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序章　なぜ、いま自律性を問わなければならないか

序
章　

な
ぜ
、
い
ま
自
律
性
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

河
島
茂
生

一　

は
じ
め
に

　

未
来
を
作
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
想
像
力
、
創
造
力
が
必
要
だ
。
人
を
巻
き
込
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
や
実

践
力
、
そ
う
し
た
力
も
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
基
礎
を
打
ち
固
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
礎
が
な

け
れ
ば
、
社
会
が
ぐ
ら
つ
く
。
そ
の
基
礎
の
中
核
に
「
自
律
性
」（autonom

y

）
が
あ
る
。

　

自
律
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
そ
の
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ
、
深

く
考
え
て
み
た
こ
と
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
重
要
性
を
感
じ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
重
要
な
の
は
Ａ
Ｉ
（artificial 

intelligence

）
に
よ
っ
て
「
仕
事
が
な
く
な
る
の
か
」「
国
の
経
済
力
が
維
持
さ
れ
る
の
か
」「
便
利
に
な
る
の
か
」
で
あ
っ
て
、
自

律
性
と
い
っ
た
小
難
し
い
こ
と
は
な
に
に
役
立
つ
か
わ
か
ら
な
い
。
時
間
を
か
け
て
議
論
す
る
必
要
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

　

自
律
性
と
い
う
言
葉
は
抽
象
的
で
難
し
い
。
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
け
れ
ど
も
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、

よ
く
わ
か
ら
な
く
な
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
を
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
大
き
な
方
向

性
を
左
右
す
る
、
重
要
な
概
念
で
あ
る
。

　

Ａ
Ｉ
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
（internet of things

）
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
が
普
及
し
た
現
在
、
従
来
に
も
ま
し
て
自
律
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性
と
い
う
語
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る）

（
（

。
高
度
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
特
性
を
表
す
語
と
し
て

も
自
律
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
や
使
わ
れ
方
は
十
分
に
検
討
さ
れ
な
い
ま

ま
に
あ
り
、
曖
昧
な
ま
ま
混
乱
し
た
状
態
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

た
と
え
ば
、
総
務
省
情
報
通
信
政
策
研
究
所
が
主
催
す
る
Ａ
Ｉ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
会
議
の
報
告
書
（20（7, 20（8

）
を
み

る
と
、「
自
律
性
を
有
す
る
Ａ
Ｉ
」
と
い
う
言
葉
と
「
個
人
の
自
律
」
と
い
う
言
葉
が
並
ん
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
Ａ
Ｉ
の
自
律

性
と
個
人
の
自
律
性
は
同
列
に
論
じ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
両
者
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
両
者
に

違
い
が
な
い
な
ら
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
型
Ａ
Ｉ
時
代
に
あ
っ
て
「
人
間
の
尊
厳
と
個
人
の
自
律
を
尊
重
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

Ａ
Ｉ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
会
議
の
報
告
書
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
人
間
の
た
め
の
Ａ
Ｉ
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
内
閣
府
は
「
人
間
中
心
の
Ａ
Ｉ
社
会
原
則
検
討
会
議
」
を
主
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
非
営
利
組
織
Ｆ
Ｌ
Ｉ

（Future of Life Institute

）
が
作
っ
た
ア
シ
ロ
マ
原
則
に
は
、「
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
は
、
人
間
の
尊
厳
、
権
利
、
自
由
、
そ
し
て
文
化

的
多
様
性
に
適
合
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
、
運
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
が
入
っ
て
い
る
（Future of Life Institute, 

20（7

）。
人
間
の
尊
厳
を
も
た
ら
す
も
の
が
自
律
性
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
Ａ
Ｉ
の
よ
う
な
機
械
が

も
っ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
書
の
ね
ら
い
は
、
自
律
性
概
念
を
整
理
し
体
系
づ
け
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
混
乱
し
た
状
態
を
解
消
し
、
Ａ
Ｉ
時
代
の
人
々
の

対
話
の
基
盤
づ
く
り
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
律
性
と
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
自
律
的
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
他
律
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
機
械
は
果
た
し
て
自
律
性
を
も
つ
の
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
場
合
の
自
律
性
と
は
い
っ
た
い
い

か
な
る
意
味
か
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
テ
ー
マ
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
。

　

端
的
に
い
え
ば
、
生
物
が
そ
の
内
部
で
も
っ
て
い
る
自
律
性
は
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
」（radical autonom

y

）
と
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で
も
い
う
べ
き
生
物
学
的
自
律
性
で
あ
る
。
生
物
は
自
分
で
自
分
を
作
る
。
そ
の
自
己
制
作
す
る
閉
鎖
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
内

部
に
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
起
点
を
置
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
が
形
成
さ
れ
る
。
生
物
は
、
自
分
で
自
分
を
作
り
な
が
ら
内
部
と

外
部
を
形
成
し
、
そ
の
内
側
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
環
境
を
認
知
し
て
い
く
。
環
境
が
完
全
に
生
物
の
動
き
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
に
見
え
る
場
面
が
あ
る
と
し
た
ら
、
環
境
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
対
応
す
る
よ
う
に
生
物
の
内
部
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
生
物
は
根
本
的
か
つ
徹
底
的
な
自
律
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
は
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
内
部
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
閉
鎖
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
た
め
、「
あ
り
／
な
し
」
の
2
値
し
か
な
い
。
近
代
的

個
人
の
自
律
性
は
そ
の
生
物
学
的
自
律
性
を
基
盤
と
し
て
存
立
し
て
お
り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
の
一
種
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
一
方
、
機
械
の
自
律
性
は
、
生
物
が
無
限
定
の
環
境
下
で
適
応
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
参
照
し
な
が
ら
エ
ン
ジ
ニ

ア
が
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
近
年
、
自
律
性
の
度
合
い
が
高
ま
っ
て
い
る
。
生
物
の
も
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
の
段

階
に
は
達
し
て
お
ら
ず
、「
あ
り
／
な
し
」
で
は
な
く
程
度
の
問
題
で
あ
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
と
機
械
の
自
律
性
の

間
に
は
壁
が
あ
る
。
そ
の
壁
を
超
え
る
に
は
、
機
械
が
自
己
制
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
き
な
跳
躍
が
必
要
で
あ
る
（
図
序
─

1
）。

二　

さ
ま
ざ
ま
な
自
律
性

二
．一　

近
代
的
個
人
の
自
律
性

　

自
律
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
で
「
自
己
統
治
」（
自
己auto

＋
規
範
・
統
御nom

os

）
の
意
味
で
使
わ
れ
、

（
（
）　

本
書
で
い
う
Ａ
Ｉ
は
、
機
械
学
習
を
含
む
最
先
端
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素
を
指
す
。

人
間
の
知
能
を
圧
倒
的
な
差
で
凌
駕
す
る
人
工
超
知
能
（artificial superintelligence
）
は
除
く
。
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政
治
的
な
自
治
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一

六
世
紀
の
宗
教
改
革
の
こ
ろ
は
信
教
の
自
由
を
体
現
す
る

言
葉
で
あ
っ
た
。
個
人
の
尊
厳
を
根
拠
づ
け
る
意
味
で
使

わ
れ
は
じ
め
た
の
は
近
代
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
マ
ヌ

エ
ル
・
カ
ン
ト
の
道
徳
に
関
す
る
哲
学
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
カ
ン
ト
は
、
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら

道
徳
律
を
定
め
る
自
律
性
が
人
間
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る

と
述
べ
、
人
間
の
有
す
る
尊
厳
の
哲
学
的
基
盤
を
築
き
上

げ
た
。
す
で
に
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
は
「
我
思
う
、
ゆ
え
に

我
あ
り
」
と
述
べ
、
人
間
の
理
性
を
基
点
と
し
て
物
事
を

考
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
お
り
、
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル

は
、
人
間
は
「
考
え
る
葦
」
で
あ
っ
て
思
考
す
る
こ
と
が

わ
れ
わ
れ
の
尊
厳
に
つ
な
が
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
カ

ン
ト
は
そ
う
し
た
立
論
を
深
め
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
理

性
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
が
考
え
た
道
徳
法
則
に
沿
っ
た
生

き
方
を
行
う
こ
と
を
自
律
と
呼
ん
だ
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の

理
性
に
よ
る
自
律
性
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め

に
対
義
語
と
し
て
他
律
（heteronom

y

）
と
い
う
語
を
造

っ
た
。
こ
の
場
合
の
他
律
と
は
、
理
性
で
は
な
く
生
得
的

図序─1　本書で依拠する大まかな概念図

自律的思考
近代的個人の自律

ラディカル・オートノミー
（オートポイエーシスの帰結）

生物

人間の心理

機械の自律性
（ロボティクス、AI を含む）

・技術を制御する技術
・特徴量の自動抽出
・物体の概念の一部形成
　　　　　　　　・・・・

高度化（度合いで記述可能）

機械が媒介した社会の自律
社会

閉鎖の有無

ギャップ
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欲
求
や
他
者
の
指
示
、
自
然
法
則
に
従
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
偉
い
人
か
ら
言
わ
れ
た
か
ら
そ
れ
に
従
っ
た
行
動
を

と
る
こ
と
は
他
律
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
自
分
の
内
に
あ
る
感
情
や
欲
望
の
ま
ま
行
為
す
る
こ
と
も
他
律
と
位
置
づ

け
た
。
理
性
に
よ
る
行
動
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
の
い
う
自
律
性
は
、
か
な
り
範
囲
が
限
定
さ
れ
た
、
厳
し

い
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
律
性
の
語
の
意
味
は
、
政
治
的
な
自
治
か
ら
人
間
の
理
性
に
関
係
し
た
も
の

へ
、
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
い
ま
は
、
ま
た
自
律
の
語
の
意
味
が
変
わ
る
時
期
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
自
律
性
に
関
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
言
葉
が
明
示
的
に
使
わ
れ
な
く
と
も
日
常
生
活
で
し
ば
し
ば
話
題
に

上
っ
て
い
る
。
就
職
す
る
会
社
や
通
う
学
校
な
ど
を
自
由
に
選
べ
る
よ
う
な
感
覚
を
抱
く
一
方
で
、
逆
に
他
の
人
か
ら
の
指
示
に
よ

っ
て
望
む
選
択
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
自
由
が
失
わ
れ
た
と
感
じ
る
。
前
者
は
自
律
性
が
あ
り
、
後
者
は
自
律
性
が
奪
わ
れ
て

い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
は
、
不
満
に
感
じ
ス
ト
レ
ス
を
覚
え
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の

自
律
性
は
、
人
間
の
尊
厳
を
輪
郭
づ
け
る
「
自
由
意
志
」（free w

ill

）
で
あ
り
、
他
か
ら
束
縛
さ
れ
ず
に
み
ず
か
ら
の
意
思
で
決
定

す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
自
由
意
志
の
尊
重
は
、
近
代
社
会
の
選
択
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
大
き
な
柱
に
な
っ
て
き
た
。
居
住
地

や
学
校
、
職
業
、
婚
姻
、
商
品
の
選
択
に
あ
た
っ
て
個
人
の
意
志
が
尊
重
さ
れ
る
の
は
そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
。
何
を
選
択
す
る
べ

き
か
を
自
分
で
思
案
し
、
自
分
で
決
断
し
、
そ
の
結
果
も
自
分
で
引
き
受
け
る
。
近
代
社
会
で
は
、
結
婚
す
る
か
ど
う
か
、
結
婚
す

る
と
し
た
ら
ど
の
相
手
と
結
婚
す
る
か
ど
う
か
、
基
本
的
に
は
個
人
の
意
志
に
委
ね
ら
れ
る
。
強
制
的
に
自
分
が
知
ら
な
い
相
手
と

結
婚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
近
代
よ
り
前
は
そ
う
で
は
な
く
、
家
同
士
が
決
め
た
相
手

と
結
婚
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
近
代
社
会
に
な
っ
て
個
人
の
意
志
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
マ
イ
ケ
ル
・
マ
ー
モ
ッ
ト
な
ど
の
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
研
究
が
示
し
た
こ
と
は
、
自
分
の
自
己
決
定
権
が
高
い
と
考
え
て
い
る

人
の
ほ
う
が
健
康
状
態
が
良
好
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
職
階
が
上
の
人
は
、
下
の
人
に
比
べ
て
死
亡
リ
ス
ク
が
低
く
、
そ
れ
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に
は
自
分
の
裁
量
で
決
め
ら
れ
る
範
囲
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。
自
分
の
裁
量
で
物
事
を
決
め
て
い
る
感
覚
が
あ
る
人
は
、
た
と
え
そ

れ
が
勝
手
な
思
い
込
み
で
あ
っ
て
も
死
亡
率
が
低
い
。
逆
に
窓
際
族
は
、
窓
際
で
外
の
風
景
を
ぼ
ん
や
り
と
み
つ
め
て
い
て
気
楽
そ

う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
本
人
が
強
制
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ぎ
り
、
精
神
的
に
は
望
ま
し
い
状
態
で
は
な
く
健
康
を
害
し

や
す
い
の
で
あ
る
。
幸
福
感
と
自
己
決
定
と
の
強
い
関
連
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
西
村
・
八
木
、20（8

）。
健
康
や
人
間
関
係
に
次

い
で
自
分
で
進
学
先
や
就
職
先
を
決
め
て
い
る
度
合
い
が
幸
福
感
に
は
強
く
関
わ
っ
て
い
る
。
自
分
で
人
生
の
大
き
な
選
択
を
し
て

い
る
人
は
幸
福
度
が
高
い
。
年
収
や
所
得
よ
り
も
、
自
己
決
定
が
幸
福
感
に
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
第
六
章
「
組
織
構
成
員
の
自
律

的
思
考
と
Ａ
Ｉ
を
め
ぐ
る
実
証
的
分
析
」
で
触
れ
る
と
お
り
、
主
に
二
〇
世
紀
初
頭
に
工
場
経
営
に
活
用
さ
れ
た
科
学
的
管
理
法
の

限
界
も
、
こ
こ
に
あ
っ
た
。
科
学
的
管
理
法
に
よ
っ
て
、
工
場
の
労
働
者
の
動
作
が
標
準
化
さ
れ
、
時
間
管
理
も
徹
底
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
生
産
性
は
劇
的
に
向
上
し
た
。
し
か
し
、
従
業
員
は
機
械
の
よ
う
に
扱
わ
れ
不
満
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
わ
れ
わ

れ
人
間
に
と
っ
て
は
、
自
由
意
志
を
発
揮
し
自
分
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
決
め
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
抱
く
こ
と
が
権
利
意
識
を
守

り
健
康
や
幸
福
感
を
増
進
さ
せ
る
う
え
で
と
て
も
重
要
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
自
由
意
志
の
尊
重
は
決
し
て
よ
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
と
き
に
は
残
酷
な
心
理
的
負
担
を
強
い
る
。
新
生
児
の

重
い
障
害
を
知
っ
た
親
は
、
そ
の
子
の
命
を
絶
つ
か
継
続
さ
せ
る
か
の
選
択
に
直
面
す
る
。
シ
ー
ナ
・
ア
イ
エ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
で
は
親
が
み
ず
か
ら
で
選
び
た
が
る
傾
向
が
如
実
に
見
て
取
れ
る
（Iyengar, 20（0

＝20（0

）。
し
か
し
親
が
自
分
で
子
ど

も
の
死
の
決
断
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
親
は
後
に
な
っ
て
罪
悪
感
や
迷
い
、
恨
み
を
執
拗
に
感
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
逆
に
フ
ラ
ン

ス
で
は
親
が
特
段
の
申
し
立
て
を
行
わ
な
い
か
ぎ
り
医
師
が
延
命
治
療
の
中
止
の
決
断
を
下
す
が
、
そ
の
場
合
は
親
は
そ
れ
ほ
ど
苦

悩
し
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
由
意
志
の
尊
重
が
か
え
っ
て
人
を
苦
し
め
る
こ
と
が
あ
る
。
ほ
か
の
人
に
決
め
て
も
ら
い
、

あ
え
て
他
律
に
な
る
こ
と
で
精
神
的
負
荷
を
下
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
ほ
か
の
場
面
で
も
見
ら
れ
る
。
学
校
や
職
業
な
ど
は
膨

大
な
選
択
肢
が
あ
り
、
最
終
的
に
は
ど
れ
を
選
ぶ
か
を
自
分
で
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
希
望
す
る
も
の
が
得
ら
れ
な
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く
と
も
、
自
分
の
能
力
次
第
で
そ
れ
を
得
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
個
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
を
比
較
検
討

し
、
自
分
の
人
生
を
歩
む
。
そ
の
失
敗
は
、
生
活
保
護
受
給
者
へ
の
非
難
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
個
人
に
課
せ
ら
れ
る
。

勉
強
し
た
く
て
も
病
弱
で
思
う
よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
り
、
家
の
都
合
で
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
て
も
、
個
人
に
責

任
が
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
差
別
や
い
じ
め
、
暴
力
に
よ
り
、
人
生
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
自
己
責
任
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
過
酷
な
こ
と
で
あ
る
（
河
島
・
竹
之
内
、

20（5

）。
い
っ
そ
人
間
は
外
的
な
も
の
に
規
定
さ
れ
て
い
る
他
律
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
ほ
う
が
楽
に
な
る
ケ
ー
ス
は
少
な

く
な
い
。

　

加
え
て
、
自
由
意
志
そ
れ
自
体
に
も
疑
問
が
再
三
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
古
く
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
は
じ
め
ご
ろ

に
か
け
て
精
神
分
析
の
創
始
者
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
が
心
は
無
意
識
か
ら
も
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
根
底
に
横
た
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
自
由
な
意
志
は
、
世
界
の
隅
々
ま
で
を
見
通
す
宇
宙
の
基
点
で
は
な
い
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
以

降
に
隆
盛
を
誇
っ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
思
想
の
根
幹
に
は
理
性
的
人
間
の
死
が
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
哲
学
者
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
は
「
人
間
は
波
打
ち
ぎ
わ
の
砂
の
表
情
の
よ
う
に
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
人
間
の
消
滅
を
予
言
し
た
こ
と

は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
消
滅
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
生
物
学
的
な
人
間
の
死
で
は
な
く
、
西
洋
の
知
の
歴
史

の
な
か
で
近
代
に
な
っ
て
現
れ
て
き
た
理
性
的
人
間
な
る
も
の
が
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
、「
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
決
め
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
意
外
に
も
他
の
人
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
て
い

る
と
お
り
に
街
を
歩
き
、
買
い
物
を
し
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
商
品
の
陳
列
方
法
を
変
え
る
だ
け
で
売
上
が
変
わ
る
。
臓
器

提
供
や
年
金
制
度
加
入
を
デ
フ
ォ
ル
ト
に
す
る
だ
け
で
、
つ
ま
り
最
初
の
設
定
を
変
え
る
だ
け
で
、
臓
器
提
供
や
年
金
制
度
へ
の
加

入
が
促
進
さ
れ
る
。
も
し
拒
否
す
る
な
ら
余
分
な
手
間
が
か
か
る
よ
う
に
す
る
だ
け
で
、
臓
器
提
供
の
意
思
表
示
を
す
る
人
や
年
金

に
加
入
す
る
人
の
比
率
が
劇
的
に
上
が
る
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
で
動
い
て
い
る
つ
も
り
で
も
実
際
に
は
操
ら
れ
て
い
る
。
行
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動
経
済
学
や
神
経
科
学
、
心
理
学
な
ど
の
知
見
に
よ
り
、
個
人
の
尊
厳
の
基
盤
と
な
る
個
人
の
自
律
性
（
近
代
的
自
我
）
は
い
ま
問

い
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
神
経
生
理
学
者
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
ら
の
実
験
は
、
よ
く
参
照
さ
れ
る
。
指
を
動
か
そ
う
と
決
意
す

る
前
に
脳
に
は
準
備
電
位
が
既
に
発
生
し
て
い
る
。
脳
の
プ
ロ
セ
ス
が
先
で
そ
の
後
に
遅
れ
て
意
識
が
生
じ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
自
分
の
意
志
よ
り
も
脳
の
動
き
の
ほ
う
が
行
動
を
決
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
神
経
学
者
マ
イ
ケ
ル
・
ガ
ザ

ニ
ガ
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
意
識
は
た
と
え
で
っ
ち
上
げ
で
あ
っ
て
も
自
分
な
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
り
出
し
首
尾
一
貫
性
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
当
人
に
と
っ
て
は
嘘
が
嘘
で
あ
る
こ
と
す
ら
気
づ
か
な
い
。
意
識
は
、
自
分
の
行
動
に
説
明
が
つ
く
よ
う
に
作
り
話

を
組
み
立
て
、
そ
れ
が
こ
じ
つ
け
で
あ
る
こ
と
に
す
ら
気
づ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
意
識
が
特
権
的
な
位
置
に
い
て
正
し
く
判
断
を

下
し
て
い
る
と
い
っ
た
見
方
に
は
批
判
が
相
次
い
で
い
る
。
い
わ
ば
自
己
決
定
の
虚
構
性
の
知
見
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
幻
想
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
決
め
て
い
る
」
と
い
う
自
己
決
定
の
意
味
で
の
個
人
の
自
律
性
を

強
調
し
す
ぎ
る
と
、
安
易
な
自
己
責
任
論
に
結
び
つ
き
、
ひ
い
て
は
社
会
の
結
び
つ
き
を
弱
め
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

近
代
的
個
人
を
支
え
た
理
性
・
精
神
の
自
律
性
は
ゆ
ら
い
で
い
る
。

二
．二　

機
械
の
自
律
性

　

で
は
、
機
械
の
ほ
う
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

人
間
の
柔
軟
な
発
想
力
と
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
り
、
道
具
は
、
次
第
に
複
雑
に
な
り
自
動
化
さ
れ
て
き
た
。
斧
や
ナ
イ
フ
は
、
人

間
の
力
が
動
力
源
に
な
り
木
を
切
っ
た
り
相
手
に
攻
撃
し
た
り
す
る
こ
と
に
使
わ
れ
る
。
直
接
的
に
人
間
の
動
き
が
道
具
の
動
き
と

な
る
。
時
代
が
経
ち
、
や
が
て
道
具
を
制
御
す
る
道
具
が
作
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
モ
ー
タ
ー
と
い
う
道
具
は
刃
や
ド
ラ
イ
バ
ー
、
車

輪
と
い
っ
た
道
具
を
回
転
さ
せ
る
。
直
接
的
に
人
間
の
力
が
加
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
操
作
し
た
道
具
を
介
し
て
別
の
道

具
を
動
か
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
自
動
化
が
進
ん
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
自
動
化
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
に
お
い
て
も
随
所
に
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見
ら
れ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
立
ち
上
げ
る
と
、
自
動
で
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
に
接
続
し
よ
う
と
す
る
。
更
新
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
自
動
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
さ
れ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
知
ら
ぬ
間
に
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
攻
撃
し
て
い
た
り
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
知
ら
ぬ
間
に
攻
撃
を
防
い
で
い
た
り
す
る
。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
Ｏ
Ｎ
に
し
て
い
る
と
、
そ
の
場
そ
の
場
に
応
じ
て
天
気
や

紹
介
さ
れ
る
店
舗
が
変
わ
っ
て
く
る
。
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
の
ウ
ェ
ブ
ク
ロ
ー
ラ
ー
は
、
ウ
ェ
ブ
空
間
を
自
動
で
巡
回
し
な
が
ら
た
ど

り
着
い
た
先
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
を
コ
ピ
ー
す
る
。
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
、
自
動
で
デ
ー
タ
が
転
送

さ
れ
る
。
技
術
が
技
術
を
制
御
す
る
仕
組
み
が
連
鎖
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
自
動
化
が
高
度
に
な
る
に
つ
れ
て
、
人
間
の
自
律
性
と
は
別
に
、
機
械
の
自
律
性
が
話
題
に
上
り
盛
ん
に
論
じ
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
で
も
同
様
で
あ
る
。
第
三
次
ブ
ー
ム
を
迎
え
た
Ａ
Ｉ
は
、
機
械
学
習
に
よ
っ
て
学

習
デ
ー
タ
を
読
み
込
み
自
動
的
に
内
部
で
特
徴
量
（
素
性
）
を
形
成
し
、
学
習
し
た
と
お
り
に
新
し
い
対
象
を
分
類
す
る
。
そ
の
特

色
を
自
律
性
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
場
合
も
多
い
。
自
律
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
や
自
律
分
散
シ
ス
テ
ム
、
自
律
型
兵
器
と
い
っ
た
語
も

す
で
に
使
わ
れ
て
い
る
。
自
動
運
転
車
は
、
自
律
走
行
車
と
も
呼
ば
れ
、
英
語
で
「autonom

ous car

」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
電
気
・
電
子
分
野
の
規
格
の
標
準
化
な
ど
を
行
っ
て
い
る
団
体IEEE

は
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
Ｉ
の
設
計
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る

「
倫
理
的
に
調
和
し
た
デ
ザ
イ
ン
（Ethically A

ligned D
esign

）」
を
公
開
し
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
々
を
巻
き
込
み
な
が
ら
議
論

を
重
ね
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
Ａ
Ｉ
は
「
自
律
的
か
つ
知
的
な
シ
ス
テ
ム
（A

utonom
ous and Intelligent System

s

）」
と
表
現
さ

れ
、
自
律
性
に
力
点
が
置
か
れ
た
名
称
と
な
っ
て
い
る
（IEEE, 20（9

）。

　

第
三
章
「
ロ
ボ
ッ
ト
の
自
律
性
概
念
」
で
述
べ
る
と
お
り
、
以
前
よ
り
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
で
は
自
律
性
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
開
発

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
そ
の
場
の
環
境
に
合
わ
せ
て
持
続
的
に
適
応
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
欧
州
委
員
会
の
ロ
ボ
ロ
ー
（RoboLaw

）・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
と
法
律
と
の
関
係
を
検
討
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
が
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
で
あ
る
「
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
規
制
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（Guidelines on Regulating Ro-
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botics

）」（20（4

）
で
は
「
人
間
の
行
動
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
自
律
的
マ
シ

ン
」
と
し
て
ロ
ボ
ッ
ト
を
定
義
づ
け
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
物
理
的
ボ
デ
ィ
を
も
ち
自

律
的
で
人
間
に
似
て
い
る
も
の
と
位
置
づ
け
た
。
こ
こ
で
い
う
自
律
性
と
は
、

人
間
の
介
入
な
し
に
自
力
で
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
な
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
文
書
で
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
分
類
も
提
案
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
基
準

と
な
る
5
特
徴
の
（
特
徴
と
し
て
自
律
性
を
挙
げ
、
実
験
室
の
外
の
環
境
で
人

間
が
関
わ
ら
ず
に
タ
ス
ク
を
実
行
で
き
る
レ
ベ
ル
に
よ
り
、
完
全
自
律
（full 

autonom
y

）
／
半
自
律
（sem

i-autonom
y

）
／
遠
隔
操
作
（tele-operation

）

に
分
類
で
き
る
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
グ
ー
グ
ル
・
カ
ー
は
自
律
の
枠
に

入
り
、
外
科
手
術
ロ
ボ
ッ
ト
のda V

inci

は
遠
隔
操
作
に
分
類
さ
れ
る
。
こ

の
ロ
ボ
ロ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
考
え
方
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
生
活
支

援
ロ
ボ
ッ
ト
の
安
全
性
に
関
す
る
国
際
規
格
で
あ
るISO

（3482

な
ど
で
も
自

律
性
に
言
及
す
る
か
た
ち
で
ロ
ボ
ッ
ト
が
定
義
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
自
律
性
は

ロ
ボ
ッ
ト
を
論
じ
る
な
か
で
大
き
な
一
要
素
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
汎
用
Ａ
Ｉ

─
特
定
の
課
題
に
特
化
し
た
Ａ
Ｉ
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
状
況
に
合
わ
せ
て
多
様
な
課
題
を
解
く
適
用
範
囲
の
広
い
Ａ
Ｉ

─
の
開

発
を
め
ぐ
っ
て
も
「
自
律
性
の
付
与
が
鍵
」（
栗
原
ほ
か
、20（7

）
と
さ
れ
て
い

る
）
2
（

。
加
え
て
、
い
か
に
し
て
Ａ
Ｉ
に
倫
理
的
な
側
面
を
実
装
し
て
道
徳
的
な
振

る
舞
い
を
す
るA

M
A

s
（artificial m

oral agents

）
を
設
計
す
る
か
を
考
え

図序─2　AMA 開発の 2 つの次元（Wallach & Allen, 2009: 26＝2019: 33）

機能的道徳

操作的道徳

高倫理的感受性低
低

高

自
律
性

今日の
（ロ）ボット

完全な
道徳的
行為者性？？
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序章　なぜ、いま自律性を問わなければならないか

る
マ
シ
ン
・
エ
シ
ッ
ク
ス
（m

achine ethics

）
の
領
域
で
も
、
自
律
性
が
尺
度
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
（
図
序
─

2
）。
技
術
的
人

工
物
を
道
徳
的
行
為
者
に
含
め
る
立
論
を
展
開
し
て
い
る
ル
チ
ア
ー
ノ
・
フ
ロ
リ
デ
ィ
や
ジ
ェ
フ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
も
、
行
為
者

（agent
）
と
な
る
一
条
件
と
し
て
自
律
性

─
外
部
と
の
相
互
作
用
な
し
で
も
内
部
状
態
を
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

─
を
挙
げ
た

（Floridi &
 Sanders, 2004

）。
道
徳
的
行
為
者
と
は
、
道
徳
的
観
点
か
ら
そ
の
行
為
が
評
価
さ
れ
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・

サ
リ
ン
ズ
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
道
徳
的
行
為
者
と
な
る
条
件
と
し
て
意
図
や
責
任
の
ほ
か
に
自
律
性

─
機
械
が
外
部
か
ら
の
直
接
的

な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
し
に
動
く
こ
と

─
を
挙
げ
て
い
る
（Sullins, 2006

）。
機
械
の
自
律
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
っ
た
ら
よ

い
の
か
。
機
械
の
自
律
性
は
ど
こ
ま
で
い
く
の
か
。
つ
ま
り
工
学
的
に
自
動
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
ど
こ
ま
で
い
く
の
か
、
構
成
論
的

ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
ロ
ボ
ッ
ト
内
部
の
概
念
形
成
は
ど
こ
ま
で
い
く
の
か
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ペ
ッ
パ
ー
や
ア
イ
ボ
の
よ
う
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ボ
ッ
ト
も
そ
れ
に
接
す
る
と
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚

─
擬

生
命
化
（
擬
人
化
含
む
）

─
を
抱
く
こ
と
が
あ
る
。
心
理
実
験
に
よ
り
、
機
械
内
部
の
仕
組
み
に
そ
れ
ほ
ど
注
意
を
向
け
な
い
一

般
の
人
々
だ
け
で
な
く
機
械
内
部
の
設
計
に
気
を
配
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
者
も
、
し
ば
し
ば
機
械
に
礼
儀
正
し
く
振
る
舞
う
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
（Reeves &
 N

ass, （998

＝200（
）。
次
の
実
験
が
有
名
だ
。
ま
ず
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
一
通
り
の
豆
知
識
を
被
験
者

に
提
示
し
、
そ
の
後
で
被
験
者
が
豆
知
識
の
印
象
を
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
回
答
す
る
の
だ
が
、
こ
の
回
答
を
行
う
端
末
を
2
通
り
に

（
2
）　

汎
用
性
と
関
わ
る
「
適
用
度
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
デ
ー
タ
に
対
応
可
能
な
度
合
い
を
指
す
が
、
自
律
性
と
は
別
の
概
念
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
た
と
え
ば
ダ
ニ
は
、
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
酪
酸
の
匂
い
・
温
度
感
覚
・
毛
の
多
寡
と
い
っ
た
ご
く
少
数
の

知
覚
標
識
を
も
と
に
環
境
を
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
様
子
は
人
間
の
目
か
ら
す
れ
ば
ひ
ど
く
単
純
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
ダ
ニ
に
と
っ
て
は
十
分

な
世
界
な
の
で
あ
る
。「
動
物
主
体
は
、
も
っ
と
も
簡
単
な
も
の
も
、
非
常
に
複
雑
な
も
の
も
、
同
じ
完
全
さ
で
そ
の
環
境
世
界
に
適
用
し
て
い

る
」（U

exküll &
 K

riszat, （970

＝（973:20

）。
す
な
わ
ち
、
適
用
度
は
、
人
間
の
適
用
範
囲
か
ら
み
て
そ
の
度
合
い
が
図
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
度
合
い
が
た
と
え
低
く
と
も
生
物
学
的
自
律
性
は
存
在
す
る
と
い
え
る
。
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分
け
た
。
豆
知
識
を
教
え
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
同
じ
端
末
で
豆
知
識
の
印
象
を
聞
く
場
合
と
、
別
の
端
末
で
印
象
を
聞
く
場
合
で
あ

る
。
そ
の
結
果
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
被
験
者
は
、
同
じ
端
末
で
評
価
し
た
場
合
の
ほ
う
が
、
別
の
端
末
で
評
価
に
比
べ
て

肯
定
的
な
回
答
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
人
間
相
手
に
示
し
て
い
る
の
と
同
様
、
豆
知
識
を
教
え
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

対
し
て
は
礼
儀
正
し
く
接
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
に
長
け
た
者
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

著
名
な
哲
学
者
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ネ
ッ
ト
の
区
分
で
い
え
ば
、
こ
れ
は
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
し
て
「
物
理
的
な
構
え
」（physi-

cal stance

）
や
「
設
計
的
な
構
え
」（design stance

）
で
は
な
く
、「
志
向
的
な
構
え
」（intentional stance

）
を
と
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
デ
ネ
ッ
ト
は
、
事
物
の
予
測
に
関
す
る
姿
勢
を
「
物
理
的
な
構
え
」「
設
計
的
な
構
え
」「
志
向
的
な
構
え
」
に
3
分
類

し
た
（D

ennett, （996

＝（997
）。
物
理
的
な
構
え
と
は
、
物
理
法
則
と
物
理
的
構
造
に
着
目
す
る
手
法
で
、
放
り
投
げ
た
石
が
描
く

放
物
線
、
水
の
沸
騰
の
説
明
な
ど
に
適
用
さ
れ
る
。
石
が
落
ち
る
の
は
重
力
の
法
則
が
あ
る
か
ら
と
考
え
る
見
方
で
あ
る
。
設
計
的

な
構
え
は
、
設
計
さ
れ
た
構
造
が
あ
り
設
計
さ
れ
た
通
り
に
機
能
す
る
だ
ろ
う
と
想
定
す
る
手
法
で
、
目
覚
ま
し
時
計
な
ど
に
活
用

さ
れ
る
。
朝
六
時
に
目
覚
ま
し
時
計
が
鳴
る
の
は
、
指
定
し
た
時
間
に
時
計
が
鳴
る
よ
う
に
予
め
設
計
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
そ

の
時
刻
が
朝
六
時
と
指
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
志
向
的
な
構
え
と
は
、「
対
象
の
行
為
を
理
解
す
る
た
め
に
そ
れ
を
主
体
と
し
て

捉
え
る
」（D

ennett, （996

＝（997:69

）
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
対
象
が
信
念
や
欲
求
を
も
つ
と
考
え
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
志
向
的

な
構
え
を
目
覚
ま
し
時
計
に
適
用
す
る
と
、
朝
六
時
に
目
覚
ま
し
時
計
が
鳴
る
の
は
、
目
覚
ま
し
時
計
が
そ
の
時
間
に
人
を
起
こ
そ

う
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
親
切
心
や
義
務
感
か
ら
そ
う
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
志
向
的
構
え
は
擬
人
化
に
も

深
く
関
係
し
て
い
る
。
設
計
的
な
構
え
を
と
っ
て
い
て
も
、
と
き
に
我
々
は
無
意
識
的
に
志
向
的
な
構
え
を
と
り
、
機
械
の
振
る
舞

い
に
意
図
を
感
じ
て
し
ま
う
。

　

Ａ
Ｉ
時
代
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
社
会
制
度
上
で
機
械
に
自
律
性
を
認
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
河
島
、20（6

）。
周
知
の
よ
う
に
、
欧
州
議
会
が
「
電
子
的
人
間
」（electronic person

）
の
議
論
を



13

序章　なぜ、いま自律性を問わなければならないか

は
じ
め
て
い
る
。「
も
っ
と
も
高
度
な
自
律
性
を
備
え
た
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
特
定
の
権
利
や
義
務
、
与
え
た
損
害
を
償
う
電
子
的
人
間

の
地
位
を
も
つ
よ
う
に
制
度
設
計
す
る
こ
と
が
あ
り
え
る
」（European Parliam

ent Com
m

ittee on Legal A
ffairs, 20（6:（2

）
と

い
う）

3
（

。
そ
の
議
論
は
ど
こ
ま
で
の
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
の
か
。
日
本
で
も
、
電
子
的
人
間
と
い
う
も
の
を
考
え
る
必
要
は
あ
る
の

か
。
あ
る
い
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
財
産
権
を
超
え
た
保
護
を
与
え
る
必
要
性
は
あ
る
の
か
。
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で

自
律
性
を
見
出
だ
せ
る
存
在
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
言
語
的
表
現
と
し
て
は
「
自
動
」
が
ふ
さ
わ
し
く
自
律
と
い
う
語
を
使
う
の

は
本
質
を
覆
い
隠
す
・
見
誤
ら
せ
る
こ
と
な
の
か
。
そ
う
し
た
こ
と
も
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

筆
者
ら
は
、
Ａ
Ｉ
（
Ａ
Ｉ
を
備
え
た
ロ
ボ
ッ
ト
を
含
む
）
の
リ
ス
ト
を
挙
げ
、
愛
着
を
感
じ
た
も
の
は
あ
る
か
否
か
を
聞
い
た）

4
（

（
表

序
─

1
）。
モ
ノ
へ
の
愛
着
も
あ
る
た
め
擬
人
化
そ
の
も
の
の
質
問
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
機
械
に
愛
着
を
抱
い
て
い
る
人
が
三
割
ほ

ど
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
愛
着
の
な
い
人
が
約
七
割
い
る
が
、
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
や
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
、
ペ
ッ
ト
型
ロ
ボ
ッ
ト
、
会

話
型
Ａ
Ｉ
で
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
お
よ
そ
三
割
の
人
が
そ
れ
ら
に
愛
着
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。
電
子
的
人
間
肯
定
派
に
と
っ
て
は
、
や
や

嬉
し
い
数
字
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
っ
た
人
々
は
、
技
術
が
高
度
化
す
れ
ば
、
こ
の
数
字
は
き
っ
と
上
が
る
と
い

（
3
）　

欧
州
議
会
に
お
け
る
電
子
人
間
の
提
言
に
対
す
る
批
判
的
検
討
と
し
て
は
、
河
島
茂
生
（20（9

）「
Ａ
Ｉ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
状
況
下
に
お
け
る
集

合
的
責
任
」
社
会
情
報
学
八
巻
一
号
、
一
─

一
四
頁
が
あ
る
。

（
4
）　

筆
者
と
河
井
大
介
と
の
共
同
調
査
で
あ
り
、
中
央
調
査
社
の
マ
ス
タ
ー
サ
ン
プ
ル
に
対
す
る
郵
送
調
査
（
督
促
は
が
き
一
回
）
を
行
っ
た
。
こ

の
マ
ス
タ
ー
サ
ン
プ
ル
は
電
子
住
宅
地
図
を
利
用
し
た
層
化
三
段
無
作
為
抽
出
法
に
基
づ
い
て
依
頼
を
受
け
た
個
人
が
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
調
査
会
社
が
保
有
す
る
調
査
パ
ネ
ル
の
な
か
で
も
偏
り
が
小
さ
く
、
代
表
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
対
象
は
、
マ
ス
タ
ー
サ
ン
プ

ル
の
う
ち
日
本
全
国
に
居
住
す
る
者
で
、
二
〇
歳
以
上
五
九
歳
以
下
の
男
女
で
あ
る
。
調
査
対
象
者
は
性
別
と
年
齢
層
（
一
〇
歳
刻
み
）
で
母
集

団
比
例
の
割
付
を
行
っ
た
上
で
、
予
測
回
収
率
を
も
と
に
重
み
づ
け
を
行
い
、
地
域
（
七
地
域
）
と
都
市
規
模
（
三
段
階
）
で
層
化
無
作
為
抽
出

さ
れ
た
一
三
〇
〇
人
で
、
回
答
者
は
六
二
三
人
で
あ
っ
た
。
発
送
・
返
送
期
間
は
、
二
〇
一
九
年
一
月
～
同
年
二
月
で
あ
る
。
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う
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。

　

た
だ
し
、
も
し
本
当
の
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ロ
ボ
ッ
ト
を
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、

Ｏ
Ｓ
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
に
あ
た
っ
て
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
自
身
に
許

可
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
勝
手
に
デ
ー
タ
を
読
み

込
ま
せ
る
こ
と
も
倫
理
的
に
認
め
ら
れ
な
い
行
為
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
個
人
の

内
面
を
無
断
で
操
作
す
る
行
為
で
あ
り
、
不
可
侵
な
領
域
の
侵
犯
に
当
た
る
と
見
な
さ

れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
人
間
の
よ
う
な
自
律
性
を

備
え
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
無
許
可
で
こ
う
し
た
行
為
を
し
て
も
倫
理
的
問
題
に
問
わ

れ
な
い
の
で
あ
る
。

二
．三　

自
律
性
の
体
系
化
の
必
要
性

　

こ
れ
ま
で
長
々
と
見
て
き
た
よ
う
に
現
代
社
会
で
は
、
人
間
の
尊
厳
の
基
盤
と
さ
れ

る
自
律
性
の
ゆ
ら
ぎ
と
同
時
に
機
械
の
自
律
性
の
高
度
化
が
並
行
し
て
起
き
て
い
る
。

　

高
度
に
発
達
し
つ
つ
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
に
対
す
る
認
識
の
違
い
は
、
将
来
的

に
看
過
で
き
な
い
問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
楽
観
的
に
捉
え
て
い
る
人
も
い
る
が
、

不
安
を
抱
い
て
い
る
人
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
に
対
す

る
認
識
枠
組
み
（
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
）
の
違
い
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の
核
心
に
潜
ん

で
い
る
の
が
人
間
や
機
械
の
自
律
性
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

真
剣
に
考
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
人
間
の
本
質
を
な
す
自
律
性
と
機
械
の
自
律
性
を
同

表序─1　AI（AI を備えたロボットを含む）への愛着

愛着

あり なし

（） 人型ロボット（Pepper（ペッパー）など） 29.（％ 70.3％

2） 掃除ロボット（ルンバなど） 27.3％ 7（.9％

3） ペット型ロボット（aibo（アイボ）など） 30.8％ 68.5％

4） 会話型 AI（Siri（シリ）、りんな、Alexa（アレクサ）
など） 26.6％ 72.7％

（総数＝623 人、無回答＝4 人（0.6％））
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序章　なぜ、いま自律性を問わなければならないか

じ
に
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
「
人
間
が
機
械
の
よ
う
に
働
か
さ
れ
る
」「
病
気
に
な
っ
た
人
間
が
故
障
し
た
機
械
の
よ
う
に
捨
て
ら

れ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
深
刻
な
社
会
的
問
題
を
引
き
起
こ
す
懸
念
さ
え
あ
る
。
あ
る
い
は
、
人
間
の
自
律
性

が
ゆ
ら
い
で
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
も
し
く
は
強
調
し
す
ぎ
る
と
自
己
責
任
論
に
つ
な
が
る
か
ら
と
い
っ
て
、
個
人
の
尊
厳
と
強
く

結
び
つ
い
た
自
律
性
の
概
念
を
放
棄
し
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
個
人
の
自
律
性
の
放
棄
は
、
個
人
の
選
択
の
自
由
の
放
棄
と
イ
コ

ー
ル
で
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
研
究
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
は
自
分
に
決
定
の
裁
量
権
が
な
い
と
感
じ
る
と
、

そ
の
健
康
状
態
が
悪
化
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
す
ら
あ
る
。
さ
ら
に
現
代
社
会
の
制
度
は
、
個
人
の
自
己
決
定
が
幻
想
で
あ
っ
て
も
、

個
人
に
は
自
律
性
が
あ
る
と
い
う
前
提
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。
病
気
の
治
療
方
法
、
宗
教
へ
の
入
信
、
結
婚
の
有
無
、
居
住
場
所
、

会
社
と
の
契
約
、
言
論
な
ど
は
、
個
人
の
自
己
決
定
が
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
個
人
の
自
己
決
定
と
は
別
の
意
味

で
自
律
性
概
念
を
構
築
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
律
性
は
権
利
や
責
任
、
倫
理
的
配
慮
を
考
え
る
際
の
基
礎
概

念
で
あ
る
た
め
、
自
律
性
概
念
を
な
お
ざ
り
に
し
て
は
、
今
後
の
社
会
制
度
の
大
き
な
方
向
性
が
見
え
て
こ
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
近
代
以
降
の
人
類
は
、
ほ
か
の
生
物
や
物
体
と
の
違
い
を
精
神
の
自
律
性
に
見
出
だ
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
、
も
し

機
械
に
も
自
律
性
が
あ
る
と
し
た
ら
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
本
質
的
な
問
い
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

現
在
は
、
い
ろ
い
ろ
な
自
律
性
が
整
理
・
体
系
化
さ
れ
な
い
ま
ま
混
在
し
、
社
会
的
課
題
設
定
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
多
様
な
人
々
の
間
の
対
話
が
誤
解
の
ま
ま
進
み
、
社
会
的
な
意
思
決
定
が
適
切
に
行
わ
れ
な
い
事
態
を
招
き
か
ね
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
根
幹
を
な
す
自
律
性
と
い
う
概
念
を
整
理
し
体
系
づ
け
る

こ
と
を
目
指
す
。

　

実
は
、
既
存
の
研
究
と
し
て
、
こ
う
し
た
多
様
な
自
律
性
を
取
り
上
げ
体
系
的
に
ま
と
め
あ
げ
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
ヴ
ァ

ー
ジ
ニ
ア
・
デ
ィ
グ
ナ
ム
（20（7

）
の
論
考
の
よ
う
に
、
タ
イ
ト
ル
に
「autonom

y

」
と
い
う
単
語
が
入
っ
て
い
て
も
自
律
性
と

は
な
に
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
（D

ignum
, 20（7

）。
イ
ギ
リ
ス
下
院
科
学
技
術
委
員
会
が
ま
と
め
た
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報
告
書
「
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
と
人
工
知
能
（robotics and artificial intelligence

）」
で
は
、
機
械
の
自
動
的
（autom

ated

）
と
自
律

的
（autonom

ous

）
と
の
違
い
が
説
明
さ
れ
て
い
る
（H

ouse of Com
m

ons Science and T
echnology Com

m
ittee, 20（6

）。
自
動

的
と
い
う
語
が
適
切
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
律
的
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
多
す
ぎ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
自

動
的
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
に
使
う
の
に
適
し
て
い
る
言
葉
で
あ
り
、
定
型
的
で
繰
り
返
し
が
多
く
、
予
測
が
か
な
り
で
き
る
作
業

を
担
う
機
械
に
用
い
る
べ
き
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
律
的
は
、
未
知
の
環
境
に
も
対
応
で
き
る
機
械
に
使
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。

こ
の
説
明
は
、
実
に
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い
が
、
機
械
の
自
動
的
と
自
律
的
の
区
分
で
あ
っ
て
人
間
を
も
含
め
た
自
律
性
の
検

討
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
欧
州
科
学
・
新
技
術
倫
理
グ
ル
ー
プ
は
自
律
性
に
関
す
る
声
明
を
出
し
て
い
る
（European Group on Ethics in Sci-

ence and N
ew

 T
echnologies, 20（8

）。
そ
の
声
明
に
よ
れ
ば
、
自
律
性
と
は
規
範
や
ル
ー
ル
、
法
を
作
り
考
え
て
選
ぶ
人
間
の
能

力
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
自
分
自
身
で
道
徳
規
範
を
設
け
、
自
分
で
人
生
の
目
的
や
目
標
を
選
ぶ
権
利
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
人
間
の
能
力
や
権
利
に
は
自
己
形
成
や
自
己
意
識
、
自
己
内
の
信
念
や
価
値
が
必
ず
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ゆ
え
自
律
性
は
倫
理
的
な
意
味
で
は
人
間
だ
け
に
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
機
械
が
高
度
化
し
て
知
能
を
も
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
よ
う
と
も
、
自
律
性
の
語
を
人
工
物
に
使
う
の
は
誤
用
の
類
に
属
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
声
明
は
、
人
間
と
機
械
の
両
方
を

視
野
に
収
め
、
自
律
性
と
い
う
語
を
機
械
に
適
用
す
る
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
た
め
、
本
書
の
ね
ら
い
に
近
い
。
た
だ
し
、

後
で
い
う
「
自
己
決
定
」
と
自
律
性
と
を
同
じ
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
い
わ
ば
近
代
的
個
人
を
前
提
に
し
て
い
る
。
近
年
、
個
人

の
自
己
決
定
が
欺
瞞
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
に
、
説
得
力
不
足
を
指
摘
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
本
書

は
、
近
代
的
自
我
だ
け
で
は
な
く
生
物
や
倫
理
的
基
盤
と
な
る
自
律
性
ま
で
も
含
め
た
幅
広
い
領
域
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
に

自
律
性
に
関
し
て
体
系
的
に
検
討
し
た
研
究
は
な
く
、
本
書
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
十
分
に
差
別
化
で
き
る
。


