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論壇
Ⅰ

は
じ
め
に

最
近
の
話
題
と
い
え
ば
人
工

知
能
で
あ
る
。
最
も
強
い
囲
碁

棋
士
に
Ａ
Ｉ
が
勝
利
し
た
記
事

は
、
記
憶
に
新
し
い
。
ま
た
Ａ

Ｉ
に
よ
り
無
く
な
る
仕
事
に
会

計
業
務
が
あ
っ
た
り
と
、
不
安

感
を
持
つ
者
も
い
る
。
デ
ィ
ー

プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
Ａ
Ｉ
が
賢
く

な
っ
た
と
し
て
も
、
我
々
の
仕

事
が
無
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
仕
事
の
や
り
方
は
変

わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
が

Ａ
Ｉ
を
使
い
こ
な
す
時
代
が
到

来
す
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら

だ
。
た
だ
、
こ
れ
は
当
分
先
の

話
で
、
当
分
の
間
、
私
た
ち
の

仕
事
は
複
雑
な
税
法
と
共
に
あ

り
続
け
る
。

昭
和
41
年
12
月
の
『
税
制
簡

素
化
に
つ
い
て
の
第
一
次
答

申
』
に
お
い
て
、「
税
制
は
複

雑
で
難
解
で
あ
る
と
い
う
批
判

や
非
難
は
日
常
し
ば
し
ば
耳
に

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
」、「
そ

の
精
密
な
計
算
規
定
や
煩
さ
な

手
続
き
の
簡
略
化
を
望
む
声

は
、
従
来
か
ら
納
税
者
の
間
に

極
め
て
強
い
。」
と
指
摘
し
て

い
る
が
、
50
年
近
く
経
て
も
、

当
時
と
変
わ
ら
ず
、
ま
す
ま
す

複
雑
で
あ
る
。

簡
素
化
に
お
い
て
は
、
過

去
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
、
水
野
論

文
＊
1
、金
子
論
文
＊
2
、増
井
論

文
＊
3
、
首
藤
論
文
＊
4
で
議
論

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
、紙
面
の
制
約
上
割
愛
す
る
。

Ⅱ

簡
素
化
の
目
的

簡
素
化
の
目
的
の
一
つ
は
、

増
井
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
と
お

り
コ
ス
ト
の
削
減
で
あ
る
。
納

税
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
コ
ス
ト
で
あ
る
「
租
税
法

を
解
釈
す
る
た
め
の
コ
ス

ト
」、「
会
計
に
関
わ
る
コ
ス

ト
」、「
申
告
手
続
き
に
関
わ
る

コ
ス
ト
」
の
削
減
。
最
終
的
に

は
国
民
が
負
担
す
る
こ
と
に
な

る
税
務
行
政
コ
ス
ト
で
あ
る

「
規
定
策
定
コ
ス
ト
」、「
確
定

手
続
き
コ
ス
ト
」、「
権
利
救
済

コ
ス
ト
」
の
削
減
で
あ
る
。
租

税
制
度
は
、
納
税
者
に
と
っ
て

は
納
税
に
伴
う
コ
ス
ト
が
少
な

く
て
、
行
政
に
と
っ
て
は
行
政

コ
ス
ト
が
少
な
く
て
す
む
制
度

が
望
ま
し
い
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。所

得
税
の
確
定
申
告
書
の
件

数
は
、
平
成
元
年
で
約
1
6
9

7
万
件
（
納
税
額
が
あ
る
も
の

は
5
4
3
7
6
件
）、平
成
27
年

で
2
1
5
1
万
件
（
納
税
額
が

あ
る
も
の
は
5
5
7
2
5
件
）

で
あ
る
。
増
加
要
因
と
し
て
は

年
金
所
得
者
の
増
加
と
考
え
ら

れ
る
が
、
約
5
0
0
万
件
増
加

し
た
こ
と
に
よ
る
納
税
協
力
コ

ス
ト
と
税
務
行
政
コ
ス
ト
が
発

生
し
た
こ
と
に
な
る
。
納
税
額

が
あ
る
申
告
は
平
成
元
年
と
平

成
27
年
で
は
変
化
が
な
い
の
だ

か
ら
、
本
当
に
申
告
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
申
告

さ
せ
な
い
制
度
構
築
が
で
き
る

の
で
あ
れ
ば
、
国
民
は
無
駄
な

コ
ス
ト
を
削
減
で
き
た
の
で
あ

る
。も

う
一
つ
の
目
的
は
民
主
主

義
的
意
義
か
ら
で
あ
る
。
多
く

の
国
民
の
参
加
の
下
に
国
民
が

権
力
を
所
有
し
、
同
時
に
、
自

ら
権
力
を
行
使
し
て
い
れ
ば
、

多
く
の
国
民
が
理
解
で
き
な
い

税
制
が
構
築
さ
れ
な
い
。
コ
ス

ト
で
は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い

民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
も
の

で
あ
る
。

Ⅲ

な
ぜ
簡
素
化
で
き
な
い
の
か

全
て
の
国
民
が
容
易
に
理
解

で
き
る
租
税
制
度
を
構
築
す
る

こ
と
に
異
論
が
な
い
こ
と
は
、

誰
も
が
納
得
す
る
。し
か
し
、租

税
制
度
は
ま
す
ま
す
複
雑
化
し

て
い
る
。そ
の
原
因
の
一
つ
は
、

公
平
な
租
税
制
度
を
構
築
す
る

た
め
で
あ
る
。
公
平
な
租
税
制

度
と
は
、
同
様
な
経
済
状
況
に

あ
る
者
に
対
し
て
は
同
様
な
課

税
が
、
異
な
る
経
済
状
況
に
あ

る
者
に
対
し
て
は
異
な
る
課
税

が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
を
実
現
す

る
た
め
に
担
税
力
と
い
う
尺
度

が
必
要
で
あ
り
、
経
済
状
況
の

差
異
を
担
税
力
の
差
異
と
し
て

測
定
す
る
た
め
の
要
素
が
必
要

で
あ
り
、
多
く
の
要
素
を
租
税

制
度
に
組
み
込
む
こ
と
で
よ
り

公
平
な
租
税
制
度
と
な
る
が
、

複
雑
さ
が
増
す
こ
と
に
も
な
る
。

複
雑
な
経
済
社
会
も
同
様
に

簡
素
化
を
妨
げ
る
が
、
そ
れ
に

加
え
て
技
術
革
新
に
よ
り
情
報

化
社
会
が
推
進
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
原
因
が
あ
る
。
情
報
を

獲
得
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
が
急

激
に
低
下
し
、
こ
れ
ま
で
手
に

入
ら
な
か
っ
た
情
報
が
容
易
に

手
に
入
る
こ
と
で
、
租
税
制
度

は
ま
す
ま
す
複
雑
と
な
っ
て
い

る
。Ｂ

Ｅ
Ｐ
Ｓ
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、

経
済
社
会
の
構
造
変
化
（
非
正

規
社
員
、女
性
の
就
労
の
拡
大
、

少
子
高
齢
化
、
人
口
の
減
少
）

と
、
租
税
制
度
に
影
響
を
与
え

る
危
急
の
課
題
が
目
白
押
し
で

あ
る
。
社
会
の
構
造
の
変
化
、

取
引
形
態
の
多
様
化
、
国
際
問

題
と
い
う
様
々
な
外
部
環
境
、

内
部
環
境
の
変
化
が
租
税
制
度

の
複
雑
化
を
促
進
す
る
。

前
掲
の
水
野
論
文
は
、
公
平

の
維
持
及
び
税
務
運
営
上
の
簡

便
化
が
、
企
業
の
会
計
方
法
の

選
択
制
の
抑
制
、
会
計
方
法
の

規
制
、
画
一
的
な
基
準
の
設
定

を
も
た
ら
し
、
こ
れ
に
よ
り
、

会
計
方
法
を
歪
め
、
実
態
に
即

応
し
な
い
結
果
を
生
じ
さ
せ
た

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
現
在
も

同
様
で
あ
り
、
会
計
上
の
利
益

と
課
税
所
得
の
乖
離
が
顕
著
で

あ
る
。
税
制
と
会
計
の
乖
離
、

法
人
税
法
第
22
条
第
4
項
の
企

業
会
計
準
拠
主
義
の
尊
重
が
徹

底
さ
れ
な
い
た
め
に
、
租
税
制

度
に
会
計
処
理
方
法
や
基
準
の

定
義
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ

り
、
こ
れ
が
税
法
の
肥
大
化
と

複
雑
性
を
助
長
し
て
い
る
。

ま
た
、
立
法
に
お
い
て
政
治

に
は
、
簡
素
な
租
税
制
度
を
作

る
動
機
が
な
い
。
む
し
ろ
、
限

ら
れ
た
予
算
の
中
で
納
税
者
に

耳
障
り
の
良
い
租
税
制
度
を
導

入
す
る
た
め
に
は
、
利
用
で
き

る
納
税
者
を
限
定
し
た
り
、
租

税
回
避
に
利
用
さ
れ
な
い
た
め

に
過
剰
に
制
度
を
厳
し
く
す
る

手
法
が
と
ら
れ
る
。
立
法
さ
れ

た
租
税
制
度
が
国
民
に
利
用
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
、
制
度
に
問

題
を
抱
え
て
い
る
か
、
立
法
が

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
過
ぎ
な
い

と
い
え
る
。
身
近
な
例
を
挙
げ

れ
ば
、
給
与
所
得
者
の
特
定
支

出
控
除
は
、
平
成
25
年
か
ら
利

用
す
る
納
税
者
が
6
人
か
ら
約

1
6
0
0
人
に
増
え
た
が
、
未

だ
に
利
用
し
や
す
い
制
度
と
は

い
え
な
い
。特
定
支
出
控
除

は
、勤
務
先
の
会
社
か
ら
証
明

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
外
資
系
の
大
手
企
業
の

部
長
ク
ラ
ス
の
人
物
が
Ｍ
Ｂ
Ａ

を
取
得
し
、
証
明
を
会
社
に
依

頼
し
た
と
こ
ろ
、
証
明
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
例
が
あ

っ
た
。
事
業
承
継
税
制
で
は
、

平
成
27
年
か
ら
要
件
の
緩
和
に

よ
り
、
認
定
件
数
が
1
9
8
件

か
ら
4
5
6
件
＊
5
に
増
加
し

て
い
る
が
、
推
定
2
5
0
0
0

件
の
需
要
が
あ
る
同
制
度
の
認

定
件
数
の
累
計
が
1
5
2
0
件

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
も

過
度
な
規
制
が
制
度
の
促
進
を

妨
げ
て
い
る
と
考
え
る
。

Ⅳ

解
決
策

公
平
な
租
税
制
度
を
構
築
す

る
た
め
に
租
税
制
度
が
複
雑
化

す
る
こ
と
は
、
金
子
論
文
が
指

摘
し
て
い
る
と
お
り
不
可
避
で

あ
る
。
た
だ
、
高
度
で
精
緻
な

租
税
制
度
が
、
す
べ
て
の
国
民

に
と
っ
て
公
平
で
は
な
い
。
低

所
得
者
層
と
高
所
得
者
層
お
よ

び
企
業
の
税
制
は
、
納
税
協
力

コ
ス
ト
の
負
担
能
力
が
異
な

り
、
低
所
得
者
に
高
度
に
精
緻

な
租
税
制
度
を
負
担
さ
せ
る
べ

き
で
は
な
く
、こ
の
点
で
は「
公

平
を
犠
牲
に
し
て
も
簡
素
な
税

制
が
求
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
す

る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
見
習
う
べ

き
で
あ
る
。

更
に
、
国
民
の
主
体
性
の
低

さ
、
業
務
と
し
て
租
税
制
度
に

大
き
な
関
わ
り
を
も
つ
税
理
士

の
責
任
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。
つ

ま
り
、
企
業
会
計
準
拠
主
義
の

尊
重
が
徹
底
さ
れ
て
い
れ
ば
、

租
税
制
度
に
細
か
な
会
計
処
理

や
基
準
の
定
義
は
必
要
な
く
、

お
上
に
決
め
て
頂
い
た
も
の
を

賜
る
の
で
は
な
く
、
民
間
に
お

い
て
企
業
会
計
の
精
緻
化
と
充

実
化
、
民
間
が
自
ら
合
理
的
基

準
を
設
定
す
る
能
力
、
か
つ
、

そ
の
基
準
を
公
に
保
証
す
る
シ

ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
で
、

多
く
の
通
達
を
廃
止
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
他
の
税

制
に
お
い
て
も
、
国
民
が
良
き

租
税
制
度
を
持
て
る
よ
う
に
声

を
発
す
る
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ

簡
素
化
と
今
後
の
税
制
改
正

平
成
27
年
は
消
費
税
の
増
税
、

軽
減
税
率
、
イ
ン
ボ
イ
ス
導
入

の
議
論
で
、
そ
の
他
の
重
要
な

税
制
に
つ
い
て
は
進
展
が
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
今
年
は
昭
和

35
年
に
構
築
さ
れ
た
基
礎
的
な

人
的
控
除
の
体
系
の
見
直
し
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。
見
直
し
の

大
義
名
分
は
、
人
口
の
減
少
、

家
族
の
あ
り
方
、
働
き
方
の
多

様
性
、
格
差
の
拡
大
な
ど
社
会

・
経
済
の
構
造
的
な
変
化
に
伴

う
も
の
で
、
現
行
税
制
で
は
こ

れ
に
対
応
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

配
偶
者
控
除
は
、
い
わ
ゆ
る

1
0
3
万
円
と
1
3
0
万
円
の

壁
に
よ
り
、
女
性
の
社
会
進
出

に
と
っ
て
税
制
は
中
立
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。も
ち
ろ

ん
、社
会
保
障
制
度
の
改
正
が
な

さ
れ
な
け
れ
ば
、所
得
税
の
改
正

だ
け
で
は
税
制
改
正
が
目
的
と

す
る
利
益
は
実
現
さ
れ
な
い
。

現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
控
除
の
改
正
の
選
択
肢
は
、

①
配
偶
者
控
除
の
廃
止
ま
た
は

所
得
制
限
を
設
け
る
こ
と
、
②

配
偶
者
控
除
に
代
え
て
配
偶
者

の
所
得
の
計
算
に
お
い
て
控
除

し
き
れ
な
か
っ
た
基
礎
控
除
を

納
税
者
本
人
に
移
転
す
る
た
め

の
仕
組
み
（
い
わ
ゆ
る
移
転
的

基
礎
控
除
）
の
導
入
、
③
配
偶

者
控
除
に
代
え
て
、
諸
控
除
の

あ
り
方
を
全
体
と
し
て
改
革
す

る
中
で
夫
婦
世
帯
に
対
し
配
偶

者
の
収
入
に
か
か
わ
ら
ず
適
用

さ
れ
る
新
た
な
控
除
の
創
設
の

3
つ
で
あ
る
。
③
は
お
ま
け
で

あ
り
、
実
質
的
な
選
択
肢
は
①

と
②
で
あ
る
。

配
偶
者
控
除
の
改
正
に
つ
い

て
説
明
を
加
え
て
お
く
と
、
①

の
配
偶
者
控
除
を
廃
止
す
る
根

拠
と
し
て
は
、
配
偶
者
の
家
事

労
働
は
経
済
的
利
益
を
生
み
出

し
て
お
り
、
担
税
力
の
減
殺
要

因
に
な
ら
な
い
。
片
方
だ
け
が

働
く
世
帯
を
優
遇
す
る
こ
と
は

適
当
で
は
な
い
。
②
の
移
転
的

基
礎
控
除
を
導
入
す
る
根
拠
と

し
て
は
、
配
偶
者
の
収
入
に
よ

ら
ず
、
夫
婦
2
人
で
受
け
ら
れ

る
控
除
の
合
計
額
が
一
定
に
な

る
よ
う
に
す
る
。
単
身
世
帯
と

夫
婦
世
帯
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

た
め
の
制
度
の
創
設
で
あ
る
。

こ
の
配
偶
者
控
除
の
改
正
に

お
い
て
、
簡
素
と
い
う
視
点
を

持
ち
込
ん
で
み
る
と
、
②
の
移

転
的
基
礎
控
除
は
問
題
で
あ

る
。
我
々
の
実
務
を
考
え
て
み

れ
ば
、
家
計
に
お
け
る
主
た
る

給
与
所
得
者
の
年
末
調
整
の
た

め
に
、
配
偶
者
の
所
得
を
先
に

確
定
さ
せ
な
け
ば
な
ら
ず
、
年

末
の
短
い
期
間
に
、
恐
ろ
し
く

煩
雑
な
事
務
を
国
民
に
負
担
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
。

更
に
、
新
し
い
制
度
を
高
額

所
得
者
か
ら
低
所
得
者
ま
で
の

全
て
の
国
民
に
理
解
し
て
い
た

だ
く
と
い
う
大
事
業
を
誰
が
担

う
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ

れ
ま
で
は
「
給
与
収
入
を
1
0

3
万
円
以
内
に
し
な
さ
い
。」と

い
う
シ
ン
プ
ル
な
説
明
で
良
か

っ
た
が
、
今
後
は
移
転
的
基
礎

控
除
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

納
税
協
力
コ
ス
ト
の
軽
減
方

法
と
し
て
代
表
的
な
手
法
は
、

課
税
最
低
限
の
引
き
上
げ
に
よ

る
低
所
得
者
層
の
納
税
事
務
か

ら
の
解
放
と
選
択
的
概
算
控
除

の
採
用
で
あ
る
。
配
偶
者
控
除

の
改
正
に
お
い
て
も
、
低
所
得

者
層
を
納
税
事
務
か
ら
解
放
す

る
必
要
が
あ
る
。

簡
素
な
税
制
と
配
偶
者
控
除

藁 信博
【荏原】
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