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M

A
T

SU
O

 Y
utaka

松
尾 

豊

東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
教
授

　
顔
認
証
や
車
の
自
動
運
転
な
ど
、「
人
工
知
能
（
注
１
）」
の
活
用
が
身
近
な
領
域
ま

で
広
が
っ
て
き
た
。「
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」と
呼
ば
れ
る
技
術
が
大
き
く
進
展
し
、

画
像
や
音
声
の
認
識
能
力
、
判
断
の
精
度
が
向
上
し
た
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
人
工
知

能
の
進
化
や
人
工
知
能
研
究
で
得
た
学
び
な
ど
に
つ
い
て
日
本
に
お
け
る
人
工
知
能

の
第
一
人
者
松
尾
豊
東
京
大
学
（
以
下
、
東
大
）
教
授
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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―
― 

か
つ
て
「
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）」

と
い
う
と
、
一
九
八
〇
年
代
の
映
画

『
タ
ー
ミ
ネ
ー
タ
ー
（
注
２
）』
で
描

か
れ
た
よ
う
に
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

が
高
度
な
知
性
を
得
た
末
に
人
類
を

滅
ぼ
す
」
と
い
う
よ
う
な
恐
ろ
し
い

イ
メ
ー
ジ
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

松
尾　

私
に
と
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
は
、最
初
に
触
れ
た
頃
か
ら「
無

限
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
」

と
感
じ
る
も
の
で
し
た
。
小
さ
い
頃

は
よ
く
レ
ゴ
ブ
ロ
ッ
ク
で
遊
ん
で

い
た
の
で
す
が
、
大
き
な
作
品
を
つ

く
り
た
い
と
思
っ
て
も
部
品
が
な

い
と
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

を
し
て
遊
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
一
つ

の
小
宇
宙
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の

中
に
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
何
で
も
つ
く
れ
る
と
気

が
つ
い
て
、
小
学
生
な
が
ら
大
き
な

可
能
性
が
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
。

　

中
学
生
の
頃
は『
月
刊
マ
イ
コ
ン
』

と
い
う
雑
誌
を
読
ん
で
い
て
、
読
者

向
け
の
「
宿
題
」
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

解
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。あ
る
時
、

「
地
理
か
歴
史
を
選
択
で
き
る
社
会

の
試
験
で
受
験
生
の
平
均
点
に
ず

れ
が
生
じ
た
。
受
験
生
の
間
で
有

進
化
す
る「
人
工
知
能
」の
可
能
性

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

野
瀬
勝
一

利
・
不
利
が
出
な
い
よ
う
に
補
正
せ

よ
」
と
い
う
よ
う
な
宿
題
が
出
た
ん

で
す
。
二
次
関
数
な
ど
を
用
い
れ
ば

で
き
る
の
で
す
が
、
そ
の
頃
習
っ
て

い
た
の
は
比
例
と
反
比
例
だ
け
。
そ

こ
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
的
な
こ
と
を
行
い
、
補
正
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
を
応
募
し
た
ら
努

力
賞
を
も
ら
え
て
、
う
れ
し
か
っ
た

こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
か

ら
ず
っ
と
可
能
性
を
感
じ
て
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
― 

高
校
時
代
は
受
験
勉
強
の
か

た
わ
ら
、
哲
学
書
を
愛
読
さ
れ
て
い

た
そ
う
で
す
ね
。

松
尾　

も
と
も
と
哲
学
的
な
こ
と

を
考
え
る
の
が
好
き
で
、
例
え
ば
、

「
今
こ
う
し
て
考
え
て
い
る
自
分
は

何
者
な
の
か
」
と
か
「
死
ぬ
と
は
何

だ
ろ
う
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
い
に

思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
そ

少
年
時
代
に
感
じ
た
「
無
限
の
可
能
性
」

（
注
１
）
人
工
知
能

　
（Artificial Intelligence

＝AI

）

　

 

さ
ま
ざ
ま
な
定
義
が
あ
る
が
、
松
尾
豊

教
授
は
「
人
工
的
に
作
ら
れ
た
人
間
の

よ
う
な
知
能
な
い
し
は
そ
れ
を
作
る
技

術
」
と
定
義
し
て
い
る
。
知
的
な
振
る

舞
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、
入
力
（
人

間
が
話
し
か
け
る
音
声
な
ど
）
を
受
け

取
り
、出
力（
人
間
に
答
え
る
音
声
な
ど
）

を
出
す
。
そ
の
入
力
と
出
力
を
つ
な
ぐ

途
中
の
処
理
を
人
工
知
能
が
行
う
。

（
注
２
）
タ
ー
ミ
ネ
ー
タ
ー

　

 

一
九
八
四
年
に
公
開
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ

の
S
F
映
画
。
二
〇
二
九
年
の
近
未

来
に
人
工
知
能
の
「
ス
カ
イ
ネ
ッ
ト
」

が
反
乱
を
起
こ
し
、
人
類
は
ロ
ボ
ッ
ト

軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
絶
滅
の
危
機
を
迎

え
る
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
る
。
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「
生
命
」
に
資
す
る
人
間
の「
知
能
」

う
し
た
思
考
の
中
で
、「
思
考
」
や

「
認
識
」
は
人
間
の
脳
が
つ
く
り
出

し
て
い
る
わ
け
な
の
で
、「
知
能
」

と
い
う
存
在
に
迫
り
た
い
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
Ａ
Ｉ
の

研
究
に
興
味
を
抱
い
た
の
も
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
で
人
間
の
知
能
や
脳

の
仕
組
み
に
ま
で
迫
る
と
い
う
こ

と
が
と
て
も
興
味
深
い
と
思
っ
た

か
ら
で
す
。

―
― 

顔
認
証
や
医
療
の
画
像
診
断
、

車
の
自
動
運
転
、
音
声
認
識
で
き
る

ス
ピ
ー
カ
ー
な
ど
、
最
近
の
Ａ
Ｉ
の

実
用
例
は
「
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ

（
深
層
学
習
）」
と
い
う
技
術
の
進
展

に
由
来
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

松
尾　

Ａ
Ｉ
に
は
三
回
の
ブ
ー
ム

が
起
き
て
い
ま
す
。
第
一
次
は

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年

代
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
っ
て
推
論
・

探
索
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
問
題
を

解
く
研
究
が
進
み
ま
し
た
。
八
〇
年

代
の
第
二
次
ブ
ー
ム
で
は
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
「
知
識
」
を
入
れ
る
と

賢
く
な
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
、
実
用
的
な
エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス

テ
ム
（
注
３
）
が
多
く
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
代
以
降
の

第
三
次
ブ
ー
ム
の
中
心
が
デ
ィ
ー

プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。
デ
ィ
ー
プ
ラ

ー
ニ
ン
グ
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
入

力
と
出
力
の
関
係
を
モ
デ
ル
化
す

る
際
、
入
力
と
出
力
を
単
階
層
の
関

数
で
は
な
く
、「
深
い
」
階
層
の
複

数
の
関
数
を
用
い
、「
直
列
」
に
つ

な
い
で
、
そ
れ
を
一
つ
の
大
き
な
関

数
の
よ
う
に
扱
う
の
で
す
。
複
数
の

層
で
の
計
算
の
過
程
で
、
対
象
物
の

ど
こ
に
注
目
す
る
か
―
こ
れ
を
特

徴
量
（
注
４
）
と
呼
び
ま
す
が
―
を

自
動
的
に
獲
得
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
― 

特
徴
量
を
自
動
的
に
得
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
デ
ィ
ー
プ

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
最
大
の
成
果
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

松
尾　

そ
の
通
り
で
す
。
例
え
ば
、

「
し
ま
う
ま
」
は
、「
し
ま
」
の
あ
る

「
う
ま
」
と
い
う
こ
と
は
計
算
機
に

は
分
か
り
ま
せ
ん
。「
し
ま
」
や
「
う

ま
」
と
い
う
意
味
を
理
解
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
こ
で

従
来
は
、
人
間
が
、「
し
ま
」
や
「
う

ま
」
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
注
目
す

べ
き
点
を
特
定
し
（
特
徴
量
を
取
り

出
し
）、
モ
デ
ル
と
し
て
入
力
す
る

こ
と
で
、「
し
ま
う
ま
」
を
認
識
さ

―
― 

画
像
診
断
や
自
動
運
転
な
ど
、

Ａ
Ｉ
は
身
近
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ

ま
す
が
、
さ
ら
に
進
化
す
る
と
人
間

の
知
能
を
大
き
く
超
え
て
し
ま
う
と

心
配
す
る
議
論
も
あ
り
ま
す
。

松
尾　

Ａ
Ｉ
の
分
野
に
限
ら
ず
科

学
技
術
の
未
来
予
測
は
非
常
に
難

し
い
。
科
学
者
と
し
て
誠
実
な
態
度

で
答
え
る
な
ら
、「
わ
か
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
の
が
一
番
正
し
い
答
え
だ

せ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
こ
の

方
法
で
は
、
一
番
大
事
な
特
徴
量
の

特
定
を
人
間
が
行
っ
て
い
ま
す
。
人

間
を
介
さ
な
い
と
特
徴
量
が
特
定

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
従
来
の

Ａ
Ｉ
の
唯
一
に
し
て
最
大
の
課
題

で
し
た
。

　

し
か
し
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ

で
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
複
数
の

関
数
を
用
い
て
、
計
算
機
が
、
対
象

物
の
何
に
注
目
し
た
ら
い
い
か
、
つ

ま
り
特
徴
量
を
獲
得
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
る
で
人
間
の
脳

の
よ
う
に
、
高
次
の
概
念
を
自
ら
認

識
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
大
量

の
デ
ー
タ
に
よ
り
そ
の
認
識
を
調

整
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

実
は
、
深
い
階
層
を
持
っ
た
関
数

を
使
う
こ
と
は
有
望
だ
と
昔
か
ら

言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
計
算
機
の
性

能
が
上
が
り
、
ま
た
大
量
の
デ
ー
タ

も
入
手
し
て
扱
え
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
、
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン

グ
が
実
現
し
ま
し
た
。
入
出
力
を

深
い
階
層
で
つ
な
ぐ
こ
と
で
表
現

力
の
高
い
モ
デ
ル
が
使
え
る
よ
う

に
な
り
、
画
像
診
断
や
顔
認
証
が

一
気
に
実
用
化
し
ま
し
た
。
今
後
、

デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
社

会
の
基
盤
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

（
注
３
）
エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ
ム

　

 

専
門
知
識
の
な
い
素
人
が
専
門
家
と
同

じ
よ
う
な
問
題
解
決
能
力
を
持
て
る
よ

う
開
発
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
。

（
注
４
）
特
徴
量

　

 

デ
ー
タ
の
中
の
隠
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
の

こ
と
。
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、

特
徴
量
を
与
え
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、

「
A
I
が
自
ら
学
習
し
、
獲
得
す
る
」

と
さ
れ
る
。
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（KADOKAWA）、共著・編著に『相対化する知性――人工知能が世
界の見方をどう変えるのか』（日本評論社）、『超 AI 入門――ディー
プラーニングはどこまで進化するのか』（NHK 出版）などがある。

と
思
い
ま
す
。

　

Ａ
Ｉ
の
進
化
を
心
配
す
る
と
い

う
の
は
、「
知
能
」
と
「
生
命
」
を

混
同
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
飛
行
機
は
、
人
間
が
鳥

を
模
し
て
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
そ

れ
が
人
間
を
襲
う
か
心
配
す
る
人

は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
飛
行
機
事
故

は
起
こ
り
得
ま
す
。
Ａ
Ｉ
も
同
じ
で

す
。
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
使
う

か
で
事
故
が
起
こ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
生
命
で
は
な
い
Ａ
Ｉ
自
体

が
意
思
や
欲
望
を
持
っ
て
、
人
間
に

向
か
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

基
本
的
に
知
能
は
生
命
に
と
っ

て
の
「
道
具
」
な
の
で
す
。
空
を
飛

べ
た
り
速
く
走
れ
た
り
す
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、「
知
能
が
高
い
」
こ

と
を
利
用
し
て
生
存
し
て
き
た
の

が
人
間
で
あ
っ
て
、
知
能
が
高
い
と

い
う
こ
と
を
工
学
的
に
実
現
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
Ａ
Ｉ

の
進
化
だ
と
言
え
ま
す
。

―
―
逆
に
言
え
ば
、
Ａ
Ｉ
を
研
究

す
る
こ
と
は
人
間
の
知
能
を
学
ぶ
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

松
尾　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
Ａ
Ｉ

を
研
究
し
て
き
て
一
番
の「
学
び
」は
、

人
間
の
こ
と
―
脳
や
感
情
の
こ
と
―

が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
す
。
人
間
の
脳
や
感
情
は
、
進
化

的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
、
個
体
に

よ
る
学
習
の
双
方
が
非
常
に
上
手
に

仕
組
ま
れ
、
作
動
し
て
い
る
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
（
注
５
）
な
ん
で
す
ね
。
た
と

え
ば
人
間
は
、
腐
っ
た
も
の
を
食
べ

る
の
は
生
存
に
不
利
に
な
る
の
で
、

「
臭
い
」「
苦
い
」
と
感
じ
る
よ
う
に

仕
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
逆
に
「
お
い

し
い
」
と
感
じ
る
の
は
、
自
分
の
生

存
状
態
に
有
利
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ

は
長
い
進
化
の
過
程
で
、
人
間
は
自

己
保
存
の
た
め
に
獲
得
さ
れ
て
き
た

と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
人
を
助
け
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
も
同
じ
で
す
。
人
間
に
は
角
や
牙

と
い
っ
た
強
い
武
器
が
あ
り
ま
せ

ん
。
で
も
高
い
知
能
を
「
仲
間
を
つ

く
る
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
用
い

て
敵
と
戦
い
、
生
き
延
び
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
人
間
の
生
命
と
し
て
の

必
要
性
に
由
来
す
る
も
の
で
す
か

ら
、「
人
に
共
感
す
る
」
と
か
「
困
っ

て
い
る
人
を
助
け
る
」
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
の
で
す
。

　

人
間
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
生
存

を
脅
か
す
環
境
変
化
が
何
度
も
起

こ
り
ま
し
た
が
、
人
間
は
そ
れ
を
乗

り
越
え
て
、
生
存
に
有
利
な
形
質
を

引
き
継
い
で
現
在
に
至
り
ま
し
た
。

「
共
感
す
る
」
や
「
助
け
る
」
と
い
っ

た
進
化
に
由
来
し
て
い
る
人
間
の

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
Ａ
Ｉ
の
ロ
ボ
ッ

ト
に
埋
め
込
も
う
と
し
て
も
難
し

い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
精
巧
な
装

置
を
人
工
的
に
作
り
出
す
こ
と
は

困
難
で
す
。
人
間
と
い
う
の
は
知
れ

ば
知
る
ほ
ど
よ
く
で
き
て
い
る
と

感
じ
ま
す
。

「
Ａ
Ｉ
ベ
ン
チ
ャ
ー
」を
輩
出
す
る
研
究
室

松
尾

Ａ
Ｉ
は
道
具
で
す
か
ら
、
ど

う
使
う
か
が
大
事
で
す
。
Ａ
Ｉ
の
悪

用
や
軍
事
利
用
に
つ
い
て
は
議
論

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

―
―
人
工
知
能
学
会
の
倫
理
委
員

会
で
初
代
委
員
長
を
務
め
ら
れ
ま
し

た
が
、
Ａ
Ｉ
と
倫
理
の
問
題
に
つ
い

て
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

（
注
５
）
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

問
題
解
決
の
方
法
・
手
順
。
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（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長 

林
新
一
郎
）

Ａ
Ｉ
の
社
会
へ
の
普
及
が
進
む
と
、

こ
れ
ま
で
想
定
し
な
か
っ
た
制
度

や
人
権
に
関
わ
る
問
題
が
顕
在
化

し
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
採
用

活
動
に
使
う
Ａ
Ｉ
ツ
ー
ル
の
開
発

に
取
り
組
ん
だ
企
業
が
一
時
話
題

に
な
り
ま
し
た
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や

人
種
に
対
す
る
偏
見
を
示
し
た
た

め
に
開
発
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

人
間
が
無
意
識
に
持
つ
偏
向
が
Ａ

Ｉ
で
再
生
産
さ
れ
た
例
で
す
。ま
た
、

ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
都
市
で

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
過
度
に
侵
害

す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
理
由

で
顔
認
証
が
禁
止
に
な
っ
て
い
ま

す
。
Ａ
Ｉ
を
ど
う
使
う
か
だ
け
で
な

く
、
Ａ
Ｉ
と
い
う
新
し
い
存
在
か
ら

守
る
べ
き
権
利
は
何
か
、
そ
う
い
う

議
論
も
必
要
で
す
。

―
― 

東
大
の
大
学
院
で
運
営
さ
れ

て
い
る
「
松
尾
研
」
は
学
生
の
起
業

家
を
輩
出
す
る
異
色
の
研
究
室
で

す
。
松
尾
先
生
が
自
ら
の
研
究
だ
け

で
な
く
次
世
代
の
人
材
育
成
に
も
力

を
注
が
れ
る
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う

か
。

松
尾　

私
自
身
が
研
究
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
、
社
会
の
ほ
う
を
向
い

て
い
る
か
ら
で
す
。
二
〇
〇
五
年
か

ら
〇
七
年
ま
で
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド

大
学
に
留
学
し
た
時
に
、
シ
リ
コ
ン

バ
レ
ー
の
産
業
と
大
学
の
研
究
が

結
び
つ
い
て
技
術
革
新
を
生
む
様

子
を
目
の
当
た
り
に
し
、
大
き
な
刺

激
を
受
け
ま
し
た
。
大
学
は
研
究

と
教
育
の
役
割
が
あ
る
わ
け
で
す

が
、
技
術
革
新
を
創
出
す
る
た
め
の

役
割
も
果
た
す
べ
き
だ
と
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　

松
尾
研
で
は
基
本
的
に
、
国
か

ら
の
助
成
金
を
も
ら
う
こ
と
な
く
、

企
業
と
の
共
同
研
究
を
ベ
ー
ス
に

運
営
を
し
て
い
ま
す
。
企
業
か
ら

な
る
べ
く
多
く
の
資
金
を
拠
出
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
価
格
設

定
を
し
っ
か
り
し
て
、
そ
の
う
え

で
常
に
期
待
を
上
回
る
こ
と
を
や

ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
い

う
緊
張
感
は
、
ど
の
松
尾
研
ベ
ン

チ
ャ
ー
も
強
く
持
っ
て
い
ま
す
。

設
立
当
初
か
ら
投
資
に
頼
る
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
年

度
か
ら
黒
字
が
多
い
の
が
松
尾
研

ベ
ン
チ
ャ
ー
の
特
徴
で
す
。

―
― 

松
尾
研
の
目
指
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

松
尾　

江
戸
末
期
の
教
育
者
吉
田

松
陰
が
作
っ
た
松
下
村
塾
で
は
、

短
期
間
の
う
ち
に
、
そ
の
後
活
躍

す
る
こ
と
に
な
る
人
を
多
く
輩
出

し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
存
在
に
な

り
た
い
な
と
。
研
究
す
る
こ
と
、

そ
れ
を
社
会
に
出
し
て
い
く
た
め

に
現
実
に
対
応
す
る
こ
と
、
そ
の

二
つ
の
バ
ラ
ン
ス
を
松
陰
は
い
つ

も
見
て
い
た
ら
し
い
で
す
。
そ
う

し
た
志
や
姿
勢
は
松
尾
研
も
共
通

す
る
部
分
が
あ
る
か
な
と
思
い
ま

す
。

　

加
え
て
大
き
い
の
は
、
学
生
た

ち
が
優
秀
な
こ
と
。
火
が
つ
く
と
、

東
大
生
た
ち
は
す
ご
い
力
を
発
揮

し
ま
す
。
勝
手
に
学
ん
で
勝
手
に

成
長
し
て
い
き
ま
す
。
私
は
「
す

ご
い
ね
、
が
ん
ば
れ
」
と
言
う
だ

け
で
、
何
を
し
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
ん
で
す
よ
。

　

日
本
の
産
業
界
は
Ａ
Ｉ
も
含
め

て
デ
ジ
タ
ル
化
を
標
ぼ
う
し
て
い

る
は
ず
で
す
が
、
大
企
業
が
若
い

人
を
た
く
さ
ん
採
っ
て
そ
れ
を
進

め
る
、
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難

し
い
の
が
実
情
で
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
創
業
間
も
な
い
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
企
業
が
そ
こ
を
担
わ
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
松
尾
研
か
ら
も
そ
う

し
た
企
業
を
立
ち
上
げ
、
支
え
る

人
材
を
多
く
輩
出
し
、
日
本
の
産

業
界
を
強
く
し
よ
う
と
。
そ
う
し

た
こ
と
に
取
り
組
む
の
も
、
東
大

を
は
じ
め
大
学
の
使
命
に
な
り
つ

つ
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
― 

ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
期
待

し
て
い
ま
す
。
本
日
は
、
貴
重
な
お

話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

INTERVIEW

※ 

本
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
昨
年
十
一
月
二
十

　

五
日（
水
）に
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。


