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驚
く
べ
き
情
報
シ
ス
テ
ム
の
進
化

　

１
９
６
４
年
12
月
、
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で

勉
強
中
の
筆
者
は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
日
本
に
国
際

電
話
を
か
け
る
こ
と
に
し
た
。
太
平
洋
に
ケ
ー
ブ
ル

線
が
敷
か
れ
て
い
な
い
時
代
、
人
工
衛
星
に
よ
る
通

信
手
段
が
な
か
っ
た
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。
日
本
へ
の

通
話
は
そ
う
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
電
話
会

社
に
通
話
を
申
し
込
む
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
用
向

き
は
11
月
末
に
父
親
が
死
去
し
た
こ
と
を
友
人
の
手

紙
で
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
家
族
に
確
認
す
る
た
め
で

あ
っ
た
。
太
平
洋
間
の
航
空
券
が
現
在
の
価
格
で
片

道
１
０
０
万
円
も
し
た
時
代
、
家
族
は
筆
者
の
動
揺

を
心
配
し
訃
報
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

国
際
電
話
を
申
し
込
ん
で
か
ら
、
日
本
に
つ
な
が

る
ま
で
お
よ
そ
24
時
間
。
そ
の
間
、
電
話
の
側
で
一

夜
を
過
ご
し
た
。
ヤ
ッ
ト
つ
な
が
っ
た
が
、
短
波
で

聞
き
づ
ら
く
会
話
は
わ
ず
か
1
分
、
父
親
が
鬼
籍
に

入
っ
た
こ
と
を
知
る
だ
け
に
終
わ
っ
た
。
数
カ
月

後
、
下
宿
に
通
話
料
金
35
ド
ル
の
請
求
書
が
届
い

た
。
１
ド
ル
＝
３
６
０
円
で
換
算
す
る
と
1
万 

２
６
０
０
円
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
新
人
社

員
の
初
任
給
に
相
当
す
る
金
額
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
半
世
紀
が
過
ぎ
た
。
筆
者
は
海
外
に
出

張
す
る
と
最
早
、
通
常
電
話
は
使
用
し
な
い
。
今
で

も
日
本
へ
の
通
話
は
法
外
に
高
額
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
連
絡
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
そ

れ
に
ラ
イ
ン
な
ど
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ

ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）と
総
称
さ
れ
る
手
段
を

利
用
す
る
。
電
話
料
金
は
無
料
。
そ
の
上
、
海
外
に

い
て
も
日
本
へ
は
ビ
デ
オ
通
話
で
相
手
の
顔
を
見
な

が
ら
電
話
が
で
き
る
。
通
信
情
報
手
段
は
、
こ
の
20

年
近
く
の
間
に
想
像
を
超
え
る
発
達
を
遂
げ
た
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
災
害
情
報
へ
の
活
用

　

高
度
に
発
達
し
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
災
害
に
対
応
す
る
通

信
手
段
に
使
え
な
い
か
、
多
く
の
人
び
と
は
恐
ら
く

そ
う
思
う
に
違
い
な
い
。

　

総
務
省
の
調
べ
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
世
帯
普
及
率

は
73
・
０
％
、
携
帯
電
話
か
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

モ
バ
イ
ル
端
末
の
個
人
保
有
率
は
94
・
７
％
に
も
達

す
る
。
通
信
技
術（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）の
発
展
は
、
自
治
体
の

住
民
と
の
関
係
を
大
き
く
変
え
た
。

　

内
閣
官
房
Ｉ
Ｔ
室
の
資
料
に
よ
る
と
、
全
国
の
市

区
町
村
、
１
７
４
１
団
体
の
内
、
１
０
２
９
団
体

（
60
％
）
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
保
有
し
て
い

る
。
多
く
の
自
治
体
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
Ｈ
Ｐ
）を
開

設
し
、
電
子
メ
ー
ル
で
住
民
向
け
の
情
報
発
信
を

行
っ
て
い
る
。

　

期
待
さ
れ
る
通
り
、
情
報
通
信
技
術
の
進
化
は
災

害
発
生
時
に
お
け
る
自
治
体
の
情
報
伝
達
の
方
法
に

も
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

　

内
閣
官
房
の
資
料
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
す
る
自
治
体

１
０
２
９
団
体
の
内
、
９
３
４
団
体（
90
・
８
％
）が
、

そ
れ
を
災
害
対
応
に
援
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
災
害
情
報
に
活
用
す
る

９
３
４
団
体
の
人
口
が
、
日
本
の
総
人
口
の
約
81
・

５
％
に
相
当
す
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
。
災
害
が
発

生
す
る
と
日
本
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
介

し
た
自
治
体
か
ら
の
災
害
情
報
に
接
す
る
可
能
性
が

災
害
情
報
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ

─
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
活
用

明
治
大
学
名
誉
教
授
、
地
方
公
務
員
安
全
衛
生
推
進
協
会
顧
問　
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出
て
き
た
（
内
閣
官
房
、
情
報
通
信
技
術
Ｉ
Ｔ
総
合

戦
略
室
、「
災
害
対
応
に
お
け
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
用
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
」）。

首
長
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
用
の
成
果

　

２
０
１
６
年
４
月
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
で
は
、

熊
本
市
長
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
災
害
情
報
を
収
集
し
、

復
旧
に
つ
な
げ
た
こ
と
が
話
題
を
集
め
た
。
大
西

一
史
市
長
は
、
市
内
で
漏
水
す
る
箇
所
の
情
報
を

収
集
し
、
そ
れ
が
漏
水
箇
所
の
特
定
と
改
修
に
役
立

て
た
。

　

災
害
ゴ
ミ
の
収
集
に
関
し
て
も
、
住
民
か
ら
の
情

報
を
手
が
か
り
に
作
業
が
遅
れ
て
い
る
地
域
を
割
り

出
し
、
対
応
作
業
を
促
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
熊

本
地
震
で
は
、
動
物
園
か
ら
ラ
イ
オ
ン
が
逃
げ
出
し

た
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
・
ニ
ュ
ー
ス
が
出
現
し
た
が
、

そ
の
打
ち
消
し
に
も
市
長
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
情
報
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
市
が
発
信
す
る
情
報

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
し
か
な
い
こ
と
を
住
民
に
周

知
し
た
の
が
、
市
長
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
あ
っ
た
。

　

首
長
と
い
う
信
頼
性
あ
る
情
報
発
信
者
が
、
分
か

り
や
す
い
言
葉
で
即
時
に
情
報
を
発
信
し
た
こ
と

が
、
被
災
住
民
を
安
心
さ
せ
市
民
の
安
全
を
守
っ
た

と
い
う
点
で
、
熊
本
市
長
の
と
っ
た
行
動
は
注
目
さ

れ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
成
果
は
簡
単
に
生
ま
れ
る

も
の
で
は
な
い
。

　

県
議
を
経
験
し
て
い
る
市
長
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
歴
は

２
０
０
９
年
か
ら
に
な
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
既
に
７
年

の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
る
。

　

大
西
市
長
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
注
目
し
た
の
は
、

２
０
１
６
年
８
月
の
花
火
大
会
で
あ
る
。
雨
で
開
催

が
危
ぶ
ま
れ
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
市
民
か
ら
の
問
い

合
わ
せ
が
市
役
所
に
殺
到
し
た
。
大
西
氏
は
ツ
イ
ッ

タ
ー
で
大
会
延
期
を
住
民
に
知
ら
せ
、
情
報
の
拡
散

に
助
力
し
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
市
長
は
ツ

イ
ッ
タ
ー
の
威
力
を
認
識
し
た
そ
う
で
あ
る
。

　

大
西
市
長
は
役
所
か
ら
の
情
報
発
信
に
は
時
間
が

か
か
る
、
市
長
自
ら
が
住
民
に
重
要
情
報
を
伝
え
る

こ
と
に
は
速
報
性
と
い
う
点
で
利
点
が
大
き
い
と
い

う
感
想
を
残
し
て
い
る
（
毎
日
新
聞
、
２
０
１
６
年

10
月
17
日
）。

速
攻
性
と
拙
速
の
課
題

　

た
だ
、
速
効
性
や
即
応
性
は
、
拙
速
と
紙
一
重
で

も
あ
る
。
こ
の
先
、
首
長
に
限
ら
ず
議
員
の
間
で
も
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
災
害
情
報
の
収
集
に
活
用
し
、
住
民
に
警

報
や
避
難
情
報
を
流
そ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
災
害
時
に
は
デ
マ
が
発
生
し
、
そ
れ
が

拡
散
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
今
回
の
よ
う
な
成
功

例
と
は
別
に
、
首
長
か
ら
誤
っ
た
情
報
が
流
さ
れ
、

そ
れ
が
瞬
時
に
拡
が
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
可
能

性
も
あ
り
得
る
。
首
長
に
は
今
後
、
情
報
の
精
度
を

見
抜
く
能
力
開
発
が
必
要
で
あ
る
。
場
合
に
も
よ
る

が
、
出
来
る
限
り
情
報
の
可
否
を
一
人
で
判
断
し
、

そ
れ
を
住
民
に
伝
達
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。
情
報
処
理
に
は
複
数
の
眼
を
通
す
、
そ

れ
を
鉄
則
に
す
る
制
度
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

災
害
対
応
の
最
前
線
に
立
つ
被
災
し
た
市
町
村
に

と
っ
て
、
発
災
直
後
に
錯
綜
す
る
不
正
確
な
情
報
に

ど
う
対
応
す
る
か
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
大
き
な
課

題
で
あ
る
。
大
半
の
自
治
体
は
、
平
時
か
ら
災
害
発

生
に
備
え
、
情
報
伝
達
体
制
の
構
築
に
努
力
を
重
ね

て
い
る
。
し
か
し
、
首
長
を
含
め
職
員
や
庁
舎
も
被

災
す
る
場
合
も
あ
る
。
被
災
規
模
に
よ
っ
て
は
通
信

イ
ン
フ
ラ
が
寸
断
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
東

日
本
大
震
災
の
経
験
が
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し

て
い
る
。
改
め
て
自
治
体
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
情
報
伝
達
の

選
択
肢
の
一
つ
で
し
か
な
い
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で

な
い
か
と
思
う
。

　

次
回
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
と
実
績
、
そ
れ
に
課
題

に
つ
き
、
引
き
続
き
検
討
し
た
い
と
思
う
。
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