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20
世
紀
以
降
の
情
報
技
術
の
進
歩
は
、

個
人
の
生
活
と
社
会
の
様
相
を
大
き
く
変

え
て
き
ま
し
た
。
映
像
と
音
声
を
電
波
に

乗
せ
て
お
茶
の
間
に
届
け
る
「
テ
レ
ビ
放

送
」、
大
量
の
情
報
を
高
速
か
つ
正
確
に
処

理
し
記
憶
す
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」、
地

球
の
裏
側
の
出
来
事
を
も
即
時
に
伝
え
る

「
衛
星
放
送
」、
世
界
中
を
情
報
通
信
網
で

つ
な
い
だ
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」、
通
話
、

撮
影
、
ネ
ッ
ト
接
続
が
指
一
本
で
可
能
な

「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」。
い
ず
れ
も
世
に
出

た
当
初
は
衝
撃
的
で
し
た
が
、
普
及
し
て

し
ま
う
と
す
っ
か
り
日
常
に
溶
け
こ
ん
で

い
ま
す
。
今
後
生
み
出
さ
れ
、
広
ま
っ
て
い

く
技
術
も
ま
た
同
様
の
道
筋
を
た
ど
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

近
未
来
の
都
市
で
は
、
各
家
庭
の
電
化

製
品
や
自
動
車
、
公
共
施
設
や
事
業
所
な

ど
多
種
多
様
な
モ
ノ
と
場
所
が
接
続
し
、

大
幅
な
自
動
化
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
が
実

現
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
ス
マ
ー

ト
シ
テ
ィ
」
を
支
え
る
重
要
な
基
盤
と
な

る
の
が
「
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
訳

さ
れ
る
Ｉ
ｏ
Ｔ
で
す
。

　

益
田
市
で
は
、
直
面
す
る
様
々
な
行
政

課
題
の
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
Ｉ
ｏ
Ｔ
の

実
証
実
験
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

平
成
30
年
10
月
に
開
始
し
た
「
ス
マ
ー
ト

ヘ
ル
ス
ケ
ア
推
進
事
業
」
は
そ
の
一
つ
で
、

市
役
所
を
含
む
複
数
の
事
業
所
の
従
業
員

の
皆
さ
ん
か
ら
血
圧
な
ど
の
健
康
デ
ー
タ

を
日
々
サ
ー
バ
ー
に
送
信
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。
個
人
の
病
気
予
防
に
役
立
て

る
だ
け
で
な
く
、
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
の

分
析
結
果
と
病
気
の
発
生
と
の
関
連
性
を

研
究
し
、
医
学
の
進
展
と
医
療
費
の
削
減

に
つ
な
げ
る
狙
い
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
の
際
立
っ
た
特
徴
は
そ
の
背

景
に
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
地
元
の
医

師
会
や
病
院
な
ど
医
療
関
係
者
の
理
解
と

協
力
を
得
て
進
め
て
い
る
こ
と
、
島
根
大

学
医
学
部
に
よ
る
医
学
研
究
と
並
行
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
民
間
企
業
に
よ
る
高

機
能
な
機
器
の
無
償
貸
与
に
よ
り
可
能
と

な
っ
た
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
、
今
年
度
の
益

田
市
の
基
本
方
針
で
あ
る
「
連
携
の
進
化

（
深
化
）」
を
具
現
化
す
る
取
組
で
す
。

　

Ｉ
ｏ
Ｔ
に
関
し
て
は
今
後
さ
ら
に
分
野

を
広
げ
、
積
極
的
に
取
組
む
考
え
で
す
。
新

し
い
技
術
を
活
用
し
て
地
域
課
題
の
解
決

を
進
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
益
田
の
地
か

ら
ど
こ
よ
り
も
早
く
次
の
時
代
の
世
界
標

準
を
発
信
す
る
と
い
う
壮
大
な
夢
も
描
き

つ
つ
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

木き
じ
や

地
屋
（
木き
じ
し

地
師
）
と
は
、轆ろ
く
ろ轤

を
使

っ
て
木
材
を
加
工
し
、
椀
・
盆
・
杓
子
な

ど
を
製
作
し
た
人
々
の
こ
と
で
す
。
中

世
か
ら
明
治
初
期
ま
で
、
良
材
を
求
め

て
諸
国
の
山
々
を
渡
り
歩
き
な
が
ら
活

動
し
て
い
ま
し
た
。

　

木
地
屋
は
流
浪
の
民
で
あ
る
が
故
に
、

し
ば
し
ば
迫
害
に
あ
い
ま
し
た
。
彼
ら

は
、
文も
ん
と
く徳

天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ
る

惟こ
れ
た
か喬

親し
ん
の
う王

が
近お
う
み
の
く
に

江
国
小お
ぐ
ら椋

郷ご
う

（
滋
賀
県

東
近
江
市
）
に
隠
棲
し
、
山
々
の
材
木

を
加
工
し
て
生
計
を
た
て
る
こ
と
を
天

皇
家
か
ら
認
め
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
を

よ
り
ど
こ
ろ
に
、
親
王
を
業
祖
・
祖
神

と
仰
ぎ
、
み
ず
か
ら
も
親
王
の
末ま
つ
え
い裔
と

称
す
る
こ
と
で
、
そ
の
権
利
を
主
張
し

ま
し
た
。

　

小
椋
郷
に
所
在
す
る
蛭ひ
る

谷た
に

の
筒
井
八

幡
宮
（
筒
井
神
社
）と
君き
み
が
は
た

ヶ
畑
の
金き
ん
り
ゅ
う
じ

竜
寺

の
二
つ
の
本ほ
ん
じ
ょ所
が
諸
国
の
木
地
屋
を
支

配
し
て
い
ま
し
た
。
木
地
屋
は
本
所
に

金
品
を
納
め
る
代
わ
り
に
、
活
動
を
保

証
す
る
文
書
を
発
給
し
て
も
ら
う
な
ど

の
保
護
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

文
書
が
木
地
屋
文
書
で
す
。

　

西
中
国
山
地
の
山
林
資
源
に
恵
ま
れ

た
匹
見
に
も
多
く
の
木
地
屋
が
い
ま
し

た
。
筒
井
神
社
に
残
る
諸
国
の
木
地
屋

か
ら
初は
つ
ほ穂

料
を
徴
収
し
た
記
録
で
あ
る

「
氏う
じ
こ子

駈が
け
ち
ょ
う帳

（
狩が
り
ち
ょ
う帳

と
も
）」
か
ら
は
、

四
五
〇
人
余
り
の
匹
見
に
逗
留
し
た
木

地
屋
の
存
在
を
確
認
で
き
ま
す
。

　

小
川
家
木
地
屋
文
書
は
、
匹
見
の
木

地
屋
の
家
に
伝
わ
っ
た
木
地
屋
文
書

で
、二
通
が
現
存
し
ま
す
。
ど
ち
ら
も
惟

喬
親
王
の
伝
承
を
記
し
、
木
地
屋
の
権

利
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
は
同
じ
で
す

が
、
う
ち
一
通
は
奥お
く
が
き書

が
あ
り
、
文ぶ
ん
せ
い政

二

（
一
八
一
九
）年
五
月
吉
日
の
も
の
で
、

持
ち
主
が
木
地
師
の
小
椋
十
七
八
、
書

い
た
人
物
が
周す
お
う
の
く
に

防
国
玖く
が
ぐ
ん

珂
郡
山や
ま
し
ろ代

宇
佐

八
幡
宮
（
山
口
県
岩
国
市
錦
町
宇
佐
）
の

神
主
広
瀧
口
勝
孟
と
あ
り
ま
す
。

　

宇
佐
は
中
国
道
の
深
谷
パ
ー
キ
ン
グ

エ
リ
ア
の
近
く
で
あ
り
、
ま
さ
に
山
深

い
地
域
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
木
地
師

の
信
仰
を
集
め
た
神
社
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
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