
　
人
工
知
能（
Ａ
Ｉ
）、Ｉ
ｏ
Ｔ（
モ

ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）、
デ
ー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
な
ど
、Ｉ
Ｔ（
情
報

技
術
）
の
革
新
に
よ
り
超
ス
マ
ー

ト
社
会
の
実
現
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。
生
命
科
学
や
物
質
科
学
の

分
野
で
も
、Ｉ
Ｔ
・
先
進
技
術
の

革
新
が
研
究
の
方
法
論
を
大
き
く

変
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
変
化
を
踏
ま
え
、
本

学
は
情
報
、
バ
イ
オ
、
物
質
と
い

う
従
来
の
３
研
究
科
を
先
端
科
学

技
術
研
究
科
に
統
合
し
ま
し
た
。

個
別
分
野
に
と
ど
ま
ら
な
い
幅
広

い
視
野
を
持
ち
、
融
合
領
域
に
果

敢
に
挑
戦
し
て
い
く
研
究
者
ら
の

育
成
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
２０
年
間
で
科
学
技
術
は
急

速
に
進
化
し
、
社
会
の
あ
り
方
や

人
類
の
生
活
に
大
き
な
変
化
を
も

た
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、

世
界
で
は
知
と
富
の
偏
在
に
よ
る

格
差
が
拡
大
。
地
球
環
境
も
限
界

に
近
付
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
こ

そ
科
学
が
人
類
の
幸
福
に
貢
献
す

る
道
を
再
考
し
、
未
来
へ

の
責
務
を
果
た
す
べ
き
と

き
で
す
。

　
１
９
９
９
年
の
「
ブ
ダ

ペ
ス
ト
宣
言
」
が
、
２１
世

紀
に
お
け
る
科
学
の
責
務

と
し
て
掲
げ
た
「
社
会
に

お
け
る
科
学
と
社
会
の
た

め
の
科
学
」
と
い
う
理
念

や
、
２
０
１
５
年
に
国
連

で
採
択
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な
開

発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）」
は
、
科
学

者
に
と
っ
て
重
要
な
指
針
で
す
。

科
学
者
は
自
ら
の
研
究
の
先
に

人
々
の
生
活
が
あ
り
、
そ
の
た
め

に
貢
献
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
仕

事
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。

　
キ
ー
ワ
ー
ド
は「
課
題
解
決
」で

あ
り
、「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
達
成
の
た
め
の

科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｓ

Ｔ
Ｉ 

ｆ
ｏ
ｒ 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）」
の
推

進
が
重
要
で
す
。
そ
こ
で

科
学
技
術
振
興
機
構
（
Ｊ

Ｓ
Ｔ
）
は
様
々
な
事
業
を

展
開
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
セ
ン
タ
ー
・
オ

ブ
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン（
Ｃ

Ｏ
Ｉ
）
は
、
挑
戦
的
な
研

究
開
発
を
支
援
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
す
。
社
会
の
あ

る
べ
き
姿
か
ら
取
り
組
む

べ
き
課
題
を
設
定
し
、
大
学
や
企

業
の
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
研

究
開
発
を
推
進
し
ま
す
。
現
在
、

全
国
で
１８
拠
点
を
展
開
。
実
用
的

な
応
用
研
究
に
定
評
が
あ
る
ド
イ

ツ
の
フ
ラ
ウ
ン
ホ
ー
フ
ァ
ー
研
究

機
構
の
よ
う
に
、
革
新
的
な
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
手
応
え
を
感

じ
て
い
ま
す
。
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藤
沢
　
現
在
ど
ん
な
研
究
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
か
。

　
松
原
　
事
前
に
エ
ン
ジ
ニ
ア
が

教
え
な
く
て
も
、
経
験
か
ら
行
動

を
学
習
す
る
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
を
研

究
開
発
し
て
い
ま
す
。
布
を
裏
返

す
ス
キ
ル
の
習
得
や
、
小
型
船
舶

の
自
動
運
転
な
ど
が
可
能
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。

　
畑
中
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
内
で

化
学
現
象
を
予
測
す
る
シ
ス
テ
ム

を
構
築
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
新
た
な
素
材
や
化
学
材
料
の
効

率
的
な
開
発
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
ま

す
。
工
業
的
な
ニ
ー
ズ
と
自
身
の

興
味
の
２
本
柱
で
、
社
会
の
役
に

立
ち
そ
う
な
も
の
を
研
究
開
発
の

対
象
に
選
ん
で
い
ま
す
。

　
吉
田
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
よ
る

環
境
汚
染
が
顕
在
化
す
る
中
、
ポ

リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト

（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
）を
食
べ
て
増
殖
す
る
微

生
物
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
将
来

的
に
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
を
分

解
し
、
有
用
な
化
合
物
を
生
み
出

す
微
生
物
を
つ
く
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
藤
沢
　
社
会
実
装
に
向
け
て
企

業
と
の
連
携
な
ど
に
課
題
は
あ
り

ま
す
か
。

　
松
原
　
近
年
は
企
業
と
の
共
同

研
究
が
進
み
、
自
分
た
ち
だ
け
で

は
難
し
い
実
験
も
数
多
く
で
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
海
外
に
比
べ
る

と
大
学
と
企
業
の
一
体
感
は
物
足

り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
深
く
、
長
期

的
に
大
き
な
課
題
に
取
り
組
め
る

仕
組
み
が
必
要
で
す
。

　
吉
田
　
複
数
の
企
業
と
、
利
害

に
関
係
な
く
同
じ
方
向
を
向
い
て

研
究
で
き
る
環
境
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
　
畑
中
　
企
業
と
の
研
究
に
参
加

し
た
学
生
が
成
果
を
上
げ
て
も
、

研
究
者
と
し
て
の
評
価
に
つ
な
が

り
に
く
い
の
が
課
題
で
す
。
研
究

者
と
し
て
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

を
ア
ピ
ー
ル
し
に
く
い
た
め
で

す
。
　
濵
口
　
最
近
は
起
業
す
る
研
究

者
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
や

っ
て
資
金
を
集
め
て
、
成
果
を
追

求
す
る
の
も
一
つ
の
道
で
す
。

　
多
川
　
科
学
者
は
社
会
の
一
員

で
あ
る
と
い
う
意
識
を
強
く
持

ち
、
研
究
の
内
容
を
社
会
に
示
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う

し
な
い
と
社
会
と
の
乖
離
（
か
い

り
）が
広
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
藤
沢
　
加
速
度
的
に
進
化
す
る

科
学
技
術
と
人
間
の
共
存
は
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
大
き
な
課
題
で

す
。
共
存
の
あ
り
方
や
、
科
学
者
・

研
究
機
関
が
留
意
す
べ
き
こ
と
は

何
で
し
ょ
う
か
。

　
松
原
　
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
分
野
で

は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
や
安
全
性

を
ど
う
担
保
す
る
か
が
焦
点
で

す
。
安
全
に
配
慮
す
る
あ
ま
り
対

策
過
剰
と
な
り
、
性
能
や
効
率
が

犠
牲
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
技
術
的
な
課
題

で
あ
る
と
同
時
に
、
技
術
を
ど
う

利
用
す
る
か
と
い
う
人
の
心
の
問

題
で
も
あ
り
ま
す
。

　
畑
中
　
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
や
宗

教
的
な
学
び
の
重
要
性
に
気
付
い

た
と
き
、
専
門
家
に
学
べ
る
環
境

が
ほ
し
い
で
す
。

視
野
を
広
げ
る
た

め
、
自
分
と
異
な

る
分
野
の
人
た
ち

と
の
交
流
も
深
め

た
い
と
思
い
ま
す
。
い
つ
ま
で
も

学
ぶ
姿
勢
が
大
切
で
す
。

　
吉
田
　
日
常
は
慌
た
だ
し
く
過

ぎ
て
い
き
、
つ
ら
い
こ
と
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
す
べ
て
自
身

の
血
肉
に
な
る
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に

捉
え
て
い
ま
す
。
研
究
者
と
し
て

心
を
鍛
え
、
社
会
と
の
関
わ
り
の

中
で
研
究
者
と
し
て
の
あ
り
方
を

模
索
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
多
川
　
科
学
は
社
会
の
発
展
に

寄
与
す
る
一
方
で
、
人
間
の
欲
望

を
満
た
す
た
め
に
利
用
さ
れ
る
側

面
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
先
端

科
学
の
研
究
者
に
は
、
特
に
高
い

倫
理
性
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
科
学

者
と
し
て
宗
教
性
・
哲
学
性
を
身

に
付
け
て
、
自
己
チ
ェ
ッ
ク
し
な

が
ら
研
究
を
進
め
て
く
だ
さ
い
。

　
濵
口
　
大
学
は
企
業
の
よ
う
に

短
期
的
な
成
果
を
追
求
す
る
場
で

は
な
く
、
１０
〜
２０
年
単
位
の
研
究

開
発
を
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
役

割
を
社
会
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ

と
が
大
切
で
す
。
研
究
の
透
明
性

や
説
明
責
任
は
大
学
が
担
う
べ
き

も
の
な
の
で
、

研
究
者
は
自
ら

の
興
味
を
と
こ

と
ん
追
求
し
て

く
だ
さ
い
。

　
藤
沢
　
時
代

と
と
も
に
科
学

者
の
あ
り
方
は
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。
そ
の
意
味
で
も
社
会
に
対
す

る
継
続
的
な
情
報
発
信
の
重
要
性

を
感
じ
ま
し
た
。
大
学
と
企
業
が

互
い
に
理
解
を
深
め
る
仕
組
み
も

必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

社会課題捉えた
研究開発を推進

奈良先端大東京フォーラム2019

関西経済連合会、関西文化学術研究都市推進機構、奈良先端科学技術大学院大学支援財団協力：
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済連合会、関西文化学術研究都市推進機構、奈良先端科学
技術大学院大学支援財団）を開催した。超長寿社会における
科学技術のあり方や人間の心の持ち方などについて、識者・
研究者がそれぞれの立場から論じ合った。
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心
豊
か
に
生
き
る
た
め
に
必
要

な
こ
と
が
３
つ
あ
り
ま
す
。

　
１
つ
目
は
、
物
事
を
善
悪
や
愛

憎
な
ど
対
立
構
造
で
考
え
な
い
こ

と
で
す
。「
人
間
と
自
然
」
と
い
っ

た
捉
え
方
か
ら
は
「
自
然

を
保
護
す
る
」
な
ど
、
人

間
を
上
に
見
る
発
想
が
生

ま
れ
、
自
然
の
中
で
生
か

さ
れ
て
い
る
人
間
と
い
う

本
当
の
姿
を
見
失
い
か
ね

ま
せ
ん
。

　
生
と
死
も
分
け
て
考
え

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

現
代
の
日
本
は
人
生
１
０
０
年
時

代
な
ど
と
言
い
、
死
を
忌
む
べ
き

も
の
と
し
て
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、

生
死
（
し
ょ
う
じ
）
は
不
可
分
で

す
。
自
ら
の
死
を
正
面
か
ら
見
つ

め
て
こ
そ
、
生
が
輝
い
て
く
る
の

で
す
。

　
２
つ
目
は
、
自
他
を
比
較
し
な

い
こ
と
で
す
。
他
者
の
成
功
や
失

敗
に
一
喜
一
憂
す
る
の
は
嫉
妬
の

姿
。
自
分
の
方
が
上
だ
と
思
え
ば

満
足
し
、
下
な
ら
恨
み
を
抱
く
よ

う
な
生
き
方
は
改
め
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。

　
３
つ
目
は
、
自
分
に
と
っ
て
都

合
の
悪
い
こ
と
も
受
け
止
め
る
こ

と
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
変
化

の
さ
な
か
に
あ
り
、
今
日
は
不
都

合
で
も
、
明
日
に
は
変
わ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

都
合
の
悪
い
も
の
を
拒
絶

す
る
の
は
、
世
界
の
半
分

を
捨
て
る
こ
と
に
等
し

い
。
そ
れ
で
は
自
分
の
住

む
世
界
は
狭
く
な
り
、
い

つ
ま
で
も
心
は
豊
か
に
な

り
ま
せ
ん
。

　「
心
豊
か
に
」
と
言
え
ば
マ
イ
ル

ド
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
こ
れ
ら
３

点
を
実
践
す
る
に
は
相
当
な
努
力

と
覚
悟
が
要
り
ま
す
。
現
代
は「
心

の
時
代
」と
い
う
よ
り「
心
を
鍛
え

る
時
代
」
で
す
。
厳
し
い
せ
め
ぎ

合
い
を
経
て
、
初
め
て
心
の
豊
か

さ
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。

心を鍛えて
豊かに生きる

興福寺 寺務老院 多川 俊映氏

心をみつめる ～より豊かに生きるために～●特別講演
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