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大学・学部・講師名 講座名 講　　義　　内　　容

会津大学
コンピュータ理工学部 

富　岡　洋　一
基礎から学ぶ画像認識の最前線

近年、コンピュータや画像認識技術の発展により、カメラを搭載した車が車道、側道、車、人などを認識し、自動でハンドルを操作する自動運転技術が
実現できるのではないかと注目されています。実は、このような最先端の画像認識技術は高校までに学ぶ数学等の知識・技術が多く使われています。本
講義では、これら高校で学ぶ知識との関連性を眺めつつ、自動運転などの夢のような技術を実現する画像認識の世界を基礎から最先端の研究まで紹介し
ていきます。

茨城大学　理学部 

中　村　麻　子
DNAの傷を可視化したら

分かること

私たちのDNAは様々な原因によって常に傷を受けています。このDNAの傷を可視化できたら何が分かるでしょうか。放射線の影響、抗がん剤の効果、
さらには化粧品の評価など、DNAの傷を可視化することで分かることについて紹介します。また、アメリカ生活の裏話、苦労話などを交えながら海外留
学の魅力についても紹介します。

茨城大学
工学部 

金　　　利　昭

福島・いわきを魅力的に
するための都市計画

皆さんは、自分の住んでいる街を良い街だと思いますか？　空気はきれいですか？　安全に歩けますか？　楽しいお店はありますか？　遊ぶところはあ
りますか？　景観はきれいですか？　将来どのような街にしたいと思いますか？　なぜ今のような街になっているのか、理想的な街にするにはどのよう
にすればよいのか、そのための方法が「都市計画」です。皆さんの住んでいる街を話題にして、専門的な「都市計画」をわかりやすく解説し、どのよう
にすれば魅力的な街になるのか考えます。

宇都宮大学
国際学部 

丁　　　貴　連

グローバリゼーションと文学、
そして村上春樹

村上春樹の作品が50を超える言語に翻訳され、世界各地で旺盛に読まれています。なぜ村上春樹の作品はここまで世界中の読者に受け入れられるのか。
第一に、村上春樹は日本の伝統的な文化や価値観、美意識を強く主張せず、グローバリゼーションの概念がまだ確立していなかった頃からグローバルな
作品を書いているからです。本講義では、村上春樹を手掛かりとして、グローバリゼーションによって危機にさらされている文学の新たな可能性につい
て考えます。

宇都宮大学
バイオサイエンス教育研究センター 

鈴　木　智　大

キノコの不思議 
～スギヒラタケの毒性物質と

冬虫夏草の感染のメカニズム～

本講義では、キノコについて科学的な視点から紹介します。主に、(1)これまで東北・北陸・中部地方を中心に広く食用とされてきましたが、2004年以
降摂食者が急性脳症を発病したスギヒラタケに関して　(2)中国などで漢方・医薬として広く利用される冬虫夏草の一種である、鱗翅目昆虫の蛹の病原体
であるサナギタケについて紹介します。

国際医療福祉大学　薬学部 

　　　　　稔
「うつ病」治療における薬学の貢献

と今後の課題

現代は「ストレス社会」とも呼ばれるように、日々、多種多様なストレスに曝される環境にあります。また、このような環境であるが故、ストレスが関
係する様々な病気が急増しています。今回の模擬講義では、代表的なストレス性精神疾患である「うつ病」の治療における薬学の貢献と今後の課題につ
いて紹介します。

国際医療福祉大学
保健医療学部 

石　井　博　之

日本と海外で身体障がい者へ我々
のできること、すべきこと

私は理学療法士という職業に就き、日本だけでなくアジア諸国や中東、アフリカで身体障害者の生活支援に携わってきました。もしかしたら皆さんは日々
の生活で障害を持つ方々と接することは少ないかもしれませんが、本当に良い社会とは当たり前に一緒に生活のできる社会なのだと思います。そこで今
回は私の今までの経験を通じて皆さんにリハビリテーションの仕事を知ってもらうことに加え、日本と海外で身体障がい者へ我々のできること、すべき
ことについてお話しようと思います。

高崎経済大学
経済学部 

佐　藤　敦　子

ビジネスの国際化と
異文化マネジメント

少子高齢化の進行に伴う日本国内消費市場の縮小を懸念し、日本企業は海外市場におけるビジネス機会の拡大に取り組み、日本企業の売上高比率は近年では5割以上が海外を占めるに至っている。
また、為替レート変動等に伴う業績リスク等から、海外における生産活動を拡大させる企業が増えている。そのような日本企業のビジネス国際化が加速している状況について様々なデータを参照し
ながら確認する。そして、ビジネスの国際化に伴って企業経営に求められる異文化マネジメントの基礎的な議論を紹介し、国際化するビジネス社会において求められる人材像について一緒に考える
講義を行います。

東京理科大学
基礎工学部 

西　山　千　春
免疫学の基礎と研究の最前線

免疫は、私達の体に関わる身近な話題です。風邪で熱が出て辛い思いをしている時、実は体の中では免疫をコントロールする細胞達がいろいろな働きをしています。アレルギーや自己免疫疾患、癌
といった病気の発症と治療・予防、移植時の拒絶反応、感染症、ワクチン開発など、免疫系が関わる病気は様々で、免疫反応をコントロールすることによって人類の健康に貢献しようとしているの
が免疫学です。種類の異なる細胞達が複雑なネットワークで情報をやりとりしながら私達の体に作用していることに思いを馳せると、面白く感じられてくるのではないでしょうか。東京大学（出身校）
や東京理科大学（勤務先）を例に、大学の様子もお話しします。

新潟大学　法学部 

石　畝　剛　士
18才と民法 

　～できることとすべきこと～
契約・交通事故・結婚……こうした出来事について、高校生（16 ～ 18歳）の皆さんは何ができるのか。また、何をしなければならないのか。この講義では、具体的な事例をもとに高校生にもか
かわる民法の基礎を勉強します。また、成年年齢の改正を巡る最近の動きについても触れたいと思います。

福島大学　人間発達文化学類 

高　谷　理恵子
対人関係の発達心理学 人は人とのかかわりの中で発達していきます。人とのかかわりを基礎とした発達の仕組みについて、発達心理学の学問分野から分かってきたことをお話します。

福島大学　行政政策学類 

荒木田　　　岳
戦争という名の「行政」 さきの大戦との対比で昨今（ポスト３.11）の政治行政のありようを考えてみたい。

福島県立医科大学
看護学部 

鈴　木　学　爾

病態生理と子どもの身体的特徴
から考える子どもの発熱時の看護

発熱は身体の機序からおこる身体症状です。「ただ単に冷やす。」「熱を下げる。」だけではなく、病態生理に合わせた援助を行なう必要があります。また、子どもの身体は、発達の途中にある身体です。
その身体の特徴を理解した上で援助を考え、実践していく必要があります。そのため、今回の講義では、子どもの発熱時の看護について、「病態生理」と「子どもの身体的特徴」から考え説明していきます。
また、福島県立医科大学看護学部の特徴についても触れたいと思います。

宮城大学　食産業学群 

毛　利　　　哲
食品開発のための健康と

おいしさの科学
おいしさや栄養は食品には欠かせませんが、テレビやCMでも言われているように、おいしさと栄養は両立できないものなのでしょうか。「売れる」食品を作るために考えるべきことを、研究や開発
の事例を交えて紹介します。

宮城教育大学　教育学部 

鈴　木　　  洋
教員の仕事とは何か 教員の仕事とはどういうものなのか、分かりやすく説明します。また、宮城教育大学の魅力についてお話します。

山形大学　地域教育文化学部 

金　子　　　淳
どうしたら英語が得意になる？

みなさんは、英語ができるようになりたいなあ、と思ったことがありますか？　どのようにしたら英語を身につけることができるのでしょう？　最新の研究成果から、どのようにしたら、英語が得
意になるのか、お話をしていきたいと思います。英語を勉強するにあたって、大事なことは何なのか、一緒に考えていきましょう。
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「生徒」から「学生」へ！ ～半日総合大学編～

平成29年度　半日総合大学講座一覧

　去る７月 11 日 ( 火 ) に、今年度で 17 回目となる「半日総合大学」
を実施した。
　この行事は、２・３年を対象に「大学とはいかなる学びの場か」、「学
問とはどういうものか」について理解し、進路意識の高揚を図ることを
目的としている。今回も多くの大学の協力を得て、下記のように 16 の
講座を開講することができた。
　さて、中学・高校で ｢ 生徒 ｣ と呼ばれている君たちは、大学生にな
ると ｢ 学生 ｣ と呼ばれるようになる。これは学校教育法で定められた
呼び名であるが、言葉の意味合いとしては、｢ 生徒 ｣ ＝学校で教育を

受ける者、｢ 学生 ｣ ＝学業を修める者という意味である。つまり、これ
までは必ず答えのある問いを受動的に解いてきた ｢ 生徒 ｣ が、自分で選
んだ学業分野で自分なりの問いを立て、自分で答えを見つけ出していく
｢ 学生 ｣ に進化するということである。大学では、幅広い教養を身につ
けると同時に、特定の学問を自ら進んで学び、追求していく姿勢が必要
となる。
　今回、本紙では半日総合大学の講義内容と受講後に寄せられた感想を
掲載した。自らの受講した講義を詳しく思い出して、進路決定に役立て
て欲しい。
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私
は
今
回
の
講
義
を
通
し
て
、「
画
像
」

と
い
う
も
の
に
対
す
る
見
方
が
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。
放
送
局
の
一
員
と
し
て
た
く
さ

ん
の
写
真
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ

か
ら
は
よ
り
深
い
目
線
で
見
る
よ
う
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
初
め
て
得
ら
れ
た
知
識
も

多
々
あ
り
ま
し
た
。
画
像
は
『
ピ
ク
セ
ル
』

と
い
う
単
位
の
画
素
の
集
合
体
で
あ
る
こ

と
、
モ
ノ
ク
ロ
の
色
の
違
い
だ
け
で
二
五
六

段
階
あ
る
と
い
う
こ
と
、
カ
メ
ラ
と
人
で
は

見
れ
る
物
が
違
う
こ
と
な
ど
。
そ
の
中
で
も

オ
ー
ロ
ラ
の
話
は
興
味
深
か
っ
た
と
同
時

に
、
自
分
の
無
知
を
実
感
し
ま
し
た
。
先
生

が「
オ
ー
ロ
ラ
っ
て
あ
の
色
彩
が
い
い
よ
ね
」

な
ど
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
白

色
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
オ
ー
ロ
ラ
の
よ
う

に
カ
メ
ラ
と
人
の
視
覚
と
で
違
う
も
の
は
他

に
何
が
あ
る
の
か
を
調
べ
て
み
た
い
と
強
く

感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
こ
に
高
周
波
や
低

周
波
と
い
う
も
の
も
含
ま
れ
て
、
画
像
が
よ

り
鮮
明
に
な
る
と
い
う
お
話
に
も
関
心
を
持

ち
ま
し
た
。
高
周
波
が
多
け
れ
ば
鮮
明
に
、

低
周
波
が
多
け
れ
ば
輪
郭
が
抽
出
で
き
、
組

み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
ぼ
や
け
た
り
、
は
っ

き
り
確
認
で
き
た
り
と
、
波
の
数
で
あ
そ
こ

ま
で
多
様
に
な
る
の
か
と
驚
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
講
座
で
一
番
考
え
た
の
は
、

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
で

す
。
ニ
ュ
ー
ロ
ン
自
体
に
つ
い
て
は
言
葉
だ

け
知
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
用
い
た

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
初

め
て
で
し
た
。「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
学
習
す

る
」
と
い
う
の
は
良
く
聞
い
て
き
ま
し
た

が
、
今
回
新
し
い
二
つ
の
感
情
を
抱
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
喜
び
と
恐
怖
で
す
。
ニ
ュ
ー
ラ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
そ
う
で
す
が
、
時
間
を

経
る
ご
と
に
進
化
す
る
技
術
、
現
代
を
生
き

る
者
と
し
て
は
と
て
も
喜
ん
で
い
ま
す
。
し

か
し
、
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う

に
、
よ
り
深
い
考
え
を
持
ち
、
さ
ら
に
学
ぶ

と
い
う
こ
と
が
く
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、様
々
な
学
者
が
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
、

「
人
智
を
越
え
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
が
確
実

に
可
能
に
な
る
。
そ
の
点
で
は
恐
怖
を
覚
え

ま
し
た
。

　

会
津
大
学
は
現
段
階
で
志
望
大
学
の
一
つ

に
な
っ
て
い
ま
す
。
会
津
大
学
で
は
プ
ロ
グ

ラ
ミ
ン
グ
関
係
を
学
ぼ
う
と
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、
今
回
の
講
座
を
通
し
て
「
学
び
考
え

行
動
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」、
つ
ま
り

は
Ａ
Ｉ
の
学
習
も
し
て
み
た
い
と
考
え
ま
し

た
。
最
先
端
の
画
像
認
識
機
能
、
ニ
ュ
ー
ラ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
記
憶
・
学
習
・

行
動
を
く
り
返
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
も
し
こ
れ

ら
が
合
わ
さ
り
、
よ
り
高
度
な
技
術
へ
と
発

展
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
世
界

に
役
立
つ
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
画
像
認
識

技
術
を
も
っ
と
く
わ
し
く
学
び
た
い
と
も
思

い
ま
し
た
。
昔
か
ら
ア
ニ
メ
と
か
を
見
て
い

て
、「
こ
う
い
う
人
を
認
識
し
た
り
す
る
メ

ガ
ネ
と
か
あ
っ
た
ら
い
い
な
」
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
技
術
が
発
展
し
、
工
学
部
と

連
携
で
き
た
な
ら
ば
、
可
能
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
制
作
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発

な
ど
、
や
り
た
い
事
も
増
え
、
英
語
の
授
業

や
論
文
作
成
な
ど
、
足
ら
な
い
と
思
え
る

部
分
も
見
つ
か
り
、
会
津
大
学
へ
の
興
味
・

関
心
も
増
え
ま
し
た
。
富
岡
先
生
の
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
「
高
校
の
勉
強
は
大
学
で
よ

り
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
た
め
」
と
い
う
言
葉

を
モ
ッ
ト
ー
に
、
こ
れ
か
ら
高
校
生
活
や
志

望
校
決
定
に
活
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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画
像
と
い
う
も
の
は
、
と
て
も
小
さ
な
画

素
か
ら
で
き
て
い
る
と
は
知
っ
て
い
た
が
、

他
に
も
い
く
つ
も
の
多
大
な
種
類
の
波
（
強

さ
、
位
相
、
解
度
、
高
周
波
、
低
周
波
）
の

重
ね
合
わ
せ
で
も
一
つ
の
画
像
が
で
き
る
こ

と
に
驚
い
た
。
高
周
波
成
分
だ
け
に
す
る
と

輪
郭
だ
け
が
抽
出
で
き
た
り
、
逆
に
低
周
波

成
分
だ
け
残
す
と
画
像
が
ぼ
や
け
て
、
モ
ザ

イ
ク
が
か
か
っ
た
よ
う
に
な
っ
た
。
画
像
は

画
素
か
ら
だ
け
成
り
立
つ
と
し
か
思
っ
て
い

な
か
っ
た
が
、
大
き
く
考
え
方
が
変
わ
り
、

そ
の
用
途
な
ど
す
ご
く
感
心
し
た
。さ
ら
に
、

画
素
の
位
置
と
明
る
さ
を
、
波
の
種
類
（
周

波
数
）、
大
き
さ
、
位
相
変
化
に
変
換
す
る
、

つ
ま
り
画
素
の
情
報
を
波
の
情
報
に
変
換
す

る
と
き
、
複
素
数
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
画
像
は
さ
ま
ざ
ま
な
周
波

数
の
波
の
重
ね
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
画
像
は
い
ろ
い
ろ
な
三
角
関
数
の

組
み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
る
な
ど
、
高
校
数

学
が
ど
の
よ
う
に
大
学
の
情
報
シ
ス
テ
ム
で

使
わ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
、
や
る
気
が
湧
き
、
重
要
さ
を
改
め
て
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

身
近
に
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
は

Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ホ
、
ゲ
ー
ム
機
な
ど
で
あ
る
こ

と
は
知
っ
て
い
た
が
、
炊
飯
器
や
車
な
ど
ま

で
、
自
分
達
の
も
っ
と
身
近
に
存
在
し
て
い

る
こ
と
に
驚
い
た
。
世
界
で
初
め
て
つ
く
ら

れ
た
電
子
計
算
器
は
、
二
十
四
時
間
一
ヶ
月

作
動
さ
せ
た
ら
電
気
代
が
三
〇
〇
万
円
を
越

え
る
が
、
そ
の
機
器
が
つ
く
ら
れ
た
の
が

一
九
六
四
年
で
、
約
五
〇
年
間
で
今
自
分
達

が
生
活
し
て
い
る
技
術
ま
で
に
発
展
し
た
こ

と
に
と
て
も
驚
い
た
。
そ
の
発
展
を
促
進
さ

せ
た
も
の
の
一
つ
に
、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
て
も
小
さ
な
ス

イ
ッ
チ
で
、
い
わ
ゆ
る
半
導
体
で
あ
る
、
ト

�

小
野
江
里
奈
（
２
７
０
６
）

　

今
回
、
こ
の
講
義
を
通
し
て
、
放
射
線
の

こ
と
や
、
放
射
線
が
人
体
に
お
よ
ぼ
す
影
響

な
ど
が
詳
し
く
分
か
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
放

射
線
に
は
、
放
射
性
物
質
、
放
射
能
、
放
射

線
の
三
つ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
働
き

な
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
で

す
。
放
射
線
の
単
位
も
い
ろ
い
ろ
な
単
位
が

あ
る
こ
と
を
知
り
、
よ
く
耳
に
は
し
て
い
た

け
れ
ど
、
ど
ん
な
値
か
よ
く
分
か
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
知
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た

で
す
。
ま
た
、
宇
宙
や
空
気
な
ど
の
自
然
放

射
線
に
よ
る
被
曝
の
量
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
こ

と
を
知
り
、
驚
き
ま
し
た
。
放
射
線
に
つ
い

て
の
ニ
ュ
ー
ス
を
テ
レ
ビ
で
見
る
機
会
は
少

な
く
な
っ
た
け
れ
ど
、
ネ
ッ
ト
な
ど
で
見
つ

け
た
ら
詳
し
く
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
し

た
。

　

放
射
線
を
浴
び
る
と
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
傷
つ
い

た
り
、
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
ん
と
な
く

理
解
し
て
い
た
け
れ
ど
、
今
回
の
話
を
聞
い

て
、
そ
れ
が
と
て
も
重
要
で
危
険
な
こ
と
だ

と
分
か
り
、
こ
れ
か
ら
は
自
分
の
生
活
を
見

直
そ
う
と
思
い
ま
し
た
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
傷
つ
く

時
の
種
類
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
、
特
に
、
二
本
鎖
切
断
は
一
番
危
険
だ
と

聞
い
て
、
自
分
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
も
そ
う
な
り
得
る

と
思
う
と
す
ご
く
怖
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

で
も
、
傷
つ
い
た
り
、
切
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
修

復
す
る
機
能
が
あ
る
と
知
っ
た
時
は
、
改
め

て
、
人
間
の
体
は
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。

自
分
も
、
将
来
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
関
す
る
研
究
を
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
傷
は
多
す
ぎ
る
と
修
復
に
失
敗

し
て
、
細
胞
死
し
た
り
、
が
ん
化
す
る
と
聞

い
て
、
私
は
今
ま
で
、
が
ん
は
生
活
習
慣
が

悪
い
と
な
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
な
い
と
分
か
り
、
一

つ
知
識
が
増
え
た
の
で
良
か
っ
た
で
す
。
こ

ラ
ン
ジ
ス
タ
の
ス
ピ
ー
ド
を
求
め
る
と
限
界

が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
技
術
を
発
展

し
続
け
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ

に
全
て
を
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
数
を
用
意

し
、
仕
事
を
分
散
さ
せ
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
技
術
の
発
展
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
外

と
見
落
と
し
そ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
も
必
要
な

の
だ
と
感
じ
た
。
ま
た
、
そ
の
技
術
力
は
人

並
み
に
相
当
し
、
物
件
の
分
類
で
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
は
人
間
を
越
え
、
技
術
の
進
歩
の

速
さ
に
感
激
し
た
。
機
械
は
単
純
な
一
方
通

行
の
作
業
し
か
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た

が
、
そ
れ
は
実
際
に
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ

を
利
用
し
て
機
械
に
学
習
さ
せ
る
方
法
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、例
え
ば
人
間
だ
っ
た
ら
、

人
の
特
徴
を
数
字
で
表
わ
し
、
そ
れ
を
特
徴

量
と
し
、そ
の
特
徴
量
に
合
っ
て
い
れ
ば
人
、

合
っ
て
い
な
け
れ
ば
人
で
は
な
い
と
、
人
を

識
別
す
る
学
習
だ
っ
た
。
特
徴
量
は
具
体
的

に
暗
い
方
か
ら
明
る
い
方
へ
の
ベ
ク
ト
ル
で

表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
徴
量
を
使
い
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
演
算
を
行
わ
せ
、
現
実
世
界

の
識
別
を
す
る
と
い
う
発
想
を
思
い
つ
い
た

の
は
さ
す
が
だ
な
と
感
服
し
た
が
、
そ
れ
を

上
回
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
特
徴
量

を
使
わ
ず
に
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
の

脳
と
同
じ
よ
う
に
、
識
別
す
る
の
だ
が
、
そ

れ
の
す
ご
い
所
は
、
識
別
に
失
敗
す
る
と
そ

れ
を
も
と
に
成
功
す
る
よ
う
何
度
も
繰
り
返

し
試
行
す
る
こ
と
だ
。
そ
こ
に
は
と
て
も
複

雑
な
数
式
が
あ
る
の
だ
が
、
人
が
特
徴
を
教

え
込
む
の
で
は
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
自
身

が
自
分
で
経
験
を
積
む
と
い
う
画
期
的
な
ア

イ
デ
ィ
ア
に
感
動
し
た
。
こ
の
講
義
を
通
し

て
、
よ
り
こ
の
技
術
の
進
歩
に
貢
献
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
た
時
間
だ
っ
た
。

の
時
に
一
番
大
事
な
の
は
「
身
体
の
中
に
ど

れ
だ
け
傷
が
で
き
て
い
る
か
、
そ
れ
ら
が

ち
ゃ
ん
と
修
復
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ

と
で
、
そ
れ
を
ま
め
に
行
う
こ
と
で
、
が
ん

の
早
期
発
見
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
放
射
線
は
ず
っ
と
「
体
に
悪
い
も

の
」「
放
射
線
が
あ
っ
て
良
い
こ
と
は
あ
る
の

か
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
今
回
の
話

で
、
放
射
線
は
身
近
な
所
で
活
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
悪
い
所
だ
け
で
は
な
い
ん

だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。
が
ん
治
療
の
話
で
は
、

放
射
線
を
あ
て
る
こ
と
で
、
体
の
中
の
が
ん

細
胞
を
死
な
せ
る
と
い
う
方
法
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
放
射
線
の
は
た
ら
き
を
上

手
く
使
っ
た
方
法
だ
と
思
い
、
自
分
は
思
い

つ
か
な
い
の
で
す
ご
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
他
に
も
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
に
放
射
線

を
あ
て
て
発
芽
を
抑
制
し
た
り
、
米
や
花
な

ど
の
新
種
の
開
発
を
し
た
り
、
放
射
線
の
活

用
法
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。
こ
れ
か
ら

は
放
射
線
の
良
い
活
用
法
に
も
目
を
向
け
る

べ
き
だ
し
、
他
の
人
た
ち
に
も
知
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

最
後
の
先
生
の
学
生
時
代
の
話
で
は
、
今

の
自
分
に
活
か
せ
る
お
話
を
し
て
く
れ
た
の

で
、
今
す
ぐ
に
で
も
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
気

持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
、「
や
ら
な
い

で
後
悔
す
る
よ
り
や
っ
て
反
省
す
る
べ
き
」

と
い
う
言
葉
が
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
ま

す
。先
生
は
す
ご
く
強
い
人
だ
と
思
っ
た
し
、

自
分
も
そ
う
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
う




