、（
大
乗
）
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
生
命
の
有
無
は
識
の
有
無
で
あ
る
が
、
外
界
の
刺
激
に
反

応
し
て
行
動
を
選
択
す
る
よ
う
に
ふ
る
ま
う
機
械
を
作
る
こ
と
は
、
現
在
の
技
術
で
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
す
で
に
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・

テ
ス
ト
を
突
破
す
る
人
工
知
能
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
（
U
niversity
of
Reading
2014）、
会
話
だ
け
で
あ

れ
ば
人
間
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
の
受
け
答
え
が
で
き
る
人
工
知
能
も
で
き
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
ま
で
精
巧
で
は
な
く
と
も
、

私
た
ち
は
生
き
物
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
し
て
生
命
を
感
じ
る
こ
と
す
ら
あ
る(17)。
こ
の
よ
う
な
時
代
を
迎
え
つ
つ
あ
る
私

た
ち
は
、
情
報
科
学
や
生
命
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
新
し
い
〝
生
命
（
体
）
の
よ
う
な
も
の
〞
に
つ
い
て
、
有
情
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で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
識
が
な
い
、
と
（「
こ
ん
な
も
の
に
生
命
が
あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
い
っ
た
願
望
や
感
情
論
で
は
な
く(18)）
判
断

す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
フ
ッ
サ
ー
ル
ら
が
所
謂
「
他
我
問
題
」
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
よ
う
に
、
仏
教
の
（
大
乗
）
ア
ビ
ダ

ル
マ
論
師
た
ち
に
と
っ
て
も
、
他
者
に
自
我
（
と
い
っ
て
も
、
無
我
説
に
立
つ
仏
教
の
場
合
は
、
仮
に
存
在
す
る
自
我
で
あ
る
が
）
が

存
在
す
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
外
部
か
ら
認
識
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
、
議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
別
の

言
葉
で
言
え
ば
、
他
心
通
を
持
つ
ブ
ッ
ダ
や
ヨ
ー
ギ
ン
（
瑜
伽
師
）
の
よ
う
な
例
外
を
除
い
て
、
他
者
に
心し
ん

が
あ
る
か
ど
う
か
を
外
部

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
心し
ん

は
識
の
こ
と
で
あ
り
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
識
が
あ
る
こ
と
は
生
命
が
あ
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
に
お
け
る
他
我
問
題
は
、
他
者
が
生
き
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
も
な
る
。

詳
細
な
議
論
は
先
行
研
究
（
梶
山
﹇
二
〇
〇
〇
﹈、
小
林
﹇
二
〇
〇
六
﹈
な
ど
）
に
ゆ
ず
り
た
い
が
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
仏
教
内

に
は
様
々
な
見
解
が
あ
る
た
め
統
一
し
た
答
え
は
な
い
も
の
の
、
①
他
者
の
心
を
直
接
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
（
チ
ュ
ー
リ
ン

グ
・
テ
ス
ト
と
同
様
）
外
部
か
ら
の
観
察
な
ど
か
ら
推
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
立
場
（
経
量
部
）
と
、
②
他
者
の
心
は
自
己

の
心
内
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
立
場
（
唯
識
派
）
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
立
場
に
た
て
ば
、
人
工
物
以
前
に
、

目
の
前
に
い
る
人
間
で
す
ら
、
そ
れ
が
自
分
と
同
様
の
識
（
あ
る
い
は
自
我
）
を
持
っ
て
い
る
か
す
ら
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る(19)。
人
工
知
能
等
は
有
情
を
見
な
せ
る
か
、
と
い
う
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
慎
重
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
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お
わ
り
に

以
上
、
た
い
へ
ん
雑
駁
な
が
ら
、
人
工
知
能
等
の
人
工
物
を
有
情
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
る
か
、
輪
廻
転
生
の
行
き
先
の
一
つ
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
仏
教
の
伝
統
的
な
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
。
も
っ
と
も
、

現
時
点
で
は
「
有
情
と
同
等
の
〝
身
体
〞
を
持
つ
人
工
知
能
等
に
、
識
が
入
り
込
む
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
」
と
い
う
程
度
の
こ
と

し
か
示
す
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
忸
怩
た
る
思
い
で
あ
る
。
筆
者
の
率
直
な
感
想
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
切
智
者
で

あ
る
ブ
ッ
ダ
か
ら
答
え
を
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
（
残
念
な
が
ら
好
相
行
で
も
し
な
い
限
り
、
今
生
で

は
な
か
な
か
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
が
）。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
的
な
立
場
か
ら
見
て
脳
死
は
死
な
の
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
よ

う
に
、
い
ず
れ
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
人
工
知
能
や
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
と
共
生
す
る
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
生
命
あ
る
も
の
の
よ
う
に
ふ
る

ま
う
人
工
物
に
対
し
て
仏
教
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
接
す
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
議
論
も
ま
た
不
可
避
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
と
き
が
き
た
際
に
、
本
論
が
そ
の
議
論
の
踏
台
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

ま
っ
た
く
の
試
論
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
、
諸
賢
の
ご
𠮟
正
を
乞
い
た
い
。
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註(1
)
松
本
ほ
か
（
二
〇
一
五
）
な
ど
。
ま
た
龍
谷
教
学
会
議
第
五
三
回
大
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
間
と
は
な
に
か

科
学
者
と
仏
教
者

と
の
対
話
を
通
し
て

」（
二
〇
一
七
年
六
月
十
四
日
、
本
願
寺
聞
法
会
館
）
に
お
い
て
も
人
工
知
能
が
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
ら

れ
、
筆
者
も
「
仏
教
教
理
か
ら
見
た
人
工
知
能
と
生
命
」
と
題
し
て
発
表
を
行
っ
て
い
る
（『
龍
谷
教
学
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
八
年
に

講
演
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
本
論
は
、
そ
の
時
の
発
表
お
よ
び
小
堀
聡
、
松
尾
宣
昭
両
氏
ら
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
教
示
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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【
執
筆
時
の
追
記
】
二
〇
一
七
年
十
二
月
二

三
日
、
韓
国
仏
教
学
会
二
〇
一
七
年
国
際
学
術
大
会
「
仏
教
と
第
四
次
産
業
（
불
교
와

4
차
산
업
）」
が
東
國
大
學
校
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
人
工
知
能
・
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
（
Ｖ
Ｒ
）・
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
・

Ｉ
ｏ
Ｔ
（
Internet
of
T
hings、
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
な
ど
の
新
技
術
が
普
及
し
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
の
な
か
で
の
仏
教
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
二
十
五
件
の
研
究
報
告
が
あ
り
、
う
ち
十
件
は
人
工
知
能
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
筆
者
も
「
仏
教
か
ら
見
た
人
工

生
命
・
人
工
知
能
」
と
題
し
、
本
論
に
加
筆
し
た
論
文
を
発
表
し
た
）。
こ
の
国
際
学
会
は
、
事
前
に
五
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催

さ
れ
、
そ
の
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
本
番
の
大
会
と
あ
わ
せ
て
発
表
の
模
様
が
Y
ouT
ube
で
公
開
さ
れ
て
い
た
（
現
在
は
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
）。
今
後
こ
の
分
野
で
の
研
究
状
況
は
、
韓
国
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
情
報
処
理
分
野
に
お
い
て
も
、
電
気
通
信
関
連
の
規
格
制
定
で
知
ら
れ
る
米
国
電
気
電
子
技
術
者
協
会
（
IEEE）
に
お
け
る

自
律
シ
ス
テ
ム
（≒
ロ
ボ
ッ
ト
）
や
知
能
シ
ス
テ
ム
（≒

人
工
知
能
）
の
倫
理
に
関
す
る
委
員
会
内
に
、
古
典
倫
理
学
委
員
会

（
Com
m
ittee
for
ClassicalEthics
in
A
utonom
ous
and
Intelligent
System
s）
が
設
け
ら
れ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
倫
理
学
な
ど

に
加
え
、
仏
教
、
ア
フ
リ
カ
の
ウ
ブ
ン
ト
ゥ
、
日
本
の
神
道
な
ど
の
非
西
洋
の
倫
理
的
伝
統
を
参
照
し
た
文
書
案
（
“Classical
Ethics

in
A
/IS,”
https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_classical_ethics_ais_v2.pdf、
二
〇
一
七
年
十
二
月
十
九
日

最
終
確
認
）
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
中
で
参
照
さ
れ
て
い
る
日
本
の
先
行
研
究
は
「
ロ
ボ
ッ
ト
に
も
仏
性
が
あ
る
」
と
主
張
す

る
M
ori（
1989）（
森
﹇
一
九
七
四
﹈
な
ど
の
英
訳
）
で
あ
る
が
、
文
献
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
。
今
後
、
人
工
知
能

等
の
開
発
に
お
い
て
仏
教
思
想
を
参
照
す
る
機
会
は
ま
す
ま
す
増
え
、
右
の
よ
う
な
国
際
的
な
議
論
の
場
へ
の
仏
教
学
研
究
者
の
参
加
が

期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(2
)
http://nbra.jp/infom
ation/、
二
〇
一
八
年
七
月
六
日
最
終
確
認
。

(3
)
【
執
筆
時
の
追
記
】
た
と
え
ば
唯
識
派
に
お
い
て
随
煩
悩
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
害
」
の
対
象
は
、
す
べ
て
の
有
情
で
あ
る
。『
成
唯

識
論
』
で
は
「
云
何
為
害
。
於
諸
有
情
、
心
無
悲
愍
、
損
悩
為
性
。
能
障
不
害
、
逼
悩
為
業
」（
大
正
三
一
、
三
三
下
）
と
あ
る
。

(4
)
【
執
筆
時
の
追
記
】
人
間
に
限
定
し
な
い
の
は
、
人
工
知
能
等
の
生
命
を
考
え
る
際
に
、
し
ば
し
ば
「
人
工
知
能
は
悩
み
苦
し
み
を

持
っ
て
い
る
の
か
」「
人
工
知
能
等
に
は
〝
死
〞
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
」
な
ど
の
問
い
を
回
避
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
こ
の
問
い
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に
対
す
る
回
答
は
、
仏
教
の
伝
統
的
な
生
命
観
を
と
る
か
、
最
近
の
科
学
的
な
見
方
を
と
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、

大
腸
菌
の
よ
う
な
も
の
を
有
情
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
議
論
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
仮
に
有
情
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
大
腸
菌
に
（
一
切
皆
苦

の
「
苦
」
と
は
異
な
る
）
人
間
的
な
「
悩
み
苦
し
み
」
を
認
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
死
は
も
と
も
と
生
物
に
は
組

み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
性
と
と
も
に
進
化
の
過
程
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
高
木
﹇
二
〇
一
四
﹈
な
ど
）。
も
ち
ろ
ん
、
地
球
が
爆

発
す
る
な
ど
の
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
生
物
が
死
ぬ
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
寿
命
が
尽
き
て
死
ぬ
場
合
の
よ
う
な
、

「
死
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
今
後
、
延
命
技
術
が
発
展
し
て
安
価
な
費
用
で
延
命
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
事
実
上

寿
命
が
半
永
久
的
に
延
長
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
、
人
間
は
人
間
で
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
を
踏
ま
え
る
限
り
、「
悩
み
苦
し
み
」
や
、
組
み
込
ま
れ
た
「
死
」
を
有
情
で
あ
る
こ
と
の
条
件
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
前
掲
“Classical
Ethics
in
A
/IS”に
お
い
て
は
、「
人
工
知
能
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
、
自
律
性
や
知
能
を
有
す
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
を
人
間
的
（
擬
人
的
）
に
見
て
し
ま
う
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
本
論
の
方
向
性
と
も
重
な
る
重
要
な

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
口
頭
発
表
時
に
「
人
工
知
能
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
本
論
で
用
語
を
改
め
る
こ
と
は

し
な
い
。

(5
)
【
執
筆
時
の
追
記
】
山
部
能
宜
は
「
仏
教
学
は
、
最
終
的
に
は
単
な
る
古
典
文
献
の
解
釈
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
生
身
の
人
間
の
理

解
と
そ
の
問
題
解
決
に
寄
与
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
心
理
学
や
、
あ
る
い
は
大
脳
生
理
学
等
と

の
比
較
検
討
は
今
後
も
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
比
較
対
象
と
な
る
仏
教
思
想
の
内
容
理
解
そ
の
も
の
が
不

確
実
で
は
有
益
な
比
較
検
討
は
期
待
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
応
用
的
研
究
に
お
い
て
も
堅
実
な
文
献
学
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
背
景
・
性
質
の
大
き
く
異
な
る
も
の
を
比
較
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
方
法
論

的
に
慎
重
な
検
討
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
的
分
野
と
の
比
較
研
究
を
な
す
に
あ
た
っ
て

も
一
つ
の
確
実
な
立
脚
点
と
な
る
の
が
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
説
の
も
つ
身
体
（
生
理
）
的
側
面
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
」（
山
部
﹇
二
〇
一

二
﹈
二
〇
六
頁
、
傍
線
引
用
者
）
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
は
、
仏
教
研
究
者
・
神
経
科
学
者
（
自
然
科
学
者
）
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間
の
対
話
に
お
い
て
、
仏
教
内
に
あ
る
儀
礼
や
神
秘
主
義
、
神
話
な
ど
の
非
科
学
的
（
と
一
般
的
に
思
わ
れ
て
い
る
）
問
題
が
無
視
さ
れ
、

仏
教
哲
学
の
比
較
対
象
と
な
る
の
が
「
哲
学
的
」
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
・
中
観
・
唯
識
思
想
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る

（
Faure
2017）。

(6
)
【
執
筆
時
の
追
記
】
本
論
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
有
情
が
有
情
の
な
か
だ
け
で
仏
教
修
行
な
ど
の
活
動
を
行
う
の
で

は
な
く
、
実
際
に
は
有
情
と
非
情
を
は
じ
め
と
す
る
外
界
（
器
世
間
、
環
境
等
）
と
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
で
生
命
と
し
て
の
活

動
が
成
立
を
す
る
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
無
情
説
法
な
ど
の
教
理
と
A
ctor
N
etw
ork
T
heory
な
ど
と
の
接
続
も
可
能
に
な
っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。

(7
)
「
命
根
者
何
。
頌
曰
「
命
根
体
即
寿

能
持
煖
及
識
」。
論
曰
、
命
体
即
寿
。
故
対
法
言
「
云
何
命
根
。
謂
三
界
寿
」。
此
復
未
了
。
何

法
名
寿
。
謂
有
別
法
能
持
煖
識
説
名
為
寿
。
故
世
尊
言
「
寿
煖
及
与
識

三
法
捨
身
時

所
捨
身
僵
仆

如
木
無
思
覚
」。
故
有
別
法
、

能
持
煖
識
相
続
住
因
説
名
為
寿
」（
大
正
二
九
、
二
六
上

中
）。

(8
)
「
問
、
如
是
四
生
以
何
為
自
性
。
答
、
四
蘊
五
蘊
以
為
自
性
。
謂
欲
色
界
五
蘊
、
無
色
界
四
蘊
」（『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
二

七
、
六
二
六
下
）。

(9
)
伝
統
的
に
仏
教
で
は
、
胎
生
・
卵
生
・
湿
性
・
化
生
の
四
つ
の
生
ま
れ
方
（
四
生
）
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

(10
)
唯
識
思
想
に
お
け
る
十
二
支
縁
起
の
解
釈
で
は
、
十
二
支
縁
起
説
の
な
か
の
「
識
」
が
、
受
胎
の
際
に
子
宮
に
入
り
、
そ
の
存
在
に

よ
っ
て
胎
芽
・
胎
児
を
成
長
さ
せ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
識
」
は
寿
命
ま
た
は
生
命
力
と
体
温
と
と
も
に
身
体
を
生
か
し
、
死
の

際
に
は
身
体
か
ら
離
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
識
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
。
Schm
ithausen（
1987）,1.3.4.1、
中
村
（
二
〇
〇
六
）
等
参

照
。

(11
)
H
ayw
ard（
1992）
邦
訳
書
一
九
九

二
〇
〇
頁
（
た
だ
し
訳
を
一
部
変
え
て
お
り
、
傍
線
引
用
者
）。

(12
)
た
と
え
ば
Zaria
Gorvett.“W
e’re
grow
ing
brains
outside
ofthe
body.”http://w
w
w
.bbc.com
/future/story/20161004-

w
ere-developing-brains-outside-of-the-body,O
ctober
2016.二
〇
一
七
年
六
月
四
日
最
終
確
認
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
行
わ
れ

て
い
る
、
人
間
の
皮
膚
か
ら
培
養
さ
れ
、
単
体
で
活
動
す
る
脳
（
オ
ル
ガ
ノ
イ
ド
）
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
森
岡
正
博
氏
に
ご
教
示
い
た
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だ
い
た
。
ま
た
、
仮
に
オ
ル
ガ
ノ
イ
ド
が
有
情
だ
と
し
て
、
四
生
・
六
道
の
ど
れ
に
あ
た
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
熊
田
順

正
氏
よ
り
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(13
)
【
執
筆
時
の
追
記
】
そ
も
そ
も
「
生
物
は
炭
素
か
ら
で
き
て
い
る
は
ず
と
い
う
考
え
方
は
、
か
な
り
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
」

（
K
eim
2007）
と
す
れ
ば
、
有
機
体
か
無
機
体
か
と
い
う
問
い
の
立
て
方
自
体
が
誤
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

(14
)
U
exküll（
1934）。「
生
物
は
種
ご
と
に
、
基
本
的
欲
求
と
感
覚
器
官
の
形
態
学
的
構
造
の
特
殊
性
、
こ
の
ふ
た
つ
に
条
件
づ
け
ら
れ

な
が
ら
環
境
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
」
る
（
三
宅
﹇
二
〇
一
七
﹈
§
24
）、
と
い
う
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
「
環
世
界
」
の
考
え
方
は
、
唯

識
で
言
わ
れ
る
一
見
四
水
な
ど
と
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(15
)
【
執
筆
時
の
追
記
】
加
藤
（
二
〇
一
六
）
で
は
、
人
工
知
能
開
発
の
た
め
の
心
の
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
『
俱
舎
論
』
の
五
蘊
説
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

(16
)
「
昔
有
一
人
、
受
使
遠
行
独
宿
空
舎
。
中
夜
有
一
鬼
、
担
死
人
来
著
其
前
。
後
有
一
鬼
逐
来
瞋
罵
前
鬼
「
是
死
人
是
我
許
、
汝
何
以
担

来
」、
二
鬼
各
捉
一
手
諍
之
。
前
鬼
言
「
此
有
人
可
問
、
是
死
人
是
誰
担
来
」。
是
人
思
惟
「
此
二
鬼
力
大
、
若
実
語
亦
当
死
、
若
妄
語
亦

当
死
。
二
俱
不
免
、
何
為
妄
語
」、
語
言
前
鬼
担
来
。
後
鬼
大
瞋
捉
手
抜
出
著
地
、
前
鬼
取
死
人
一
臂
補
之
。
即
著
如
是
、
両
脚
頭
脅
皆

被
抜
出
、
以
死
人
身
安
之
如
故
。
於
是
二
鬼
共
食
所
易
人
身
、
拭
口
而
去
。
其
人
思
惟
、「
我
父
母
生
我
身
、
眼
見
二
鬼
食
尽
。
今
我
此

身
尽
是
他
身
肉
。
我
今
定
有
身
耶
、
為
無
身
耶
。
若
以
有
者
尽
是
他
身
。
若
無
者
今
現
身
如
是
」。
思
惟
已
其
心
迷
悶
、
譬
如
狂
人
。
明

旦
尋
路
而
去
到
前
国
者
、
見
有
仏
塔
衆
僧
。
不
可
問
余
事
、
但
問
己
身
為
有
為
無
。
諸
比
丘
問
「
汝
是
何
人
」。
答
言
「
亦
不
自
知
是
人

非
人
」、
即
為
衆
僧
広
説
上
事
。
諸
比
丘
言
「
此
人
自
知
無
我
、
易
可
得
度
」。
而
語
之
言
「
汝
身
従
本
已
来
恒
自
無
我
、
非
適
今
也
。
但

此
四
大
合
故
計
為
我
身
」。
即
度
為
道
、
断
諸
煩
悩
即
得
羅
漢
道
。
是
為
能
計
無
我
虚
得
道
不
遠
」（
大
正
四
、
五
三
一
下

五
三
二
上
）。

こ
の
説
話
は
『
大
智
度
論
』
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(17
)
一
例
と
し
て
、
ソ
ニ
ー
製
の
犬
型
ロ
ボ
ッ
ト
Ａ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
の
「
飼
い
主
」
が
「
お
葬
式
」
を
行
っ
た
事
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
（
佐
藤

﹇
二
〇
一
七
﹈
な
ど
）。
た
だ
し
こ
れ
は
、
従
来
あ
る
人
形
供
養
な
ど
と
同
様
の
事
例
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

(18
)
H
ughes（
2011）。
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(19
)
【
執
筆
時
の
追
記
】
こ
の
問
題
は
、
心
の
哲
学
に
お
け
る
所
謂
「
哲
学
的
ゾ
ン
ビ
問
題
」
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

人
工
生
命
、
ア
ッ
プ
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
問
題
、
他
我
問
題
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