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A
I
と
私
た
ち
の
こ
れ
か
ら

―
世
間
で
は
、
将
来
A
I
が
人
間
に
取
っ
て

代
わ
り
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
人
間
を
凌
駕
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
人
が
多
い
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
斎
藤
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？

　

確
か
に
、
A
I
が
人
間
に
取
っ
て
代
わ
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
人
も

少
な
く
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

A
I
に
つ
い
て
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。
A
I
に
つ
い
て
の
知

識
を
持
た
な
い
人
は
、
A
I
を
感
情
や
意
思
を

持
っ
て
い
る
独
立
し
た
存
在
と
し
て
漠
然
と
捉
え

る
よ
う
に
な
り
、
結
果
と
し
て
そ
の
存
在
を
恐
れ

て
し
ま
う
の
で
す
。
A
I
は
、
あ
く
ま
で
も
人

間
が
数
式
を
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
た
機
械
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。
A
I
の
仕
組
み
を
理
解
す
れ
ば
、
私

が
そ
う
で
あ
る
様
に
、
決
し
て
A
I
を
怖
い
も

の
だ
と
は
思
わ
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
技
術
の
本

質
は
人
間
の
能
力
の
拡
張
な
の
で
、
A
I
の
正

し
い
活
用
は
多
く
の
人
に
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し

ま
す
。
そ
し
て
今
後
は
A
I
を
使
い
こ
な
す
人

と
、
ま
っ
た
く
使
え
な
い
人
と
の
間
に
、
享
受
で

き
る
メ
リ
ッ
ト
の
差
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
間

違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
A
I
に
つ
い

て
何
も
知
ら
な
く
て
も
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き

ま
す
が
、
少
し
で
も
理
解
し
て
お
け
ば
、
世
界
に

対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
他

の
色
々
な
ツ
ー
ル
だ
っ
た
り
、
便
利
な
機
器
と
同

じ
よ
う
に
で
す
。
そ
の
た
め
A
I
に
つ
い
て
学

び
、
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
一
層
重
要
に
な
っ
て

く
る
で
し
ょ
う
。

―
世
の
中
に
あ
る「
A
I
と
人
間
」と
い
う
二
項

対
立
的
な
見
方
に
つ
い
て
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。

　

A
I
と
人
間
を
二
項
対
立
的
に
語
る
こ
と
は

ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な

ら 

A
I
は
人
間
の
道
具
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。

結
局
の
と
こ
ろ
数
式
を
コ
ー
ド
で
入
力
す
る
の
は

人
間
で
、
A
I
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
し
て

い
る
だ
け
な
の
で
す
。
そ
の
構
造
は
将
来
も
変

わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
A
I
と
人
間
は
、

決
し
て
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
最
も
望
ま
し
い
の
は
、
二
つ
の
共
存
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
A
I
と
人
間
を
二
項
対
立

的
に
語
る
よ
り
も
、
A
I
の
道
具
と
し
て
の
可

能
性
に
注
目
し
、
有
益
に
活
用
す
る
方
法
を
考
え

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
A
I
は
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

く
と
思
い
ま
す
か
。

　

例
え
ば
今
の
時
代
、
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て

は「
自
分
が
今
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
る
」

と
い
う
実
感
は
薄
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
技
術
が
我
々
に
と
っ
て
「
当
た
り

前
」
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
今
後

A
I
の
活
用
が
「
当
た
り
前
」
に
な
っ
て
い
き
、

A
I
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
は
な
く
な
っ

て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
技
術
の
価
値
は
、

我
々
研
究
者
と
そ
れ
を
用
い
る
皆
さ
ん
と
の
間
の

や
り
と
り
の
中
で
生
ま
れ
ま
す
。
ま
ず
我
々
が
新

た
な
技
術
の
紹
介
を
す
る
。
次
に
、
我
々
が
し
た

提
案
に
対
し
て
皆
さ
ん
が
「
こ
れ
は
ど
う
な
ん
だ

ろ
う
」
と
常
に
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
、
受
け
入
れ

る
か
受
け
入
れ
な
い
か
を
決
め
て
い
く
。
そ
う
し

て
皆
さ
ん
に
と
っ
て
新
た
な
技
術
が「
当
た
り
前
」

に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
技
術
に
価
値
が
生
ま
れ
る

の
で
す
。

EXDREAM 株式会社　代表取締役
1980 年代後期より音楽制作（作曲）に従事。武
蔵野音楽院にてバークリー音大メソッドを学ぶ。
2013 年 EXDREAM 株式会社を立ち上げ。音楽と
テクノロジーを融合した、未来の音楽の創造を目
指す。音楽制作・販売、インターネット関連事業
などを手掛ける一方で、音楽テクノロジー学校

「canplay」を始めとした、音楽教育事業にも携
わっている。

斎藤喜寛




