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統
計
学
H
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点

l
lープ
Y
ガ
9
ア
の
学
者
の
所
説
を
み
て

l
l

大

橋

隆

憲

ま

え

2が

き

「
統
計
学
は
統
計
方
法
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
立
場
を
と
っ

τい
る
。
乙
の
規
定
は
、
外

見
的
に
は
き
わ
め
亡
無
内
容
に
み
え
る
が
、
モ
う
で
は
な
く
、
統
計
学
論
争
史
を
背
景
と
し
て
見
た
ば
あ
い
、
き
わ
め
て
豊
か
な
内
容

わ
れ
わ
れ
は
、

を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
。

統
計
学
方
法
論
説
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
統
計
学
界
白
土
流
的
な
立
場
か
ら
は
、
守
ブ
ル
ジ
ョ
ア
統
計
思
想
に
由
来
す
る
も
の
で
、
実
践
的
に

は
有
害
で
あ
る
(
「
日

と
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
批
判
の
内
容
に
は
、
対
象
的
側
面
を
重
視
す
る
点
に

お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
共
感
す
会
多
〈
む
ギ
一
張
を
含
む
が
、

数
字
は
稿
末
文
献
吊
号
を
一
加
す
)
、

つ
方
法
」
概
念
心
理
解
の
仕
方
に
、
つ
ま
担
、
方
法
概
念
に
そ
の
成
立
条

件
と
適
用
形
態
を
含
ま
し
め
る
か
否
か
の
点
で
、
わ
れ
わ
れ
と
ソ
ヴ
ェ
ト
学
者
で
は
意
見
を
異
に
す
る
。
こ
の
点
に
ワ
H

て
、
既
に

D

e

へ
た
己
と
も
あ
る
日
山
、
本
稿
で
も
う
一
度
、
ッ
ヴ
ェ
ト
学
界
の
主
流
的
見
解

r同
調
せ
ん
と
す
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
の

4
印

叶

叶

N

。ロ
o
d
J

同
守
口
凶
日
円
昂
司
の
所
説
を
吟
味
し
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
を
反
省
し
て
お
き
た
い
。

統
計
学
H
H
社
会
科
学
酌
認
識
手
段
前
の
問
問
点

第
八
十
四
巻

/， 

第
六
号



統
計
学
un
社
会
科
学
的
認
識
手
段
諭
の
閣
題
点

第
八
十
四
巻

ノ、
四

第
六
号

主
づ
は
じ
め
に
、
統
計
学
・
学
問
論
の
問
題
点
主
整
理
し
て
治
く
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
の
べ
た
と
と
く
、
わ
れ
わ
れ
の
立

場
は
、
統
計
学
を
方
法
論
、
と
〈
に
、
社
会
科
学
方
法
論
、
さ
ら
に
正
確
に
は
、
社
会
科
学
的
認
識
手
段
諭
と
規
定
す
る
立
場
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
か
か
る
す
場
が
維
持
し
ろ
る
や
否
や
は
、
わ
れ
わ
れ
の
全
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
終
結
点
に
お
い
て
、
明
か
と
な
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
何
故
に
特
定
の
問
題
を
選
び
、
何
故
に
特
定
の
見
通
し
を
立
て
る
か
は
、

「
立
場
L

に
よ
る
と
い
う
ほ
か
は
た
く
、
ま
た
、

立
場
は
、
論
理
的
に
は
出
発
点
に
拾
い
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
白
克
味
で
、
出
発
点
に
沿
い
て
ひ

と
ま
づ
、
統
計
学
の
一
般
的
性
質
主
社
会
科
学
方
法
論
(
正
確
に
は
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
、
以
下
同
じ
)
と
規
定
す
る
。
己
の
工
う
に
規

定
す
る
立
場
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
到
達
し
た
成
呆
に
基
づ
い
て
正
し
い
と
思
う
が
、
し
か
し
モ
れ
は
主
観
的
な
心
一
証
で
あ

っ
て
、
ま
だ
、
客
観
的
た
註
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
ヴ
ェ
?
統
計
学
界
の
主
流
的
見
解
の
ご
L
r

く、

実
質
科
学
説
の
立
場
を
と
っ
て
出
発
す
る
己
と
も
、
同
じ
資
格
で
認
め
ぎ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
出
発
点
に
沿
い
て
、
い
づ
れ
か
を

選
ば
ね
ば
た
ら
ぬ
と
せ
ば
、
い
か
に
し
て
、
い
づ
れ
の
立
場
を
選
ぶ
か
、
問
題
で
事
ろ
う
。
こ
こ
に
論
者
の
見
解
白
わ
か
れ
る
第
一
の

分
岐
点
が
あ
る
。

次
に
、
統
計
学
士
方
法
論
と
規
定
す
る
立
場
を
と
る
に
し
て
も
、
統
計
方
法
の
木
質
を
規
定
す
る
も
白
は
何
か
、
と
い
う
点
に
問
題

が
あ
る
。
従
来
の
見
解
で
は
、
統
計
方
法
は
「
集
団
」
の
数
量
的
研
究
方
法
で
あ
る
、
と
す
る
点
に
沿
い
て
ほ
ぼ
一
致
を
み
る
に
至
ヲ

τ
い
る
。
つ
ま
り
、
統
計
方
法
は
、

「
個
体
」
の
研
究
方
法
で
は
た
く
、

「
集
団
」
の
研
究
方
法
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

「
個
体
」
と
「
集
団
」
を
区
別
す
る
前
提
的
た
考
え
方
そ
れ
自
体
白
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が

あ
る
。
加
う
る
に
、
統
引
方
法
は
、
何
故
に
、
ま
た
、
い
か
な
る
意
味
で
、
個
体
D
研
究
方
法
た
り
え
た
い
か
を
明
か
に
せ
ね
ぼ
な
b

し
、
こ
り
集
団
説
を
と
る
た
め
に
は
、

ぬ
で
あ
ろ
う
の
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
統
計
方
法
を
「
集
団
」
の
研
究
方
法
に
限
定
す
る
意
味
が
稀
薄
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
集



図
説
が
成
立
し
う
る
唯
一
の
も
白
で
は
な
い
。
こ
こ
に
見
解
白
わ
か
れ
る
第
二
白
分
岐
点
が
あ
る
。

さ
b
に、

「
集
団
」
が
統
計
方
法
の
成
立
基
盤
で
あ
り
、
適
用
対
象
で
あ
る
と
し
て
も
、
集
団
を
単
に
個
体
に
対
す
る
概
念
と
し
て

定
立
す
る
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
統
計
学
の
形
式
的
・
数
理
的
側
面
で
の
問
題
を
捉
え
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
統
計
的
研
究
K

ゐ
い
て
現
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
集
団
に
は
、
そ
の
性
質
と
問
題
を
異
に
す
る
二
種
の
も
の
が
あ
る
。
す
左
わ
ち
、
モ
の
存
在
が
客
観

的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
集
団
と
意
識
的
に
構
成
さ
れ
た
集
団
亡
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
を
「
客
観
的
集
団
」
、
後
者
を
「
解
析
的
集
団
」

と
名
づ
け
る
た
ら
ば
、
数
理
統
計
学
者
は
一
般
に
、
統
計
方
法
の
本
質
主
規
定
す
る
も
の
は
、

「
解
析
的
集
団
」
で
あ
る
と
す
る
に
対

し
、
わ
れ
わ
れ
は
「
客
観
的
集
団
」
で
あ
る
と
す
る
。
統
計
方
法
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
意
味
K
治
W

て
モ
の
何
れ
を
基
木
と
す
る
か
、

ま
た
、
ず
べ
き
か
。
こ
こ
に
見
解
の
わ
か
れ
る
第
三
の
分
岐
点
が
あ
る
。

次
に
、
客
観
的
集
団
も
、
モ
の
存
在
を
規
定
す
る
諸
関
係
が
自
然
的
か
社
会
的
か
に
よ
っ
て
寸
自
然
的
集
団
」
と
「
社
会
的
集
団
」

と
に
区
別
し
よ
ノ
る
コ
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
存
在
す
る
集
団
は
、
必
ず
し
も
純
粋
に
一
方
的
に
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は
か
ぎ
b
な
い
。

し
か
し
、

一
定
の
立
場
か
ら
し
て
、
い
づ
れ
が
基
本
的
、
本
質
的
規
定
を
な
す
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
区
別
し
う
る
し
、
ま
た
、
区
別
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
両
者
は
性
質
と
問
題
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

右
の
ご
と
く
考
え
る
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
経
済
統
計
方
法
の
本
質
的
規
定
は
「
社
会
的
集
団
」

K
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
す
る
が
、

英
米
派
の
一
般
統
計
方
法
論
者
は
、
あ
え
て
両
者
の
区
別
の
必
要
を
認
め
左
い
。
い
た
、
む
し
ろ
実
質
的
に
は
白
然
的
集
団
」
を
本

質
的
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
(
「
司
・

δ
。
い
か
な
る
意
味
に
ゐ
い
て
、
い
づ
れ
の
集
団
を
本
質
的
と
み
た
す
か
、
こ
こ
に
見
解
の
わ

か
れ
る
第
四
の
分
岐
点
が
あ
る
。

社
会
科
学
的
統
計
学
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
一
般
に
、

「
社
会
的
集
団
」
を
基
本
概
念
と
し
、
こ
こ
か
ら
統
計
方
法
の
理
論
的
問
題
を

統
計
学
H
H
社
会
科
学
的
認
識
手
段
前
の
問
題
点

第
八
十
凹
巻

ノーに

五

草
一
ハ
号



統
計
学
l
社
会
軒
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点

第
八
十
四
巻

ノ1
〆、

第
六
号

回

展
開
せ
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
ま
た
、
し
う
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
問
題
を
さ
ら
に
経
済
統
計
学
に
限
定
、
具
体
化
す
る

ば
あ
い
、
現
実
に
与
え

b
れ
る
具
体
的
な
経
済
統
計
そ
の
も
の
の
軍
解
・
吟
味
・
批
判
・
利
胤
を
、
経
済
学
の
一
課
題
と
す
る
か
、
モ
れ

と
も
、
統
計
学
臼
課
題
と
す
る
か
、
見
解
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
第
五
の
分
岐
点
が
あ
る
。

ソ
ヴ
ェ
ト
統
計
学
界
心
主
流
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
〉
経
済
統
計
学
の
主
要
な
実
践
的
課
題
は
、
現
実
的
所
与
と
し

τの
経
済
統
計
モ

の
も
む
の
、
理
解
・
吟
味
・
批
判
・
利
用
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
ソ
ヴ
ェ
ト
学
者
と
見
解
を
具
に
し
な
い
。

問
題
は
「
方
法
」
概
念
の
理
解
の
仕
方
に
あ
る
。
「
方
法
」
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
単
に
既
成
の
方
法
の
数
論
理
に

と
ど
主
る
も
の
で
は
な
く
、
方
法
の
成
立
と
適
用
の
諸
規
定
を
含
む
も
白
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
と
こ
ろ
が
ソ
ヴ
ェ
ト
学
界
の
主
流
派

は
、
方
法
論
説
な
る
も
の
は
、
方
法
ま
た
は
手
紙
の
数
理
技
術
的
解
説
に
と
ど
ま
る
も
の
と
想
定
し
、
そ
の
よ
う
友
方
法
論
説
に
反
対

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
経
済
統
計
学
の
主
要
な
実
践
的
課
題
へ
の
解
答
は
、
そ
の
キ
う
た
方
法
論
説
の
立
場
で
は
不
可
能
で
、
実
質
科

学
説
の
立
場
に
沿
い
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
4
で
は
な
く
、
方
法
論
説
は
、
方
法
の
数
論
理
中
技
術
的
手
続
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
方
法
の
成
立
条
件
、

適
用
形
態
を
も
問
題
土
す
も
も
の
と
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
具
体
的
た
統
計
モ
心
も
の
白
、
理
解
・
吟
味
・
批
判
・
利
用

は
、
当
然
に
、
統
計
学

1
方
法
論
説
の
立
場
で
問
題
と
さ
る
べ
空
も
の
と
寸
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
統
計
学
の
現
段
階
の
主

要
な
実
践
的
課
題
遂
行
の
能
否
は
、
実
質
科
学
説
を
ー
に
る
か
、
方
法
論
説
?
と
る
か
、
と
い
う
寸
場
の
形
式
的
た
相
異
に
よ
る
と
い
う

工
り
は
、

「
方
法
」
概
念
の
内
蒋
的
た
理
解
の
仕
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
問
題
は
、
ふ
た
た
び
第
一
の
分
岐
点
に

立
ち
か
え
っ
た
。

以
下
、
土
記
の
問
題
点
に
し
士
が
っ
て
、

4
8
5〈
と

T
E
r
H⑦
問
の
所
説
軒
吟
味
し
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
な
場
金
反
省
す
る
。



方
法
論
の
立
場
に
対
し
て

統
計
学
の
歴
史
を
か
え
り
み
れ
ば
明
か
た
ご
と
く
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
大
体
に

沿
い
で
、
統
計
学
を
方
法
論
と
規
定
す
る
す
場
は
英
米
学
派
に
よ
り
、
実
質
科
学
と
規
定
す
る
立
場
は
ド
イ
ツ
学
派
に
上
っ
て
支
持
さ

れ
て
M
V

た
。
と
こ
ろ
が
世
界
体
制
が
一
一
つ
に
わ
か
れ
た
現
荘
、
方
法
論
説
は
資
本
主
義
社
会
の
学
者
に
よ
り
、
実
質
科
学
説
は
社
会
主

義
社
会
の
学
者
に
よ
っ
て
支
持
吉
れ
る
大
勢
と
た
っ
た
。
そ
し
て
、
資
本
中
義
社
会
に
あ
っ
て
は
、
統
計
的
研
究
の
貫
心
は
、
社
会
科

学
の
分
野
に
で
は
な
く
、
自
然
科
学
と
技
術
学
の
分
野
に
移
さ
れ
、
統
計
方
法
は
、
社
会
科
学
白
方
法
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
自
然

科
学
の
方
法
と
し
て
重
視
古
れ
る
に
至
っ
た
。

右
の
ご
と
き
世
界
的
状
況
下
に
あ
づ
て
、
統
計
方
法
全
社
会
科
学
の
方
法
と
し
て
捉
え
る
社
会
科
学
方
法
論
評
は
、
わ
づ
か
に
ポ

l

ラ

γ
ド
と
日
本
に
あ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
一
般
的
支
持
令
う
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
社
会
主
義
的
諸
国
の
大
勢
は
実
質
科
学

説
が
有
力
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
問
題
L

し
す
る
叶
N
E
o
d
と
守
口
ω財
団
同
も
、
方
法
論
説
に
反
対
す
る
。

「
社
会
主
義
諸
国
島
工
び
資
本
主
義
諸
国
に
お
け
る
現
代
の
統
計
学
観
に
つ
い
も
」
で
、

エ
フ
・
エ
ゲ
ル
マ
イ
エ
ル
は

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
学
者
で
は
、

さ
ら
に
ト

寸

3
2
を
問
題
と
し
て
い
る
(
F
o
昌

A
F
h・
)
が
、
本
稿
で
の
考
察
は
、
資
料
の
関
係
か
b
、
主
と
し
て
右
の
二
人
に
と
ど
め
る
。

(A) 

→ g 
国

'" 〈
σコ
見
解

ま
づ
、
H

，NE04
白
方
法
論
説
に
対
す
る
見
解
か
ら
み
る
。
叶
，

E
5
4
は
ま
づ
、
統
計
学
の
学
問
的
性
質
が
改
め
て
問
題
と
さ
れ
る
理

由
主
次
の
ど
と
く
捉
え
る
。

「
経
済
統
計
理
論
の
対
象
に
つ
い
て
の
論
議
が
生
じ
た
理
由
は
、
問
題
た
る
経
済
現
象
の
性
資
と
上
く
結

統
引
学
日
社
会
科
学
的
認
識
手
段
請
の
問
題
点

第
八
十
四
巻

ノ¥
七

第
六
号

主王



統
計
学
1
社
会
科
学
的
一
認
識
手
段
論
の
問
題
点

第
λ
十
四
巻

ノ1、
l'、

第
六
号

ノ、

び
づ
悼
て
い
た
い
統
計

1
経
済
学
的
公
式
を
平
気
で
用
い
る
と
と
ろ
の
、
と
の
学
問
K
お
け
る
形
式
主
義
的
研
究
ス
タ
イ
ル
の
認
識
論

的
な
根
を
あ
ば
き
出
す
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
」

(
F
印
可
回
目
む
と
。
彼
に
と
っ
て
は
、
形
式
主
義
の
克
服
と
い
ろ
課
題
が
方
法
論
説
の

採
否
を
決
ず
る
思
考
基
地
で
あ
る
。
彼
に
上
れ
ば
、

「
経
済
統
計
理
論
の
課
題
が
方
法
を
仕
上
げ
る
と
と
に
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
己

の
領
域
に
お
け
る
形
式
主
義
の
認
識
論
的
左
根
を
克
服
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
」

(
F
F
R
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、

彼
の
思
考
基
地
主
承
認
す
れ
ば
、
付
方
法
論
説
な
る
も
の
は
、
い
か
に
し
て
、
ま
た
、
何
故
に
、
形
式
主
義
を
克
服
し
え
在
い
か
、
同
H

hv
か
な
る
説
に
よ
れ
ば
形
式
主
義
を
克
服
し
ろ
る
か
、
を
明
か

rす
る
己
と
で
あ
ろ
う
。

叶，
N
O
ロ0
4
は
、
彼
の
論
文
「
統
計
理
論
の
対
象
に
ワ
い
て
」
に
お
H
℃
は
、
付
の
問
題
を
正
聞
か
ら
扱
っ
て
い
た
い
の
で
、
わ
れ
わ

れ
は
先
づ
悼
の
問
題
セ
み
亡
、
次
に
バ
門
に
論
及
す
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、

「
経
済
統
計
理
論
白
客
観
的
、
現
実
的
研
究
対
象
に
せ
古
る
に
は
、
指
標
概
念
問
自
国
民

2
Z関
口
問
。
の
本
質
と
意

義
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
と
の
概
念
忙
反
映
さ
れ
る
経
済
的
現
実
の
特
質
と
そ
経
済
統
計
理
論
の
対
象
だ
か

b
で

あ
る
」

(
p
m・
2
・
ど
と
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
言
葉
は
ち
が
ろ
が
、
「
統
計
の
学
と
し
て
の
統
計
軌
」
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

己
由
主
張
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
被
は
、

「
経
済
学
的
概
念
」

「
統
計
指
標
概
念
」

「
統
計
方
法
」
の
関
係
を
、
経
済
学
に
治
け

る
「
労
働
生
産
性
と
そ
白
上
昇
」
と
「
労
働
生
産
性
指
数
」
白
関
係
主
例
と
し
て
解
説
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
指
数
概
念
」
が
「
指

標
概
念
し
に
、
「
指
数
公
式
」
が
「
統
計
方
訟
」
に
対
応
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
指
数
公
式
は
指
数
概
念
を
表
現
す
る
た

め
の
一
つ
の
手
続
で
あ
ヲ
て
、
た
だ
一
種
類
で
は
な
い
。
指
数
概
念
は
、
指
数
公
式
を
構
成
す
る
記
号
の
助
け
た
し
で
表
現
で
き
る
。

問
題
は
、
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
に
指
数
公
式
の
基
礎
に
在
っ
て
い
る
統
計
的
労
働
生
産
性
概
念
が
、
経
済
学
に
治
け
る
労
働
生
産
性

の
変
化
と
い
う
概
念
に
対
し
て
ど
の
上
う
忙
構
成
さ
れ
る
か
、
を
正
確
に
規
定
す
る
と
と
に
あ
る
」

(
0
・
田
町
∞
・
む
と
す
る
。
そ
し
て
、



「
経
済
学
上
白
労
働
生
産
性
の
変
化
と
い
う
根
本
概
余
は
、
対
応
す
る
集
団
的
(
平
均
的
)
現
象
を
不
完
全
に
し
か
反
映
し
て
い
な
い
。

こ
由
経
済
学
的
概
念
の
不
完
全
吉
こ
そ
が
、
経
済
統
計
理
論
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
対
応
す

る
指
数
概
念
|
|
指
数
公
式
|
i
を
導
き
出
し
て
、
実
践
白
要
求
を
充
足
す
る
こ
と
に
あ
る
」

(
F
m
・
お
む
と
す
る
。

↓NO
ロ
0
4
は
、
経
済
統
計
理
論
は
暫
時
的
性
質
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
。
彼
は
「
経
済
統
計
理
論
は
、

一
般
経
済
学
的
概
念
の
成
熟

の
過
程
を
助
け
、
と
れ
に
よ
っ
て
統
計
実
践
に
役
立
つ
が
、
こ
の
役
割
は
歴
史
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
限
界
は
経
済
学
的

知
識
の
到
達
し
た
発
展
段
階
に
よ
ワ
て
規
定
さ
れ
る
。
モ
の
当
時
の
経
済
学
的
概
念
の
形
態
が
未
熟
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
経
済
過
程

の
具
体
的
・
統
計
的
研
究
に
当
ヲ
て
、
経
済
学
的
概
念
を
ど
う
適
用
す
る
か
と
い
ふ
観
点
か
b
、
統
計
実
践
の
た
め
に
、
経
済
統
計
理

(
F
印'品目
i
U
E
)

と
し
、
経
済
学
の
法
則
と
概
念
が
次
第
に
統
計
化
す
る
に
つ
れ
て
、
経

済
統
計
理
論
は
そ
れ
だ
け
不
用
化
す
る
、
と
考
え
る
。
そ

L
て
「
経
済
諸
科
学
の
歴
史
的
発
展
臼
観
点
か

b
、
経
済
統
計
理
論
は
、
経

諭
の
研
究
作
業
が
、
ま
す
ま
す
必
要
で
あ
る
L

済
諸
科
学
の
対
象
と
同
じ
現
象
・
過
程
を
研
究
す
る
も
の
に
ほ
か
な

b
な
い
、
と
た
し
う
る
。
理
論
統
計
的
研
究
作
業
正
当
っ
て
、
こ

の
事
実
を
銘
記
す
る
た
ら
、
原
県
仙
引
に
、
形
式
主
義
的
傾
向
日
生
ず
る
可
能
性
は
あ
り
え
な
い
」

(

F

S
印
ご
と
主
張
す
る
。

叶，

N
o
国
4

は
つ
づ
い
て
、
「
経
済
統
計
理
論
家
は
、
経
済
学
的
分
析
に
基
づ
い
て
そ
の
概
念
を
構
成
し
、
そ
れ
を
経
済
学
的
概
念
と
し

て
仕
上
げ
れ
ば
た
ら
ぬ
」
と
す
る
が
、
「
経
済
統
計
理
論
は
経
済
学
的
法
則
白
研
究
と
モ
の
定
式
化
に
は
関
係
し
た
い
」
〔
p
u・

s・
ご

と
し
、
己
の
点
に
経
済
学
と
白
区
別
を
み
て
い
る
。

次
に
、
方
法
論
説
た
る
も
の
は
、
い
か
に
し
て
、
ま
た
、
何
故
に
、
形
式
主
義
を
克
服
し
え
ぬ
か
、
に
つ
い
て
の

4
E
E
4
の
見
解

右
に
づ
い
て
明
確
に
知
り
え
た
い
。
た
だ
彼
が
、
方
法
論
説
な
る

も
白
を
ど
の
よ
う
左
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
か
は
知
り
う
る
。
以
下
、
己
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
彼
の
考
え
方
を
み
る
。

を
み
る
順
序
と
な
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
白
依
拠
資
料
(
由
〉
で
は

統
計
学
l
社
会
科
学
的
認
識
手
段
諭
の
問
題
点

第
八
十
四
巻

J'、
九

第
六
号

じ



統
計
学
リ
社
会
科
学
的
認
繭
手
段
論
の
問
題
点

第
八
十
四
巻

九
O 

第
六
号

ノ一、

彼
に
よ
れ
ば
、
方
法
論
説
な
る
も
の
は
、
「
経
済
統
計
理
論
の
課
題
は
方
法
を
仕
上
げ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
す
る
見
解
」

(
F
臼
司
・
三

で
あ
る
が
、
す
で
に
み
た
ご
と
く
、
彼
は
、
「
方
法

1
指
数
公
式
」
の
基
礎
に
「
指
標
概
念
U
指
数
概
念
」
昔
、
さ
ら
に
そ
の
基
礎
に
「
経

済
学
的
概
念
」
を
、
と
い
う
階
照
的
な
考
え
方
ιrも
す
る
。
そ
し
て
方
法
論
説
に
は
、
階
層
の
混
問
、
ま
た
は
、
見
落
し
が
あ
る
、
と
彼

は
次
む
ご
と
く
指
摘
す
る
。

「
多
く
の
著
者
は
、
指
数
概
念
を
次
白
ご
と
さ
方
法
な
い
し
技
術
的
手
続
と
み
た
す
傾
向
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
生
起
す

る
集
団
過
程
の
観
点
か
ら
現
実
を
み
る
ば
あ
い
に
、
モ
の
現
実
に
対
し
、
対
応
す
る
経
済
学
的
概
念
を
適
用
す
る
助
け
と
在
る
方
法
な

い
し
技
術
的
手
続
と
み
た
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
b
白
著
者
た
ち
由
意
見
に
よ
れ
ば
、
労
働
生
産
性
友
る
桜
木
概
念
が
、
対
応
す
る
集
団

過
程
=
把
捉
の
一
般
的
方
向
だ
け
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
、
そ
の
指
数
は
、
わ
れ
わ
れ
が
直
棲
的
に
と
の
過
程
を
捉
え
る
手
続
な
い
し
方
法

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
一

(
p
m
g
-
〕
と
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
彼
は
次
の
ご
と
〈
云
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
、
時
々
の
指
数
概
念
を
、
対
応
す
る
経
済
学
的
概
念

に
つ
い
て
の
方
法
と
し
て
説
明
寸
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
、
と
信
ず
る
。
そ
れ
は
、
経
済
統
計
理
論
K
お
け
る
形
式
主
義
的
作
業
旦
夕

イ
ル
に
反
対
す
る
闘
争
の
制
点
か
ら
、
有
害
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
お
け
る
学
問
的
協
働
K
際
し
、
経
済
統
計
理
論
は
方
法
士
仕
上
げ

る
己
と
に
あ
一
る
、
と
寸
る
信
念
を
強
め
る
か
ら
で
あ
る
。
労
働
生
産
性
の
指
数
概
念
は
、
対
応
す
る
経
済
学
の
概
念
と
同
じ
く
一
つ
の

概
念
で
あ
る
」
と
し
、
両
概
念
白
差
具
を
の
ペ
る

(
F
印
。
∞
円
)
。

以
上
の
ご
と
き
が
、
H
，

E
5
4
の
経
済
統
計
四
壮
論
に
つ
い
て
の
見
解
の
概
略
で
あ
る
が
、
彼
は
た
語
、

一
般
統
計
理
論
の
対
象
を
問
題

と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
従
来
心
一
般
統
計
理
論
は
、
論
理
学
か
数
学
の
内
容
K
類
す
る
が
、
「
一
般
統
計
理
論
の
性
質
は
、
わ
れ
わ
れ

の
見
解
に
よ
れ
ば
、
全
く
臭
っ
た
接
近
を
要
求
し
て
い
る
。

一
般
統
計
理
論
白
実
質
的
、

非
方
法
論
的
部
分
は
帰
納
科
学
百
合
同
日
司
。



当
日
目
ロ
ω
岳
民
同

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
モ
れ
は
モ
の
性
質
上
、
論
理
学
や
数
学
よ
り
も
理
論
統
計
の
特
殊
諸
部
門
に
著
し
く
近
接
し

て
M
V

る。

一
般
統
計
理
論
は
、
統
計
の
特
殊
部
門
と
専
門
詩
科
学
に
属
す
る
経
験
的
諸
事
実
か

b
成
長
す
る
。
統
計
領
域
の
理
論
家
が
、

一
般
統
計
理
論
争
現
実
に
結
び
つ
け
る
ば
あ
悼
、
統
計
の
特
殊
諸
部
門
と
対
応
す
る
専
門
諸
科
学
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
形
式
主

義
に
お
ち
入
る
危
険
を
お
か
ず
の
で
あ
る
」

(
F
白
色
・
目
、
〕
と
。

右
は
常
識
的
に
当
然
な
考
方
で
あ
る
が
、

「
一
般
統
計
理
論
の
現
在
の
-
訳
題
は
、
付
統
計
の
侍
殊
諸
部
門
と
モ
れ
ぞ
れ
の
専
門
諸
科

学
の
、
同
種
的
社
カ
テ
ゴ
リ
ー
形
態
(
平
均
的
大
い
き
の
形
態
、
分
布
の
形
態
、
相
関
指
標
、
等
)
を
も
っ
諸
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
、
同
己

の
分
析
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
形
態
の
実
質
的
記
源
と
意
味
を
明
か
に
す
る
こ
と
」

(
F
日

2
こ
と
し
、
ス
ト
カ
ス
テ
ッ

ク
な
合
法
則
性
に
つ
い
て
も
、

一
般
統
計
理
論
は
そ
れ
を
数
学
公
式
と
し
て
関
心
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
現
実
の
各
種
領
域
で
同
じ
只

ト
カ
ス
テ
グ
ク
た
形
態
を
も
っ
す
べ
て
の
法
則
に
等
し
〈
合
ま
訊
て
い
る
帰
納
的
意
味
を
発
見
す
る
よ
う
代
努
め
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
し

て
い
る
。
念
沿
彼
位
、

一
般
統
計
浬
論
む
将
来
に
対
す
る
展
望
は
、
統
計
の
特
殊
諸
部
門
と
は
具
っ
て
、
基
礎
的
左
経
済
諸
科
学
の
成

熟
に
上
っ
て
治
び
や
か
さ
れ
な
い
、
ー
に
す
る
。
す
な
わ
ち
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
理
論
経
済
者
科
学
の
発
展
法
則
ー
に
し
て
、
経
済
学
の
概
念
と
法
則
が
次
第
に
《
統
計
化
》
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

一
般
統
計
理
論
と

理
論
統
計
の
特
殊
諸
部
門
と
白
間
に
あ
る
連
関
は
消
滅
し
、

一
般
統
計
理
論
と
悶
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
専
門
諸
科
学
と
の
直
接
的
な
結
び

つ
一
き
が
作
り
出
さ
れ
る
。
現
実
に
対
す
る
一
般
統
計
理
論
の
結
び
つ
き
は
弱
ま
る
の
で
は
た
〈
、
た
だ
、
結
び
つ
く
行
程
が
、
理
論
的

専
門
語
科
学
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
」

(
p
m
・
3

2
〉
と
。

以
上
が
斗

2
5
4
の
一
般
統
計
理
論
に
つ
い

γ
白
見
解
で
あ
る
が
、
己
己
で
も
形
式
主
義
の
克
服
の
た
め
に
、
方
法
的
側
面
で
は
た

く
、
対
象
的
側
面
の
重
視
の
必
要
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

統
計
学
l
副
会
科
学
的
認
識
手
段
前
の
問
題
点

第
八
十
四
巻

7L 

第
大
号

1L 



統
計
学
l
社

会

科

学

的

認

識

手

段

論

。

問

題

点

第

八

十

四

巻

と
と
ろ
で
寸
N
E
0
4
は
た
治
一
三
の
論
t
却
を
書
い
て
い
る
が
、
ま
が
入
手
し
え
ぬ
の
で
、
そ
の
内
容
を
、
批
評
者
た
ち
の
い
う
所
か

九

第
六
号

O 

b
知
る
と
し
よ
う

G

開
自
己
目
白
邑
に
主
れ
ば
、

4
N
E
0
4
は
一
九
五
一
年
白
「
統
計
方
法
の
論
理
的
基
礎
に
つ
い
て
日
と
い
う
論
文
で
は
ま
だ
、
《
理

論
統
計
学
を
統
計
方
法
の
科
学
》
と
し
て
語
つ
で
い
る
が
、
今
日
、
彼
は
《
一
般
統
計
理
論
》
を
《
帰
納
科
学
》
と
し
て
説
明
し
て
い
る

(
伊
∞

-
H
N
Eむ
と
い
う
。

m
H
H
E品
は
、
仁
の
意
見
の
変
更
を
、
む
し
ろ
後
退
だ
と
す
る
。
た
ぜ
左
ら
ば
、
弁
証
法
的
唯
物
論
は
、
こ
の

工
う
左
絶
対
的
意
味
の
「
帰
納
科
学
」
を
排
斥
し
て
い
る
か
ら
が
、
と
い
う
。

エ
ゲ
ル
マ
イ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
JH
叶
E
P
0
4
の
意
見
に
上
れ
ば
、
統
計
方
法
は
独
す
し
た
認
識
方
法
で
は
在
い
。
統
計
方

な
治
、

法
論
の
問
題
は
論
理
学
の
問
題
で
あ
り
、
統
計
理
論
は
こ
の
問
題
を
あ
づ
か
わ
な
い
」
〈
F
E
U
Eむ
と
し
て
い
る
と
い
ふ
。

以
上
が
叶
N
0
5
4

の
見
解
の
要
点
で
あ
る
が
、
経
済
統
計
理
論
白
暫
時
的
性
格
を
除
い

τ、
同
ロ
目
。
ロ
守
口
即
日
ロ
o同
白
見
解
も
ほ
ぼ

同
様
と
み
な
し
え
よ
う
。

(B) 
L→ 

'" 目
'" 宵
'" 問
σコ
見
解

-pwロ
凶
肘
H
O同

も
ま
た
一
九
四
八
年
以
来
の
統
計
学
論
争
白
目
的
は
、
社
会
主
義
統
計
学
か
ら
形
式
主
義
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

「
経
済
統
計
学
に
お
け
る
形
式
主
義
は
、
統
計
的
・
経
済
的
指

標
を
形
式
数
理
的
概
念
で
あ
る
か
の
上
う
に
考
え
、
と
れ
b
D
指
標
概
念
に
た
い
し
、
充
分
に
科
学
的
、
実
質
的
、
経
済
学
的
な
基
礎

と
し
、
統
計
学
に
お
け
る
形
式
主
義
を
次
の
ご
と
く
規
定
し
て
い
る
。

づ
け
を
与
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
指
標
を
発
展
さ
せ
組
み
た
て
る
ば
あ
い
の
重
点
は
、
形
式
数
理
的
側
面
に
沿
か
れ
、
ま
た
、
け
っ

さ
よ
く
は
所
与
臼
諸
概
念
の
あ
い
だ
の
関
係
に
お
か
れ
、
対
応
す
る
諸
現
象
の
実
質
的
本
質
と
の
一
充
分
な
結
び
つ
き

rお
か
れ
て
い
在



hv
」

(HP
的
自
供
阻
む
と
。
か
く
の
ご
と
く

F
E
r
H
O問
に
と
っ
て
も
、
形
式
主
義
白
克
服
と
い
う
課
題
が
、
方
法
論
説
白
採
否
を
決
す

る
思
考
基
地
と
み
な
し
う
る
。

-g呉
国
民
に
よ
れ
ば
、
「
形
式
主
義
が
理
論
統
計
諸
科
学
に
も
ち
込
ま
れ
る
の
は
、
統
計
諸
科
学
は
統
計
資
料
加
工
白
方
法
ま
た
は

手
続
を
明
か
に
寸
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
見
解
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
科
学
の
理
論
的
内
容
を
な
し
亡
い
る
と
己
ろ
の
、

経
済
統
計
理
論
の
概
念
と
指
標
を
、
ひ
と
は
誤
っ
て
方
法
と
考
え
る
。
実
際
に
は
、
理
論
統
計
諸
科
学
は
経
済
的
現
実
を
研
究
対
象
と

し
て
い
る
」

Q
P
日
宮
町
・
)
と
い
う
。

右
の
ど
と
く

F
E
F
O同
は
、
形
式
主
義
は
方
法
論
説

K
よ
っ
て
理
論
統
計
諸
科
学
に
も
ち
込
ま
れ
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
b
ば

い
う
と
こ
ろ
の
方
法
論
説
と
は
内
脊
的
に
い
か
な
る
も
白
か
。
単
に
公
式
的
に
、
概
念
や
指
標
を
誤
っ
て
方
法
と
考
え
て
い
る
と
い
う

だ
け
で
衣
〈
、
も
っ
と
立
ち
入
っ
て
、
何
故
に
概
念
ヤ
指
標
を
方
法
と
考
え
て
い
付
た
い
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
形
式
主

議
の
導
入
を
必
然
た
ら
し
め
る
D
か
、
を
明
か
に
せ
ね
ぽ
た

b
ぬ
。
右
山
ご
と
き
意
図
白
下
札
、
け

γ
E
r
h
o肉
白
統
計
指
標
概
念
と

は
い
か
な
る
も
の
か
、

M
H
T
E
E
o同
は
統
計
指
標
概
念
を
い
か
に
問
題
と
す
べ
き
と
な
し
て
い
る
か
、
日
開
そ
う
し
た
問
題
白
仕
方
で

果
し
て
方
法
論
説
を
克
服
し
え
た
か
、
同

HmE宵
昂
問
は
統
計
方
法
モ
れ
自
体
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、
白
順
で
み
て
ゆ
く
こ

と
に
寸
る
。

H
P
E
E
O司
は
、
統
計
指
標
概
念
は
帰
納
的
概
念

(
科
学
的
帰
納
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
士
概
念
)
で
あ
っ
て
方
法
で
な
い
と
強
調
す
る
。

と
こ
ろ
が
ま
た
、

「
こ
れ
ら
の
誘
導
さ
れ
た
坦
論
的
帰
納
的
概
念
は
、
そ
れ
白
身
は
方
法
で
な
い
が
、
認
識
過
程
に
沿
円
て
、

一
定
の

時
間
的
・
場
所
的
限
界
に
治
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
現
象
過
程
の
具
体
的
な
反
映
と
把
握
白
た
め
白
手
段
呂

50-
と
し
て
役
立
つ
(
統

計
的
、
具
体
的
演
緯
)
と
い
う
乙
と
を
、
次
の
も
う
一
つ
白
論
文
で
明
か
に
し
よ
う
」
(
五
回
目

2
3
と
云
っ
て
い
る
。

統
計
学
H
U
社
会
科
学
的
一
認
識
手
段
諭
の
問
題
点

第
八
十
四
巻

九

第
六
号



統
計
学
l
社
会
科
学
的
認
識
手
段
前
の
問
題
点

第
八
十
四
巻

一
}
一
九
回

第
六
号

モ
己
で
わ
れ
わ
れ
も
、

E
E
]
2
0同
白
も
う
一
つ
の
論
文
に
よ
っ
台
、
そ
れ
自
身
は
方
法
で
な
い
が
、
認
識
過
程
に
お
い
て
手
め
と

し
て
役
立
つ
統
計
指
標
と
呼
ば
れ
る
帰
納
的
概
念
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

日

F
E
E
O同
も
ま
た
、

経
済
統
計
理
論
の
課
題
を
、
統
計
方
法
を
仕
上
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、
統
計
指
標
概
念
を
仕
上
げ
る
こ
と
、

と
み
る

(
F
印
・
∞
寸
寸
)
が
、

一
般
統
計
理
論
で
と
り
あ
げ
ら
る
ベ
空
指
標
と
し
て
、
ハ
門
集
団
現
象
過
程
の
総
体
的
水
準
を
反
映
す
る
諸

指
標
(
平
均
O
諸
形
態
)
、
同
分
散
の
大
い
さ
を
反
映
す
る
諸
指
標
(
偏
差
の
諸
形
態
)
、
同
社
会
経
済
現
象
過
程

ω
歴
史
的
発
展
を
特
色
づ

け
る
諸
指
標
(
指
数
の
諸
形
態
)
、
叫
判
所
与
の
モ
メ

γ
ト
に
対
ナ
る
現
象
過
程
の
一
定
D
関
係
b
よ
ぴ
構
造
を
反
映
す
る
詰
指
標
(
比
率
の

詩
形
態
)
、
回
現
象
過
程
間
の
因
果
関
係
を
特
色
づ
け
る
諸
指
標
(
相
関
係
数
、
等
)
士
、
あ
げ
て
い
る
(
戸
印
可
∞
)
。
経
併
統
計
論
や
部

門
統
計
論
で
は
諸
指
標
は
も
ヮ
と
具
体
的
で
あ
る
が
、

一
般
統
計
理
論
は
こ
れ

b
の
部
門
統
計
の
全
経
験
を
一
般
化
し
、
よ
り
抽
象
的

な
形
態
で
考
察
し
発
展
さ
す
べ
き
だ
、
と
す
る
。

右
の
ご
と
き
一
般
統
計
指
標
概
念
の
研
究
に
当
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
著
作
者
は
、
数
学
者
と
統
計
学
者
の
課
題
を
混
同
し
、
統
計

理
論
を
「
数
学
の
一
部
門
」
と
称
す
る
が
、
そ
の
誤
り
を

7
5
E
O問
は
以
卜
の
ご
と
く
指
摘
す
る
。

的
性
質
を
抽
象
物
白
一
体
系
と
し
て
考
察
す
る
が
、
そ
れ

b
の
適
用
限
界
を
問
題
に
し
た
い
ω
:
:
・
数
学
陀
お
け
る
概
念
は
結
局
は
帰

「
数
学
は
諸
指
標
の
一
般
数
現

納
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

(
統
計
理
論
を
含
む
)
数
学
は
、
他
の
実
質
的
理
論
詰
科
学
の
と
と
く
、
存
在
す
る
現
象
過
程

の
正
し
い
反
映
と
し
て
、
そ
の
用
い
る
概
念
の
実
質
的
な
本
質
と
認
識
白
帰
納
的
た
基
礎
づ
け
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

数
学
は
、
統
計
学
陀
と
っ
て
最
も
重
要
左
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
客
観
的
現
象
過
程
の
所
与
の
総
体
の
一
定
の
諸
特
性
を
正
し
く
反

映
し
特
色
づ
け
る
と
こ
ろ
の
一
指
標
が
、
何
故
に
一
定
の
場
合
に
適
用
さ
れ
ね
ば
な

b
ぬ
か
、
と
い
う
問
題
に
左
ん
の
答
も
与
え
な
い

υ

理
論
統
計
学
の
最
も
重
要
な
課
題
は
、
指
標
概
念
白
時
々
の
定
義
を
基
礎
づ
け
、
指
標
の
一
般
的
認
識
内
容
を
明
か
に
す
る
己
と
で
あ



る
。
モ
れ
は
、
科
学
的
帰
納
白
方
伝
(
巧
O
四
日
呂

zze)
に
よ
っ
て
、
統
計
よ
り
概
念
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
指
標
白
認
識
的
意
味
を
明

か
に
せ
ね
ば
な

b
ぬ
」
〔
H
r
m
句
?
と
と
。

右
に
よ
っ
て
明
か
な
ど
と
く
、

-
P
E
E
o司
も

H
，N

0
5
4

と
同
じ
く
、
理
論
統
計
学
白
課
題
士
、
そ
れ
ぞ
れ
の
統
計
指
標
概
念
と
そ

の
体
系
が
、
現
実
を
よ
り
正
し
く
反
映
す
る
よ
う
に
そ
れ
ら
を
帰
納
的
に
仕
上
げ
る
こ
と
、
と
捉
え
て
い
る
。
こ
心
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ

れ
の
見
解
と
こ
と
た
ら
な
い
。
対
象
た
る
現
実
を
正
し
く
反
映
す
る
た
め
、
諸
概
念
と
そ
の
体
系
を
帰
納
的
K
問
題
と
す
る
科
学
を
、

す
べ
て
「
実
質
科
学
」
と
規
定
す
る
志
b
ば
、
理
論
統
計
学
も
当
然
に
実
質
科
学
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
論
統
計
学
は
、

経
済
学
と
異
っ
て
、
現
実
白
対
象
ぞ
れ
自
体
を
直
接
的
に
問
題
に
し
て
い
る
山
で
は
な
く
、
対
象
日
認
識
手
段
た
る
「
概
念
」
を
直
接

ユ
般
東
諭
統
計
学
の
一
般
統
計
的
な
指
標
概
念
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
統
計
学
の
共
体
的
指
標
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
形
式
」
(
戸
臼
田
司
)
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
認
識
手

的
に
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

E
E
E
o同
も
云
う
ご
と
く
、

段
た
る
概
念
の
仕
上
げ
を
課
題
と
す
る
学
聞
を
「
方
法
論
L

と
規
定
す
る
た
ら
ば
、
理
論
統
計
学
は
当
然
に
方
法
論
に
含
ま
れ
る
。

現
に

パ可

N
Q目
0
4
・し「釦回知]口。同

白
批
評
者

g
E包
も
、
法
則
研
究
と
事
実
研
究
を
区
別
し
「
理
論
」
た
る
概
念
は
法
則
の
「
理
論

尽
い
。
・
)
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
云
う
、

的
」
研
究
に
ほ
か
た

b
ず
、
[
合
法
則
性
の
研
究
に
従
事
せ
ぬ
科
学
は
独
立
科
学
で
は
左
く
、
単
に
方
法
で
し
か
あ
り
え
な
い
」

(
p
m
・

「
経
済
学

ω
領
域
k
b
け
る
事
実
研
究
の
一
部
分
が
特
別
の
名
称
、
づ
ま
り
経
新
統
計
学

の
名
称
で
行
な
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
事
実
研
究
で
あ
ヮ

τ、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
経
済
法
則
白
研
究
に
は
、

た
だ
一
つ
の
担
論
が
あ
り
う
る
の
み
で
あ
一
っ
て
、
モ
れ
は
政
治
経
済
学

ω
理
論
で
あ
る
。
経
済
学
四
領
域
に
お
け
る
そ
の
他
白
諸
研
究

は
も
は
ギ
理
論
で
は
な
い
。

オ
ス
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
ヤ
ノ
フ
が
統
計
標
識
(
指
標
)
作
成
を
統
計
方
法
に
数
え
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

に
賛
成
す
る
の
は
モ
の
志
味
で
あ
る
。
自
然
諾
科
学
に
お
い

τも、

一
方
で
は
理
論
へ
心
、
他
方
で
は
現
実
へ
白
、
最
大
限
白
適
合
を

統
計
学
H
H
社
会
軒
学
的
認
識
手
段
諭
の
問
題
点

第
八
十
凹
巷

九
五

第
六
号



統
計
学
日
目
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点

計
b
ん
と
す
る
手
続
と
概
念
的
配
慮
主
、
事
実
研
究
の
方
法
論
と
し
て
W
る
」
色
、
凹
ロ
口

3
と
。
そ
し
て

2
B包
は
「
守
口
長
田
司

第
八
十
四
巻

九
〆、

第
六
号

四

は
彼
の
論
文
で
、
《
経
済
統
計
理
論
》
白
《
内
容
》
を
、
寸
N
0
5
4
と
同
じ
く
、
《
概
念
と
指
標
》
に
還
元
す
る
。
《
統
計
学
白
対
象
》
に

は
《
具
体
的
反
映
む
た
め
白
手
段
》
し
か
残
ら
な
い
。
己
れ
は
つ
ま
り
、
統
計
資
料
に
示
さ
れ
る
客
観
的
現
実
自
体
の
反
映
で
は
な
〈
、

こ
の
反
映
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

EE--

こ
の
立
場
は
、
単
な
る
方
法
白
立
場
に
き
わ
め
て
近
似
し
て
W
る
」
(
由
回
・
H
N
E
)

と
す
る
。

そ
し
て
印
可
E
ι
も
、
、
H，
N
3
0
4
と
7
5
財
団
問
は
、
言
葉
の
上
で
は
方
法
論
説
に
反
対
し
℃
悼
る
が
、
実
質
的
に
は
、
彼
等
自
身
、

方
法
論
説
主
主
張
し
て
い
る
、
と
み
る
。

印
門
司
閏

mw〔
同

白
見
解
に
よ
れ
ば
、
統
計
学
は
、
統
計
方
法
と
い
う
特
殊
な
方
法
を
も
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
純
然
た
る
方
法
論
的
科
学

で
は
た
く
、
実
質
的
な
研
究
対
象
を
も
っ
て
い
る
と
し
、

そ
の
研
究
対
象
は
経
済
学
の
対
象
乙
同
一
で
あ
る
、

と
す
る
。
す
た
わ
ち

「
等
し
い
現
象
K
対

L
τ
、
経
済
理
論
家
が
使
用
す
る
概
念
と
事
実
研
究
家
が
使
用
す
る
概
念
と
白
問
に
は
、
原
則
的
友
区
別
平
対
立

ば
全
〈
存
存
せ
由
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
一
の
概
念
で
あ
っ
て
、
前
者
は
よ
り
抽
象
的
に
、
後
者
は
よ
り
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
概
念

で
あ
る
。
純
実
用
目
的
か
ら
つ
く
ら
れ
た
指
標
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、
科
学
目
的
か

b
つ
く
ら
れ
た
指
標
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
で
は
、
外
見
的
に

仕
全
〈
異
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
。
し
か
し
、
理
論
と
経
験
が
一
致
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
対
応
す
る
概
念
も
ま
た
相
互
に
本
質
上

等
し
〈
た
け
れ
ば
た
ら
一
ぬ
」

(
P

∞-
H
N
H
ご
と
し
て
い
る
。
己
れ
は
4
N
O
E
4
H
し
「
凶
ロ
回
目
州
国
間
の
「
指
標
概
念
」
の
規
定
と
は
異
る
。

印可

E
白
は
「
概
念
な
る
も
の
は
物
質
的
な
も
の
で
な
く
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
己
と
は
五
う
ま
で
も
な
い
が
、

概
念
は
統
計
学
の

研
究
対
象
を
た
す
も
の
で
は
在
く
、
事
実
|
|
句
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
1
ー
が
統
計
学
の
対
象
で
あ
る
、
モ
し
て
、

事
実
の
研
究
に
必
要
た
概
念
は
事
実
か
ら
切
り
離
す
べ
き
で
は
在
い
」

(
P
印
-
H
M
E
)

と
し
て
、

寸N。ロ04HHmwロ
M
W
}

内目。同

の
見
解
は
表

面
的
に
は
実
質
科
学
説
の
?
場
全
擁
護
す
る
か
の
ご
と
く
見
え
る
が
、
内
容
的
に
は
方
法
論
説
に
近
似
し
て
い
る
、
と
す
る
。



寸
E
5
4
H
H
m
E昨
日
同
は
そ
白
主
観
的
意
図
に
反
し
、
方
法
論
説
を
克
服
し
え
て
い

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
的
守
口
包
の
、
概
念
は
統
計
学
の
対
象
で
な
い
と
す
る
見
解
に
組
し
え
な
H
が
、
印
可
ロ
包

山守口
mw色
白
い
う
ご
と
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

と
共
に
、

4
N
0
5
4
守
口
釦
}
日
間
が
方
法
論
説
の
立
場
を
否
定
し
て
実
質
科
学
説
の
立
場
に
移
行
し
え
た
、
と
は
認
め
え
な
い
。

T
E
r百
出
は
統
計
理
論
は
統
計
指
標
概
念
の
理
論
と
し
亡
発
展
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
し
(
子
印
笥

ε、
統
計
指
標

概
念
は
、
概
念
で
あ
っ
て
方
法
で
は
な
い
と
く
り
か
え
し
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
彼
が
、
「
統
計
方
法
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え

て
い
る
か
、

ζ

ζ

で
簡
単
に
み
て
お
く
。
彼
は
「
科
学
的
研
究
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
一
般
統
計
方
法
な
る
も
の
は
目
統
計
的
形
態
に
治

け
る
帰
納
と
演
鰐
に
ほ
か
な
ら
た
い
」
合
同
凹
-
g
F
∞
-
∞
斗
)
と
す
る
。
そ
し
て
モ
れ
を
例
示
し
「
た
と
え
ば
実
際

K
お
い
て
算
術
平

均
の
大
い
さ
を
具
体
的
に
計
算
す
る
こ
と
は
、
統
計
的
性
質
の
演
伴
的
包
摂
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

《
算
術
千
均
V

と
い
う
一
般

概
念
を
誘
導
す
る
と
と
は
、
帰
納
的
一
般
化
と
解
さ
れ
れ
ば
友
ら
ぬ
」

(
F
m
-
g∞
)
と
し
て
い
る
。
つ
ま
わ

J

、
統
計
指
標
概
念
の
構
成

を
帰
納
、
そ
白
適
用
一
主
演
出
陣
、
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

H
υ
E
E
O出
に
よ
れ
ば
「
方
法
論
的
命
題
は
一
般
理
論
統
計
学
に
と
っ
て
は
第

二
次
的
意
義
を
も
っ
」
(
子
印
笥
口
〉
に
す
苦
な
い
。
彼
は
そ
れ
を
論
理
学
白
課
題
と
す
る
、
つ
ぎ
臼
ご
と
〈
で
あ
る
。

「
指
標
の
具
体
的
大
き
さ
が
実
際
に
計
算
さ
れ
る
ば
あ
い
、
ひ
と
は
指
標
概
念
主
、

一
般
統
計
方
法
の
演
緯
的
適
用
の
手
段
と
し
て

使
用
し
て
い
る
白
で
あ
る
。
己
の
指
標
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
方
法
で
は
な
い
、
方
法
と
は
(
全
認
識
過
程
の
)
道
程
巧
認
で
あ
っ
て
、

ひ
と
は
そ
の
道
程
で
指
標
概
念
を
作
成
し
使
用
す
る
の
で
あ
る
。

一
般
統
計
方
法
は
、
客
観
的
に
存
在
す
る
現
象
過
程

ω
研
究
に
あ
た

り
、
切
り
雌
さ
れ
て
適
則
さ
れ
る
心
で
は
な
く
、
認
識
過
程
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
、
あ
ら
ゆ
る
契
機
を
考
慮
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
ゆ
え
に
諭
坦
学
は
、
個
別
的
(
単
純
)
形
態
の
認
識
過
程
を
研
究
す
る
と
同
様
に
、

統
計
的
形
態
に
お
け
る
認
識
過
程
の
進
行
山
本

質
と
弁
証
法
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
(
口
・
印
∞
苫
)
と
。

統
計
学
1
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点

第
八
十
四
巻

九
七

第
六
号
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