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統
計
学

l
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
口

-
|
|
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
学
者
の
所
説
を
み
て
1
1
1大

橋

隆

憲

集
団
一
般
に
対
し
て

統
計
学
の
研
究
対
象
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
大
別
し

τ、

に
な
る
が
、
い
ず
れ
の
見
解
を
と
る
医
し
て
も
、
統
計
活
動
も
し
く
は
統
計
方
法

ω
対
象
が
集
団
現
象
で
あ
る
と
す
る
点
に
ワ
い
て
は
、

「
集
団
現
象
」
と
す
る
も
山
と
、

「
統
計

h
法
」
と
す
る
も
の
と
の
二
つ

論
者
白
意
見
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

し
か
し
更
に
立
ち
入
っ
て
、
統
計
方
法
の
対
象
の
定
義
白
表
現
の
仕
方
を
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
統

計
学
の
対
象
領
域
を
社
会
現
象
に
か
ぎ
る
論
議
を
と
っ
て
み
て
も
、
モ
の
対
象
は
、

ω社
会
経
済
現
象
お
よ
び
発
展
法
則
で
あ
る
、
と

い
う
だ
け
で
、

統
計
対
象
の
特
殊
性
士
ど
う
規
定
す
る
か
に
つ
い
て
積
極
的
意
見
を
提
出
し
て
い
な
い
も
の
、

川
同
社
会
集
凶
現
象
の

(
質
的
側
面
と
の
不
可
分
関
係
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
)
数
量
的
側
面
と
す
る
も
の
、
助
社
会
集
団
現
象
白
規
模
、
水
準
、
テ
y
ポ
、
比

例
関
係
、
構
造
、
等
と
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
規
定
す
る
も
白
、
川
間
社
会
経
済
生
活
の
矛
盾
の
数
監
的
側
面
と
す
る
も
の
、
等
、
多
禄
で

あ
る
。

統
計
学

1
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
伺
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じ
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統
計
学
H
H
社
会
科
学
的
認
議
手
段
前
の
問
題
在
仲

第
人
」
1

六
巻

ノ一、

市
川
五
ハ
勺

四
匹み

ー「
N。
日
ぐ
と

F
E
E
O止
は
、
統
計
苅
象
は
上
記
の
う
ち
仰
の
社
会
集
団
現
象
の
数
量
的
側
面
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
ち
か
い
が
、

彼
等
は
「
社
会
L

の
枠
を
は
づ
し
て
「
集
団
」
を
論
理
的
に
一
般
化
し
、
認
識
論
心
次
一
五
に
わ
い
て
「
集
団
」
を
「
個
体
」
と
の
関
係

で
問
題
と
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
以
下
ま
ず
叶
N
O
E
4
の
所
論
か

b
与
る
。

H
，

N
E
0
4
は
一
九
四
八
年
目
ソ
ヴ
エ
ト
統
計
学
論
争
白
確
認
事
項
た
る
「
統
計
に
あ
げ
る
浬
諭
の
実
践
か
ら
の
遊
離
」
を
克
服
す
る

目
的
を
も
っ
て
、
紋
の
第
一
論
文
「
弁
証
法
と
統
罰
方
酢
」
を
書
い
た
。
彼
に
上
れ
ば
、
統
計
k
h引
い
て
m
H
論
が
実
践
か
ら
遊
離
す
る

傾
向
を
件
ぜ
し
め
た
主
要
友
原
凶
は
、
訴
訂
方
法
の
本
質
に
つ
い
て
の
一
面
的
友
誤
づ
た
見
解
が
統
計
学
I

文
献
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
か

b
で
あ
る
、
と
す
る
。
彼
は
、
そ
う
し
た
見
解
を
次
の
ご
と
く
指
摘
し
批
判
す
る
。
す
友
わ
ち
、
「
大
部
分
自
論
者
は
、
統
計
的
認
識

の
本
質
の
問
題
を
一
般
的
な
認
識
論
の
枠
外
で
説
明
し
よ
う
と
試
み

τ
い
る
。
彼
等
は
統
計
的
方
法
の
論
理
的
本
質
を
表
現
せ
ん
と
し

て
、
あ
る
も
の
は
そ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
左
統
計
利
月
だ
け
を
考
え
て
お
り
(
〉
』
・
、

PEQ石
EAq
等、

一
般
に
自
然
統
計
家
)
、
あ
る
も

の
は
イ
デ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
友
利
用
を
考
え
て
治
り

(

e

ア
ル
カ
リ
ア
心
統
計
家
ロ
冨
円

}Er。
4
等

一
般
に
社
会
的
事
実
を
研
究

す
る
統
計
家
)
、

あ
る
も
の
は
一
記
述
的
た
統
計
利
用
を
考
え
て
お
り

(ESEE-uq)、
そ
し
て
あ
る
も
白
は
困
呆
律
干
悶
果
関
係
の
一

問
題
に
た
い
す
る
統
計
利
則
を
考
え
て
い
る
(
巧
E
E
0
3
内
山
口
出

E
E
P
等
)
」
(
司
∞
∞
i
u
仏
〉
と
。
彼
は
統
計
担
論
家
の
問
に
ゐ
け
る
こ

う
し
た
志
見
の
栢
呉
が
、
ま
す
ま
す
統
計
理
論
を
実
務
か
ら
遊
離
せ
し
め
る
傾
向
主
強
め
る
こ
と
、
と
臼
傾
向
を
克
服
す
る
た
め
に
は

統
計
方
法
の
理
論
的
本
国
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
。

彼
は
旧
来
心
論
者
全
次
心
ご
と
く
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
「
理
論
家
は
、
部
識
過
程
白
程
々
の
局
同
士
結
び
つ
け
る
諸
関
係
に
花
岡

し
な
い
で
、
つ
ま
り
全
体
を
み
な
い
で
、

日
統
計
占
法
』
を
あ
る
と
き
は
モ
心
部
分
の
あ
る
も
の
に
、
士
た
、
あ
る
と
き
は
之
の
部
分

白
他
の
も
の
に
(
ノ
モ
グ
ラ
フ
4

ツ
ク
ま
た
は
イ
デ
オ
グ
ラ
一
ノ
ィ
γ

ク
に
、
記
述
的
ま
に
は
E
7
ラ
グ
マ
一
フ
ィ
ツ
ク
に
)
楼
小
化
し
て
し



ま
う
門
ま
さ
に
こ
こ
に
危
機
の
原
因
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
全
体
を
み
友
い
ば
あ
H
に
は
、
構
成
部
分
の
統
一
を
保
持

す
る
近
接
作
用
主
失
フ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
の
」
守
山
町
)
と
。
か
く
し
て
彼
は
、
統
計
方
法
士
山
市
に
一
認
識
の
や
パ
訳
法
的
経
艮
に
お
け

る
い
ろ
い
ろ
の
一
セ
メ
ン
ト
心
表
示
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
認
識
全
体
に
わ
け
る
す
べ
て
り
そ
メ
ン
ト
の
友
不
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を

「
一
般
的
統
計
概
念
の
全
装
備
を
再
検
討
し
、
そ
の
現
実
的
基
礎
を
明
か
に
し
、
生

命
の
な
い
も
の
は
す
ペ
て
放
棄
し
、
実
践
に
お
け
る
適
用
主
唯
一
の
能
力
判
定
基
準
と
し
て
、
統
計
的
全
装
備
を
完
全
に
再
構
成
し
な

治
す
に
と
」
守

ω♂
を
提
案
す
る
。

主
張
す
る
。
彼
は
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
フ
て

彼
白
構
畑
山
に
よ
れ
ば
、
乙
の
よ
う
忙
し
℃
は
じ
め
亡
統
計
四
論
の
実
践
か
ら
の
遊
離
が
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
統
計
的
全

装
備
を
再
構
成
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
日
基
礎
と
な
る
考
え
方
を
確
定
し
て

b
か
ね
ば
な
b
ぬ
。
モ
れ
が
彼
の
第
二
論
文
「
統
計
方
法
白

こ
の
「
統
計
方
法
の
諭
限
的
基
従
」

r沿
い

τ
4
N
E
2
の
集
団
論
が
は
じ
め
て
明
白

論
理
的
基
機
」
に
沿
け
る
課
題
で
あ
ヮ
た
。

に
定
式
化
さ
れ
た
c

叶
N

。ロ
0
4

に
よ
れ
ば
、
統
計
み
法
白
論
理
的
基
慌
を
研
究
す
る
に
当
っ
亡
モ
の
根
底
に
お
か
る
べ
き
は
、
レ

1

ニ
ン
心
認
識
に
か
ん

す
る
古
典
的
規
定
で
あ
る
と
り
つ
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
生
き
生
き
し
た
観
祭
か
b
抽
象
的
思
惟
へ
、
そ
し
て
そ
己
か
b
実
践
へ
、
ー
ー

の

こ
れ
が
真
理
の
認
識
白
、
客
観
的
現
実
の
認
識
の
、
男
証
法
的
道
程
で
あ
る
」
と
い
う
レ
l

ニ
ン
の
命
題
に
立
脚
せ
ね
ば
な
b
ぬ
、
と

い
う
。
モ
し
て
彼
は
、
統
計
的
方
法
は
上
記
の
認
識
過
程
白
個
々
の
そ
メ
ン
ト
を
も
り
て
恒
る
だ
け
で
な
く
、
認
識
過
程
の
全
体
に
お

け
る
す
べ
て
の
一
そ
メ

γ
ー
を
も
っ
て
い
ね
ば
た
b
ぬ
、
と
主
張
す
る
。
彼
は
己
う
し
た
一
般
的
部
誠
方
法
と
し

τ
の
統
計
方
法
士
主
長

す
る
が
、
し
か
ら
ば
統
計
方
法
心
特
殊
性
は
ど
こ
に
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
己
れ
に
答
え
る
の
が
彼
の

E
E
O
Q宮
切
の
『

O
ロロ

ι
ω
Z

t
E
z
n
E
O
司
耳
目
論
で
あ
る
。

統
計
学
H
H
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
伺

第
八
十
六
巻

)L 

第
五
号

四
五



統
計
学
H
H
社
会
科
学
的
認
識
で
T

世
論
の
問
題
点
伺

第
八
十
六
巻

。
第
五
号

四
六

吋
N
。ロ
0
4
に
よ
れ
ば
、
統
計
方
法
の
特
殊
性
は
、

帰
納
法
や
傾
緯
法
と
い
っ
た
手
続
様
式
と
並
置
し
て
も
、
ま
た
対
世
し
て
も
、
そ

う
し
た
非
数
字
的
た
も
の
で
は
規
定
し
え
な
い
、
と
い
う
。
彼
は
「
統
計
的
研
究
方
法
と
は
一
般
に
、
伺
え
の
事
物
や
事
例
主
、
集
団

に
総
括
し
、
適
切
な
集
団
特
性
値
を
計
算
し
て
、
統
一
的
に
特
色
づ
け
る
己
と
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
か
に
、
統
計
方

法
の
本
当
の
対
立
物
は
、
事
物
や
事
例
を
、
統
計
方
法
と
は
反
対
に
、
個
別
的
に
相
互
に
分
離
し
て
捉
え
研
究
す
る
方
法
で
あ
る
」
と

し

「
事
物
を
仙
別
的
に
考
察
す
る
研
究
践
式
を

E
E
E可宮

R
E
『

o
E各
戸
出
向
臼
羽
田
自
と
名
づ
け
」
(
司
凶
コ
弘
己
目
的
官
官
宮
司
。
2

わ
『
己
ロ
混
ぜ
〈
白
自
に
対
置
さ
せ
る

U

そ
し
て
、
己
白
対
置
を
正
し
い
次
元
K
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
統
計
宇
に
き
わ
め
て
有

意
義
た
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
白
結
論
を
導
く
前
に
彼
は
、
と
臼
二
ヲ
の
研
究
様
式
位
帰
納
法
と
演
繰
法
と

組
み
令
ぜ
て
分
析
し
て
み
せ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
自
E
。
t
官
官
甘
0

同

R
E
と

ω
S
E
m
E
m
o
F
O
可
耳
目
白
関
係
だ
け
に
づ
い
て

彼
の
主
張
を
み
る
に
と
ど
め
る
。

斗

NBod-
に
よ
れ
ば
、
認
識
過
程
U
統
計
的
形
態
と
個
別
的
形
態
と
は
相
互
に
呉
る
と
前
提
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
ζ

と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
し
か
し
両
者
は
相
互
に
移
行
し
あ
う
も
白
で
あ
る
か

b
、
モ
れ

b
を
形
而
上
学
的
に
き

U
離
し
て
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
、
と

主
張
す
る
。
そ
し
て
、
モ
白
論
証
と
し
て
、
彼
は
次
の
ご
と
く
心
ベ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
若
干
の
事
情
白
下
で
は
一
方
は
他
方
に
移
行

し
、
他
方
に
か
わ
る
。
認
識
過
程
の
単
純
な
(
個
別
的
)
形
態
は
統
計
的
形
態
白
特
殊
な
部
分
的
た
場
合
と
み
な
し
う
る
の
統
計
的
形

態
は
、
非
本
質
的
た
要
因
白
影
響
が
セ
ロ
に
近
づ
き

(
q
i
3

統
計
集
団
内
の
事
例
数
が
ー
に
近
づ
〈
(
見

l
ご
た
ら
ば
、
個
別

的
形
態
に
移
行
す
る
」

3
M
m
)
と。

認
識
過
程
の
統
計
的
形
態
と
個
別
的
形
態
と
白
関
係
に
つ
い
亡
は
そ
れ
ら
を
共
に
、
帰
納
と
演
料
の
組
み
令
せ
の
特
殊
形
態
と
し
て

捉
え
る
が
、
要
す
る
に
彼
白
考
え
方
は
、
次
白
ど
と
く
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
凶
統
計
的
形
態
に
つ
い
て
二



つ
の
ば
あ
い
を
考
え
る
。

ωぞ
の
構
成
要
素
(
単
位
)

の
も
つ
(
質
的
お
よ
び
量
的
)

掠
識
が
多
様
で
あ
る
よ
う
な
集
団

(
q
〈
D

宅
〉
日
)
、

ωモ
白
構
成
要
素
の
も
つ
標
識
が
斉
一
で
あ
る
よ
う
な
集
印

(
Q
U
P

同

WHV
が
モ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
倒
個
別
的
形

態
に
つ
い
て
は
、
同
制
そ
の
構
成
要
素
が
も
と
も
と
個
別
的
、
非
集
団
的
に
捉
え
ら
れ
る
研
究
様
式
を
さ
す
の
で
あ
る
か

b
、
集
団
そ
れ

自
体
も
、
集
団
要
素
と
し
て
の
差
異
性
も
、
と
も
に
問
題
に
友
ら
た
い

(
R
H
u
-
-
H『
U
H
)
。

場
A
A

日
」
と
し
、

ま
た
逆
に
、

「
帰
納
と
演
緯
白
個
別
的
形
態
を
、
統
計
的
形
態
の
一
種
と
み
な
し
、
通
例
白
統
計
的
形
態
の
特
別
の

「
統
計
的
研
究
形
態
仕
、
上
り
高
い
段
階

ι一
向
め
ら
れ
た
個
別
的
研
究
形
態
を
一
軍
す
」
(
印
包
〕
と
し
、

こ
の
よ
う
に
考
え
る
彼
は
、

こ
の
二
つ
の
研
究
形
態
は
同
一

ω
一
般
論
理
酌
基
礎
自
上
に
あ
る
も
白
と
主
張
す
る
。

己
的
よ
う
に
主
張
し
た
ば
あ
い
、
統
計
方
法
が
特
殊
的
万
法
と
し

τ存
立
し
う
る
論
理
的
な
基
礎
は
あ
る
の
か
長
悼
の
か
、
要
す
る

に
ど
の
よ
う
在
こ
と
に
た
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず

r

る
。
乙
れ
に
た
い
し
て
斗
自
ロ
雪

は
次
の
一
ご
と
く
答
え
る
。

す
た
わ
ち
、

一
統
計
方
法
は
特
殊
的
方
法
と
し
て
存
在
し
在
い
し
、

ま
た
、

存
在
し
得
る
も
の
で
は
た
い
。
モ
れ
は
も
ェ
う
ど
『
個
別
的
方
法
』

(ZcEq-RFozoHFO品
。
)
が
、
帰
納
法
と
演
鰐
法
の
ほ
か
に
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
、
存
在
し
得
な
い
と
ま
っ
た
〈
同
じ
で
あ
る
。

け
だ
し
個
別
的
形
態
な
る
も
の
は
、
す
へ
て
の
研
究
方
法
由
、
ま
た
、
治

ω
お

ω
の
研
究
方
法

ω
、
通
例
白
現
象
形
態
を
た
す
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
」

-ug〉
と
。

叶
N
O
B
A
q

は
か
く
臼
ご
と
く
統
計
方
法
が
帰
納
法
と
猷
緯
法
白
ほ
か
に
、
特
殊
的
方
法
と
し
て
存
在
し
、
ま
に
、

存
在
し
う
b
己
と

を
み
と
め
な
い
u

彼
は
統
計
方
法
が
「
集
団
」
を
基
礎
と
す
る
か

b
と
云
っ
て
、

「
個
体
」
を
基
礎
と
す
る
ば
あ
い
と
特
殊
的
に
区
別

さ
る
べ
き
考
え
方
を
と
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
己
目
ょ
う
た
考
え
方
を
彼
は
一
般
方
法
論
の
立
場
(
一
般
統
計
方
法
論
白
立
場
よ
り

更
に
広
い
立
場
)
と
呼
ん
で
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
一
般
方
法
論
心
立
場
に
立
つ
亡
こ
そ
、
統
計
方
法
は
普
通
の
方
法
以
ょ
に
志
味
深

統
計
学
1
社
会
科
学
的
認
識
手
段
諭
の
問
題
点
同

持
人
十
六
巻

第
五
号

!"l 
七



統
計
学
1
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
。
問
題
点
帥

第
八
十
六
巻

第
五
号

回

ノ1

い
も

ω
と
し
て
、
つ
ま
り
、
統
計
的
形
態
白
方
法
論
的
全
体
と
し
て
、
認
識
過
程
に
対
す
る
-
つ
の
他
の
呼
称
に
値
ず
る
も

ω
と
し
て

捉
え
う
る
と
い
う
。
モ
し

τ彼
は
、
個
別
的
方
法
に
つ
い
亡
も
同
様
な
事
態
を
認
め
こ
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
一
認
識
過
程
に
沿
け
る
個
々
臼
占
法
論
的
諸
契
機
の
組
み
合
せ
の
形
態
に
よ
り
、
帰
納
的
あ
る
い
は
演
線
的
研
究
方
法
、

実
験
的
あ
る
い
は
純
思
考
的
研
究
方
法
、
歴
史
的
あ
る
い
は
比
較
的
研
究
方
法
が
あ
b
わ
れ
る
が
、
こ
れ

b
の
諸
方
法
は
常
に
、
数
字

的
土
台
を
ひ
ろ
げ
、
適
当
な
松
山
括
を
ほ
ど
じ
す
な
ら
ば
、

hv

つ
で
も
統
計
的
形
態
に
か
え
ら
れ
る
、
と
い
う
。

以
上
白
ご
と
く
吋
自
己
ぬ
ぐ
は
モ
の
第
一
治
よ
ぴ
第
一
一
論
文
の
時
期
に
お
い
て
は
、
国
的
昨
日
包

h
T
H
F

間
四
耳
目
mw
司

が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
論
理
学
的
次
元
日
一
般
方
法
論
の
立
場
に
お
い
て
統
計
方
法
を
問
題
に
し
、
統
計
方
法
の
内
的
木
質
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
特

殊
的
万
法
と
し
て
の
独
自
性
を
認
め
な
い
が
、
そ
の
外
的
形
態
陀
か
ん
て
統
計
的
形
態
を
認
め
る
。
し
か
し
統
計
的
形
態
を
認
め
る
と

い
っ

τも
、
そ
れ
は
佃
則
的
形
態
と
同
一
の
論
理
的
恭
礎
の
上
で
、
条
件
に
よ
っ
て
は
個
別
的
形
態
に
移
行
し
う
る
と
こ
ろ
の
固
定
的

で
な

w
柔
軟
た
形
態
と
し
℃
認
め
る
白
で
あ
る
の
叶
自
ロ

2
に
よ
る
統
計
方
法
的
訟
め
方
と
位
地
づ
け
は
、
こ
の
よ
う
た
次
元
に
治
け

る
も
の
で
あ
っ
た
。

M
m
E
}口
。
問
の
ば
あ
い
は
、
こ
の
叶
N
E
0
4
白
一
般
方
法
論
自
立
場
を
山
川
発
点
に
お
き
、
モ
白
用
語
を
継
承
し
て
い
る
が
、
統
計
方

法
を
、
単
に
、
個
々
白
事
物
や
事
例
昔
、
集
団
に
総
指
し
、
適
切
た
集
団
特
性
値
を
引
算
し
て
統
一
的
に
特
色
づ
け
る
方
法
過
程
白
全

休
と
だ
け
は
考
え
て
い
な
い
。
日
出
E
E
O同
は
そ
う
し
た
方
法
過
程
を
必
然
た
b
し
め
る
対
象
側
の
契
機
を

H
N
B
2
以
上
に
考
慮
に

入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
己
U
点
に
お
い
ζ

し「

m
E
E
o司
白
集
団
観
は
司
，
NODOぐ
の
そ
れ
に
く

b
ベ
客
観
的
集
団
へ
、

よ
り
近
く
按

近
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る



客
観
的
集
団
に
対
し
て

HmE昨
日
同

D
集
団
論
は
、
彼
白
論
文
「
理
論
統
計
、
統
計
方
法
お
よ
び
数
争
」
に
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

彼
は
こ
の
論
文

で

ω統
計
と
科
学
的
肝
究
、

ω一
般
統
計
理
論
、
経
済
統
計
論
、
部
門
統
汁
論
白
相
互
関
係
、
川
河
統
汁
理
論
と
数
学
、
を
問
題
と
す
る

が
、
彼
自
集
団
論
は
、

ω「
統
計
と
科
学
的
研
究
」
に
お
い
て
も
っ
と
も
明
白
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
ο

こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
集
団
論

を
み
る
に
あ
治
よ
そ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
本
来
は
統
一
的
で
あ
る
と
ζ

ろ
の
認
識
過
程
は
、
い
ろ
い
ろ
左
側
面
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
で
き
巳
る
が
、
型

論
統
計
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
左
区
別
は
、
認
識
の
二
つ
の
基
本
的
た
形
態
す
な
わ
ち
自

S
o
q宮
間
百
司
耳
目
と

ω
H
E
E
r号。

司
日
自
主
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
こ
の
二
つ
白
形
態
を
次
の
ご
と
く
規
定
し
て
い
る
。

「
統
一
的
認
識
過
程
は
二
ワ
臼
基
本
的
形
態
に
区
別
さ
れ
る
。
同
単
純
も
し
く
は
個
別
的
形
態
こ
れ
は
、
何
々
の
(
切
り
離
さ
れ

た
)
事
実
か

b
出
発
す
る
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
、
個
々
の
事
実
も
し
く
は
若
干
白
事
実
(
切
り
離
さ
れ
て
い
て
、
統
計
的
総
体
と
は
考

え
b
れ
な
い
事
実
)
白
記
述
と
説
明
へ
移
行
す
る
ば
あ
い
、
で
あ
る
。
例
統
計
的
も
し
く
は
展
開
的
形
態
こ
れ
は
、
個
々
の
事
実
に

基
づ
い
て
一
般
化
が
行
た
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
諸
現
象
の
総
体
(
も
し
く
は
、

一
定
の
関
係
に

b
い
て
同
種
で
あ
る
よ
う
な
一
連
D

諸
現
象
の
総
体
)
治
よ
ぴ
モ
れ
ら
に
共
通
左
集
団
性
白
総
体
に
基
づ
い
て
一
般
化
が
行
わ
れ
る
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
、
事
実
の
復
合
体

h
d

よ
び
モ
白
集
団
性
の
記
述
と
説
明
へ
移
行
す
る
ば
あ
い
、
で
あ
る
。
」
〔
田
宮
下
富
田
)
と
。

r
s
E
o同
も
己
の
両
形
態
の
関
係
昔
、

観
察
さ
れ
た
場
合
の
数

(
3
W
H
)

と
非
本
質
的
諮
安
因
心
作
川
用

(
q
W
C
)

の
組
与
合
せ

関
係
と
し
て
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
も
↓
N
O
ロ
2
と
同
じ
く

寸
認
識
過
程
の
個
別
的
形
態
は
統
計
的
形
態
の
一
つ
の
特
殊
の
ぼ

統
計
学

l
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
伺

第
八
十
六
巻

第
主
号

四
九



統
計
学

l
社
会
科
学
的
認
調
手
段
論
の
問
題
点
伺

第
八
十
六
巻

四

第
五
号

五
心

あ
い
で
あ
っ
て
、
場
合
の
数
η
が
一
に
等
し
く
、
非
木
質
的
要
因
の
作
用
(
そ
れ
は
標
準
備
差
d

に
上
っ
て
あ
ら
わ
き
れ
る
)
が
ゼ
ロ

に
等
し
い
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
一
非
木
質
的
要
因
が
本
質
的
要
悶
と
み
な
さ
れ
る
は
あ
い
に
生
ず
る
L

(
印
田
町
田
〉
と
し
て
い
る
。
以
上
の
か
ぎ
り

7
5片
目
同
の
い
う
と
こ
ろ
は
寸
N
。
ロ
⑦
〈
の
所
論
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
の

右
白
ご
と
く
吋
N
O円

21守
口
品
目
出
は
、
帰
納
的
結
論
の
強
さ
を
、
観
察
さ
れ
た
事
例
の
数
古
た
は
場
合
の
数
に
依
存
せ
し
め
る
考

え
方
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
考
え
方
を
と
り
う
る
白
は
、
い
わ
ゆ
る
単
純
枚
挙
に
よ
る
不
完
全
帰
納
の
ぼ
あ
い
で
あ
っ
て
、
科

学
的
帰
納
は
そ
う
し
た
度
数
に
依
存
す
る
主
り
も
、
事
例
ま
た
は
場
合
の
研
究
の
綿
密
さ
と
全
面
性
に
依
存
し
て
い
る
ο

も
ち
ろ
ん
事

例
ヤ
場
合
の
数
が
科
学
的
帰
納
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
ば
あ
い
の
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
が
、

主
う
に
、
統
計
方
法
の
論
照
的
根
底
を
専
ら
「
度
数
」
に
お
く
量
的
思
考
だ
け
で
よ
い
か
ど
う
か
、
問
題
が
あ
ろ
う

O

H
m
s
E
O凶
白
考
え
方
が
吋
，
N
。ロ
0
4

と
異
ヮ
て
く
る
の
は
、
数
値
集
団
が
ど
白
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
か
の
問
題
に
立
ち
入
っ
士
ば
あ

い
に
あ
い
て
で
あ
る
。
寸
N

。ロ

2
は
そ
白
問
題
を
主
と
し

τ思
考
様
式
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
た
が
、

F
E
E
O聞
は
思
考
様
式
の

問
題
を
客
観
的
に
存
在
す
る
事
実
の
集
団
に
か
か
わ
ら
し
め
て
問
題
に
し
上
う
と
す
る
。
以
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て
白
守
宮
古
島
の

叶
N
O
D
0
4
i』
山
口

p
日ロ
o同
の

考
え
方
を
前
婦
論
文
の
ゆ
「
統
計
理
論
と
数
学
」
に
上
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

E
E
]
2
0片
岡
に
よ
れ
ば
、
数
学
者
白
課
題
と
理
論
統
計
家

ω
課
題
は
呉
っ

τ
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ゅ
プ
ル
ジ

d

ア
理
論
家
は
、

押

論
統
計
学
を
数
学
の
一
部
門
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
と
い
う
。
そ
し

τ哩
論
統
計
学
と
数
学
の
区
別
の
正
し
い
説
明
は
、
マ
ル
ク
ス

主
義
的
観
点
に
立
つ
ば
あ
い
に
の
み
可
能
だ
と
し

τ、
次
の
ご
と
く
の
べ
て
い
る
。
す
友
わ
ち
、

「
数
学
は
そ
の
諸
慨
念
を
帰
納
的
指

仕
方
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
も
白
で
は
な
い
。
そ
れ
は
諸
概
念
を
、
た
と
え
ば
算
術
平
均
や
標
準
偏
差
等
介
、
す
で
に
与
え
ら
れ
た
定

義
と
し
て
、
そ
の
質
的
な
内
容
を
特
別
K
帰
納
的
に
基
鎚
づ
け
る
こ
と
は
せ
ず
に
採
用
し
、
直
接
的
に
形
式
的
瓶
訳
的
に
そ
の
諸
特
徴



と
数
量
的
諸
関
係
を
研
究
す
る
。
数
学
は
指
標
の
一
般
数
理
的
特
性
を
抽
象
物
の
一
体
系
と
し
で
、
適
用
限
界
を
度
外
視
し
て
考
察
寸

る
。
数
学
は
命
題
変
形
の
規
則
に
基
づ
き
、
五
六
た
る
命
題
か
ら
新
し
い
新
な
る
命
町
聞
に
到
達
し
う
る
が
、
絶
え
ず
直
接
的
に
経
験
に
照

し
て
み
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
数
学
は
指
標
概
念
の
基
礎
づ
け
を
科
学
的
帰
納
に
よ
っ

τ与
え
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
い
。
理
論

と
し
て
心
数
学
は
、
統
計
指
標
と
し
て
与
え
ら
れ
た
概
念
の
具
体
的
認
識
内
容

rは
直
接
的
た
関
心
は
な
い
。

数
学
は
他
白
実
質

酌
理
論
科
学
(
統
計
理
論
を
も
ふ
く
め
て
)
の
ζ

と
〈
、
自
己
の
用
い
る
概
念
に
つ
幸
、
そ
れ
が
現
存
す
る
事
象
を
正
し
く
反
映
し
て

い
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
そ
り
物
質
的
本
質
と
認
識
内
容
の
帰
納
的
根
拠
を
問
題
と
し
な
い
円
。
」
(
印
由
3
u

「
理
論
統
計
家
は
こ
れ
に
反
し
、
定
義
さ
れ
た
指
椋
概
念
白
物
質
的
内
容
と
そ
白
木
質
主
明
か
に
し
、
科
学
的
に
基
礎
づ
け
ね
ば
左

ら
な
い
。
彼
は
、
い
か
な
る
場
合
に
当
該
指
標
が
、

一
定
の
事
象
の
正
し
い
把
握
に
適
用
さ
れ
う
る
か
、
を
調
ペ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
、

モ
れ
ら
の
指
標
概
念
が
ど
の
範
凶
の
事
象
と
諸
条
件
に
対
し
て
適
用
可
能
か
を
一
説
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
常
に
直
接
的

r、
経
験

r

照
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
指
標
の
数
理
的
性
質
と
関
係
わ
よ
び
計
算
方
法
を
考
察
せ
れ
ば
友

b
ぬ
。
理
論
統
計
家
は
、
彼
の
一

課
題
全
理
論
数
学
者
の
モ
れ
と
取
り
ち
が
え
て
は
な
b
な
い
し
、
ま
た
、
本
来
的
に
央
っ
た
概
念
規
定
を
も
づ
誇
指
標
聞
に
、
た
ん
に

数
抑
止
的
た
性
質
キ
関
係
だ
け
に
つ
い
℃
白
公
理
を
押
し
立
て
て
は
も
仏
ら
た
い
」

3
・
∞
寸
白
)
と
、
守
口
問
昨
日
間
は
、
数
学
者
と
児
論
統
計
家

の
課
題
と
関
心
心
差
異
を
強
調
す
る
。
主
体
側
白
一
課
題
干
関
心
に
か
ん
す
る
一
般
論
と
し
て
は
、
以
上
の
か
ぎ
り
異
論
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
統
副
学
に
治
け
る
集
団
論
を
明
確
に
意
識
し
、
客
観
的
集
団
と
い
う
客
体
側
白
問
題
に
対
す
る
考
え
方
を
明
か
に
す
る
た

め
に
は
、
左
お
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
客
観
的
集
団
が
集
合
論
に
ゐ
げ
る
集
合
や
、
確
率
論
に
治
け
る
集
団
と
、
ど
こ
で

ど
の
よ
う
に
異
っ
て
い
る
む
か
、
差
異
の
生
ず
る
分
岐
点
在
具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
と
ろ
が

HmE日
日
出
の

ば
あ
い
、

「
集
合
」
と

ω差
異
に
つ
い
て
は
全
く
関
説
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
し
、

「
確
率
集
問
」
に
つ
い
て
は
次
の
ご
と
J
、
述
べ
て
い

統
計
学
リ
社
会
科
学
的
認
識
手
世
論
の
問
題
点
伺

昂
八
十
ハ
巻

五

第
一
人
号

五



統
計
学
リ
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
伺

第
八
十
六
巻

プミ

第
五
u
q

五

h
z
L
寸
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
一
般
統
計
理
論
は
科
学
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ト
カ
月
テ
ッ
ク
な
合
法
則
性
』
を
も
問
題
と
す
る
。

ス
ト
カ
ス
テ
ッ
ク
な
合
法
別
性
と
い
う
ば
あ
い
、
ひ
と
は
偶
然
的
(
非
本
質
的
)
諸
要
因
の
影
響
の
程
度
を
、
存
有
す
る
諸
条
件
(
観

間
抗
さ
れ
た
場
合
の
数
、
等
)
に
か
か
わ
ら
し
め
て
規
定
す
る
法
則
と
解
す
る
o

し
た
が
っ
て
『
大
数
法
則
一
は
物
質
的
現
実
り
客
観
的

寸
ス
ト
カ
ス
テ
ッ
ク
な
合
法
則
性
』
は
統
計
的
形
態
に
沿
げ
る
科
学
的
帰
納
に
工
っ
て
研
究
さ
れ
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

反
映
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
一
般
統
計
理
論
は
、
こ
れ
ら
の
合
法
則
性
が
、
物
質
的
現
実
た
る
集
団
的
事
象
の
量
的
出
現
の
一
般
的
侍
色
の
反
映
で
あ

る
か
ぎ
り
、
そ
の
一
般
的
な
客
観
的
に
作
用
す
る
『
ス
ト
カ
月
テ
ァ
グ
な
合
法
則
性
』
の
認
識
を
説
明
し
明
確
に
す
る
課
題
を
も
っ
」

(
純
粋
数
学
に
お
い
て
は
ス
ト
カ
ス
テ
ッ
グ
J

な
合
法
則
性
は
組
み
合
吐
論
の
領
域
に
治
げ
る
一
定
の
諸
関
係
で
あ
る

rす
ぎ
友
い
。
)

(
山
田
ゴ
)
と
。
戸
一
れ
で
は
依
然
と
し

γ
、

一
般
的
・
抽
象
論
の
範
酬
を
い
で
な
い
論
議
と
い
う
不
満
を
否
定
し
え
た
い
で
あ
ろ
う
。

四

社
会
的
集
団
に
対
し
て

吋，

N05ぐ
と
』
自
鳥
居
同
は
統
計
学
白
対
象
領
域
昔
、
個
別
的
形
態
と
対
立
す
る
統
計
的
形
態
に
お
い
て
捉
え
る
の
で
あ
る
が
、
他

方
、
彼
等
が
弁
一
昨
法
的
唯
物
論
の
観
点
を
と
る
と
す
る
か
ぎ
り
、
自
然
現
象
と
社
会
現
象
と
を
質
的
に
異
る
も
の
と
し
て
捉
え
れ
ば
な

ら
ぬ
。
こ
こ
に
沿
い
て
当
然
に
彼
等
は
、
自
然
的
集
団
と
社
会
的
集
団
、
そ
れ
ら
の
統
計
方
法
に
対
す
る
関
係
、
を
問
題
と
せ
ね
ば
な

b
ぬ
筈
で
あ
る
。

斗

N
Eぬ
ぐ
は
彼
の
第
二
一
論
文
「
統
計
理
論
の
対
象

rつ
い
む
」
に
お
い
て
は
、
社
会
的
集
団
モ
れ
向
休
に
つ
い
て
内
容
的
友
と
と
は

円

ほ
と
ん
ど
の
ベ

τ
い
な
い
。
第
四
論
文
「
統
計
理
論
の
研
究
対
象
と
形
式
主
義
の
克
服
」
に
沿
い
て
、
彼
は
社
会
的
集
団
に
つ
W
て、

わ
ず
か
に
次
の
ご
と
き
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
る
科
学
白
領
域
で
は
、
認
識
の
艮
聞
は
、
モ
心
科
学
が
一
般
的
に
発
展
し



た
後
期
の
陛
史
的
段
階
で
生
ず
る
。
展
開
的
ま
た
は
統
計
的
制
究
様
式
は
、
モ
の
科
学
に
と
っ
て
最
初
は
も
外
来
的
な
作
業
様
式
と
感

ぜ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
中
世
江
沿
い
℃
、

具
体
的
た
歴
史
的
・
池
理
的
集
団
山
抽
象
と
し
て
の
社
会
的
集
団
現
象

a
g
o
-
-
R
E
E
R
Z

呂
田
回
目

E
n
F
E
E口
問
。
と
に
対
す
る
科
学
的
関
心
が
生
じ
た
ば
あ
い
目
そ
こ
か

b
特
川
郡
志
地
理
的
・
歴
史
的
科
学
す
な
わ
ち
統
計
学

一
九
世
紀
に
た
っ
て
は
じ
め
て
、
他
白
歴
史
的
・
地
型
的
諸
料
学
が
社
会
白
具
体
的
な
集
団
現
象
の

研
究
に
基
づ
い
て
成
果
を
お
さ
め
た
と
さ
に
、
よ
う
や
く
自
ら
の
研
究
を
は
じ
め
た
」

3
g
)
と。

が
一
発
展
し
た
。
モ
し
て
そ
れ
は
、

己
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
叶
，
N
0
5
4
も
ま
た
、
統
計
理
論
臼
対
象
と
し
て
「
社
会
的
集
団
」

を
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が

し
か
し
、
叶
目
白
⑦
く
の
は
あ
い
今
注
白
と
こ
ろ
、
社
会
的
集
団
そ
れ
自
体
に
立
ち
入
ヮ
た
一
般
的
考
察
は
ほ
と
ん
と
み
ら
れ
な
い
。
彼

は
第
三
論
立
に
ふ
お
い
て
も
第
四
論
文
に
沿
い
て
も
、

一
般
統
計
理
論
の
対
象
を
問
題
と
し
て
あ
り
、
経
済
統
計
理
論
の
は
あ
い
は
指
標

概
念
に
か
か
わ
ら
し
め
て
「
指
標
概
念
に
反
映
さ
れ
る
経
済
的
現
実
の
特
質
L
3
2
3
と
規
定
し
て
い
る
が
、

彼
の
一
般
統
計
理

論
白
対
象
規
定
は
、
村
会
経
済
的
諸
部
門
の
特
殊
統
計
理
論
臼
対
象
の
総
括
と
し
て
心
意
味
を
も
つ
に

c
ど
ま
る
。
つ
ま
り
自
然
科
学

的
諸
部
門
の
特
殊
統
計
理
論
の
対
象
(
自
然
的
集
団
〉
と
の
質
的
区
別
に
は
な
ん
ら
論
及
す
る
と
こ
ろ
が
在
い
。
彼
は
以
前
に
は
-
般

方
法
論
の
立
場
に
沿
い

τ、
抽
象
か
ら
具
体
へ
、

一
般
か
ら
特
殊
で
の
方
向
に
沿
い
て
統
計
方
法
の
特
殊
性
主
規
定
し
よ
う
と
し

τ

い
た
が
、
今
阜
、
彼
は
、
逆
心
方
向
を
と
り
、
特
殊
統
計
理
論
白
対
象
か

b
モ
の
総
括
と
し
て
-
般
統
計
理
論
の
対
象
を
問
題
と
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
社
会
的
集
団
」
は
彼
の
ば
あ
い
、
両
方
向
の
結
び
日
に
位
地
し
、
彼
D
理
論
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
さ
を

も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
こ
れ
に
つ
い
て
今
ま
で
の
と
と
ろ
、
立
ち
入
っ
た
意
見
は
ほ
と
ん
ど
の
へ
て
い
た
い
ロ

】

ω
E
E
O同
刊
の
は
あ
い
円
、
社
会
的
集
団
に
つ
い

τの
考
察
は
か
な
り
進
展
を
み
せ
亡
H
る
。
彼
は
モ
の
論
文
「
理
論
統
計
、
統
計
方
法

と
数
字
」
白
凶
「
一
般
統
計
理
論
、
経
済
統
計
論
、
部
門
統
計
論
の
相
互
関
係
」
に
沿
い

τ、
一
般
統
計
理
論
の
主
要
課
題
は
、
統
計

統
計
学
U

社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
伺

第
八
十
六
巻

七

第
有
口
す

主



統
計
学
H
H
社
会
幹
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
山
伺

第
八
十
六
巻

三
三
八

第
五
日
方

五
回

指
楳
概
念
を
作
成
し
、
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
統
計
指
標
は
、
集
同
市
叫
象
の
一
定
の
特
徴
と
そ
の
量
的
出
現
形
態
を
反
映
せ

ね
ば
な
b
ぬ
と
す
る
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
、

「
一
般
統
計
理
論
の
対
象
は
朱
団
的
に
出
現
す
る
現
象
と
過
程
で
あ
る
」
(
叫
笥
3
と
規

定
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、

「
集
団
的
に
出
塊
す
る
現
象
と
過
程
」
と
云
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
自
然
現
象
は
含
ま
れ
ず
、
社

会
的
集
団
現
象
に
限
定
さ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
モ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
一
般
統
計
理
論
は
、
経
済
統
計
と
社
会
経
済
的
部
門
統
計
の
諸
経
験
を
一
般
化
す
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
学
部
の
教
育
で
現

在
採
用
さ
れ
て
い
る
そ
白
内
特
は
、
村
会
経
済
的
部
門
統
計
の
発
展
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
自
然
界
に
治
け
る
集
団
現
象
は
、
社
会

経
済
的
現
象
と
は
本
質
的
に
こ
と
怠
っ
た
紡
殊
た
性
質
と
軒
殊
友
量
的
出
現
形
態
を
も
づ
こ
と
が
多
い
。
自
然
界
に
治
け
る
諸
現
象
を

社
会
に
治
け
る
持
現
象
と
等
植
す
る
こ
と
は
、
科
学
の
発
展
と
統
計
学
の
本
質
に
と
っ
て
有
害
無
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
統
計

理
論
は
社
会
経
済
統
計
斑
論
な

ωで
あ
る
。
社
会
経
済
統
計
理
論
は
、
た
ん
に
社
会
現
象
を
自
然
現
象
か
ら
一
区
別
す
る
だ
け
で
な
く
、

引
会
現
象
の
一
円
止
の
タ
イ
プ
を
他
の
社
会
現
象
か
ら
明
確
に
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば
裁
判
統
制
の
領
域
に
お
け
る
現
象
は
、

人
口
統
計
や
保
健
統
計
心
領
域
に
お
け
る
現
象
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
様
な
ζ

と
は
、
交
通
統
計
の
領
域
の
現
象
に
対
し
て

も
あ
て
は
ま
る
の
で
、
そ
れ
は
農
業
統
計
の
領
域
の
現
象
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
こ
れ
b
す
べ
て
の
諸
現
象
の
量
的
出

現
に
は
、

一
般
統
計
埋
諭
が
一
般
化
し
う
る
と
こ
ろ
の
一
般
的
特
徴
が
あ
る
」

3
当
?
句

3
と
し
て
い
る
。

彼
は
さ
ら
に
、
こ
白
主
張
に
つ
い
て
の
註
で
、

「
わ
れ
わ
れ
が
経
済
高
等
学
校
で
教
え
て
い
る
一
般
統
計
理
論
は
事
実
上
、
社
会
経

済
統
計
の
一
放
理
論
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
か
ら
と
云
っ
て
、
白
然
札
山
梨
の
研
究
に
際
し
て
統
計
的
形
態
白
帰
納
法
と
前

裡
法
を
適
用
し
え
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
全
く
そ
の
反
対
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
界
に
沿
け
る
集
団
汎
象
の
貴
的
出
現
の
諸

形
態
と
そ
の
生
起
す
る
諸
条
件
は
、
社
会
の
そ
れ
と
本
質
的
に
異
る
ば
あ
い
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
社
会
経
済
統
計
り
一
般
理
論
が
、



生
物
統
計
や
天
女
統
計
等
々
の
諸
経
険
金
一
般
化
す
る
こ
と
は
、
正
し
く
も
な
い
し
、
ま
た
、
必
要
で
も
た
い
」
ハ
山
田
寸
C

と
し
て
い

る

FEr-o同
の
主
娠
は
以
上
の
か
ぎ
り
、

結
局
は
現
行
白
教
授
科
目
と
し
て
の
一
般
統
計
理
論
は
科
会
的
集
団
現
象
主
対
象
と
し
て

い
る
と
い
う
と
と
に
尽
き
、
そ
の
社
会
的
集
団
現
象
は
自
然
的
集
団
現
象
L
L

多
く
の
ば
あ
い
本
質
的
た
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指

摘
す
る
に
と
ど
ま
り
、
社
会
的
集
団
現
象
ー
に
一
自
然
的
集
団
現
象
の
差
異
の
内
容
的
な
本
質
的
規
定
に
は
立
ち
入
っ
て
い
左
い
。

H
m
w
ロ凶

}
口
。
同
は
、
生
物
統
計
干
天
文
統
計
白
経
験
山
一
般
化
主
、

社
会
経
済
統
計
理
論
が
行
う
の
は
正
し
く
も
た
い
し
必
要
で
も
な
い
と
い

う
が
、
も
ち
ろ
ん
社
会
経
済
統
計
理
論
そ
の
も
の
と
同
一
平
面
で
の
、
ミ
ソ
・
グ
ソ
令
計
的
な
一
般
化
は
無
意
味
で
あ
る
が
、
実
験
動

物
集
団
中
天
体
集
団
等
々
の
一
自
然
的
集
聞
と
社
会
的
集
団
と
の
木
質
的
諸
規
定
の
差
異
が
具
体
的
に
明
か
托
さ
れ
て
こ
そ
、
社
会
経
済

統
計
理
論
の
一
般
理
論
的
基
礎
は
、
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
る
、
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。

五

経
済
的
集
団
に
対
し
て

叶

2
2ぐ
と
守
口
m

待
問
。
同
は
結
局
r
b
い
て
一
般
統
計
理
論
の
対
象
を
社
会
的
集
団
現
象
と
規
定
す
る
が
、
ぞ
れ
か
ら
当
然
に
、
一
目

業
の
上
で
は
経
済
統
計
理
論
の
対
象
は
経
済
的
集
団
現
象
と
い
う
己
と
に
な
る
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
現
実
の
社
会

的
集
団
現
象
モ
の
も
の
の
諸
規
定
が
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
く
、
統
計
学
に
治
け
る
社
会
的
集
団
現
象
の
一
般
的
諸
規
定
は
、
そ
の
現

実
の
社
会
集
団
現
象
D

W
か
な
る
側
面
を
放
棄
し
、
い
か
な
る
側
面
を
残
額
せ
し
め
て
い
る
か
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
白
で
な
い
。
例

え
は
統
計
学
で
白
モ
れ
が
、
討
会
学
で
問
題
と
す
る
社
会
的
集
団
と
、
い
か
な
る
側
同
で
ど
の
よ
う
に
交
錯
し
て
い

L
か
、
等
の
諸
点

も
ほ
と
ん
ど
明
か
に
さ
れ
て
い
た
い
。
こ
の
よ
う
た
一
般
的
諸
規
定
白
あ
い
ま
い
古
田
中
に
あ
っ
て
、
経
済
的
集
団
現
象
の
特
質
、
形

統
計
学
リ
社
会
科
学
的
認
融
手
段
論
の
問
題
点
伺

第
八
十
ハ
溢

九

第
五
号

五
五



統
計
学
H
ぃ
討
会
科
学
的
一
認
識
手
段
諭
の
問
題
ー
点
伺

第
八
十
六
巻

四
υ 

節
T

礼り

五
六

態
、
意
義
タ
一
挙
に
明
か
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
無
理
な
企
て
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
が
と
に
か
く
、
叶
自
ロ
ヨ
ト
『
富
山
片
目
同
は
い
ち

お
う
は
経
済
的
集
団
現
象
に
つ
い

τ言
及
し
て
い
る
。
以
下
そ
れ
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
れ
が
い
か
に
抽
象
論
議
の
域
を
脱
し
え

τい
ぬ
か
か
確
か
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

叶，

NOP2
は
彼
の
第
四
論
文
「
統
計
理
論
研
究
刈
象
と
形
式
主
義
白
克
服
」
に
治
い
て
、
統
計
的
研
究
様
式
が
理
論
的
経
済
諸
科

学
の
領
域
に
導
入
さ
れ
℃
、
特
殊
統
計
諸
学
科
、
た
と
え
ば
工
業
統
計
論
、
農
業
統
計
論
、
等
が
成
立
す
る
、
と
い
う
。
モ
し
て
「
モ

れ
b
D諸
科
学
は
、
経
済
諸
科
学
心
統
計
化
過
程
を
援
助
し
、
部
分
的
に
は
自
ら
も
統
計
化
過
程
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

統
計
実
務
と
他
方
の
理
論
的
経
済
諸
科
学
と
を
楳
介
す
る
歴
史
的
課
題
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
経
済
諸
科
学
の
概
念
が
、
経
済
的
集

問
現
象
の
把
握
K
適
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
友
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
特
殊
理
論
統
計
学
の
内
容
は
、
対
象
的
た
経
済
諸
科
学
へ
編
入
さ
れ

て
ゆ
〈
」
(
凹
お
〕
と
述
べ
て
い
る
。

次
い
で
被
は
枯
殊
経
済
統
計
論
臼
対
象
と
方
法
に
つ
い
て
「
こ
の
こ
と
か
ら
当
然
に
ヰ
一
ず
る
結
論
は
、
特
殊
経
済
統
計
諭
は
対
応
す

一
方
の

る
経
済
諸
科
学
と
同
一
の
対
象
を
研
究
す
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
し
て
モ
れ
b
は
ま
た
、
同
一
色
認
識
方
法
を
、
つ
ま
り
、
モ
れ

ぞ
れ
の
ば
あ
い
に
、

統
計
化
さ
れ
た
経
済
的
概
念
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
を
目
ざ
す
帰
納
的
認
識
白
方
法
を
使
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

L

2

∞
由
)
と
述
べ
て
い
る
。
叶

N
8
2
山
ば
あ
い
、
特
殊
経
済
統
計
論
も
経
済
商
科
学
も
、

同
じ
く
経
済
的
集
団
現
象
を
研
究
対
象
と
す
る

わ
け
で
あ
る
が
、
前
者
は
後
者
の
統
計
化
過
程
(
理
論
的
概
念
の
統
計
化
と
は
統
計
指
標
概
念
の
設
定
主
意
味
し
、
必
ず
し
も
統
計
指

標
定
式
の
確
定
ま
で
を
意
味
し
た
い
)
の
援
助
を
行
う
漸
定
的
た
部
門
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
。
し
か
し
、
モ
の
よ
う
に
み
た
か
ら
と
云

っ
て
、
特
殊
経
済
統
計
論
は
い
か
な
る
形
態
の
経
済
的
集
団
現
象
を
問
題
と
し
、
ま
た
、
そ
白
経
済
的
集
団
現
象
の
い
か
た
る
側
面
を

放
棄
し
、
い
か
怠
る
側
面
を
と
り
あ
げ
て
い
る
か
を
明
確
に
す
る
課
題
か
ら
ま
ぬ
が
れ
う
る
も
白
で
は
な
い
。
し
か
る
に
こ
臼
問
題
は
、



J

司
自
ロ
⑦
寸
に
お
い

τ
は
ほ
と
ん
ど
論
及
さ
れ

τ
い
た
い

』

E釦口呂υH

た
め
に
は
、
理
論
統
計
諸
学
科
の
対
象
と
方
法
を
正
確
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る

2
2
F
邦
訳
一

b
頁
)
と
強
調
す
る
が
、
彼
は
た
び

た
び
経
済
統
計
学
の
研
究
対
象
を
「
経
済
的
現
実
」

不
可
欠
の
も
の
と
せ
ぬ
か
の
ご
と
き
表
現
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
ス
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
ヤ
ノ
フ
の
統
計
理
論
の
対
象
の
定
式
化
を
不
正

(
。
兵
。
ロ
。
日
E
O
F
o
当
庄
内
ロ
口
E
S
Z
)

と
規
定
し
、

必
ず
し
も
「
集
団
概
念
」
を

艇
で
不
充
分
と
批
判
し
た
後
の
、
彼
D
定
式
化
は
次
の
ご
と
く
な
っ
て
い
る
。
す
た
わ
ち
「
社
会
主
識
的
経
済
統
計
学
の
対
象
位
、
社

会
主
義
的
拡
大
再
生
産
の
具
体
的
・
集
団
的
た
調
程
と
現
象
治
よ
び
合
法
則
性
で
あ
る
。
実
践
と
し
て
の
そ
の
主
要
課
題
は
、
己
れ

b

の
現
象
と
過
程
を
、
統
計
指
標
概
念
と
統
計
方
法
を
科
学
的
に
適
刑
し
て
、
具
体
酌
・
数
字
削
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る

υ

」

q
E∞、邦

訳
昆

i
い
回
頁
)
と
。

E
s
r居
間
に
よ
れ
ば
、

経
済
統
計
学
の
研
究
対
象
は
、

具
体
的
・
集
匠
舵
た
経
抑
制
現
象
と
経
済
過
程

(
E
u
r
H
Z
O
H
r
E日
開
口

E
R
2
0
0
]
E
D
S自
国
o
F
S
同
吋

m
n
F
Eロ
戸
ロ
問
。
ロ
ロ
ロ
且
可
円
ONommO)
で
あ
る
。

彼
は
さ
ら
に
、
そ
の
量
的
側
面
が
統
計
学
に
と
っ
て
放

棄
し
え
た
い
側
同
で
あ
る
こ
と
を
述
ペ
る
。

す
た
わ
ち
、

「
経
済
統
計
学
白
浪
論
は
、

科
学
的
に
京
礎
づ
け
ら
れ
た
統
計
指
標
を
作

る
た
め
に
、
集
団
的
在
、
具
体
的
に
存
在
す
る
経
済
現
象
乙
経
済
過
程
を
研
究
す
る
。
経
済
統
計
学
D
理
論
は
、
と
れ

b
の
現
象
干
過

程
が
量
的
に
あ
b
わ
れ
る
具
体
的
形
態
と
の
関
連
に
治
い
て
、
そ
れ
ら
の
現
象
ギ
過
程
は
、
絶
対
数
、
比
例
数
、
平
均
値
、
指
数
、
相

関
係
数
、
等
臼
形
で
表
現
さ
れ
ろ
る
。
そ
れ
ら
は
、
経
済
的
た
現
象
L

し
過
梓
の
大
き
き
と
韻
的
関
係
の
客
観
的
に
存
在
す
る
諸
形
態
に

沿
い

τ表
現
さ
れ
る
。
」

(
印
官
。
邦
訳
一
九
頁
〉
と
。
モ
し
て
結
局
は
「
経
済
統
計
理
論
白
主
要
内
容
八
回
E
Z
F
r
M
L
H
)
は
統
計
出
標

(
ω
E
C
E
E
n
z
o
問。ロロ
NO問
。
口
】
)
で
あ
る
」

(ω

四
日
。
邦
訳

九
百
)
と
い
う
己
と
に
な
っ
て
、
問
題
は
指
標
概
念
に
移
る
。

モ
し
て
、

統
計
学
U

社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
付

第
八
十
六
巻

四

第
五
号

五
じ



統
司
学
l
社
会
科
学
的
認
識
手
段
諭
の
問
題
点
仲

第
八
卜
六
巻

四

第
五
日
す

五
f、

対
象
た
る
経
済
的
集
団
現
象
そ
む
も
の
は
、
そ
の
重
要
志
一
設
を
強
調
さ
れ
る
が
、
立
ち
入
っ
た
理
論
的
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
ず
に
終
っ

て
い
る
。

む

す

む《

特
殊
統
計
理
論
の
将
来
性
に
つ
W
て
差
異
は

あ
る
が
、
そ
の
他
白
点
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
モ
乙
で
両
者
D
見
解
を
契
約
し
、
そ
れ
に
刻
す
る
回
目
可
ロ
包

D
批
判

と
、
「
統
計
実
務
」
誌
編
集
部
の
間
的
耳
目
包
に
対
す
る
反
批
判
を
み
、
私
見
主
附
加
し
℃
む
す
び
と
す
ゐ
。

経
済
統
計
理
論
白
対
象
と
内
容
K
か
ん
す
る
寸
B
5
4
と
し
『
包
mwr日
開
の
見
解
は
、

叫，
N
O
ロO
A
刊
は
、
す
で
に
白
ベ
た
ご
と
く
、

学
を
主
張
し
て
い
た
が
、

一
九
五

O
年
前
後
の
第
一
治
上
び
第
二
論
文
に
沿
い
て
は
、
統
計
方
法
論
と
し
て
の
統
計

一
九
五
包
午
の
第
三
お
よ
び
第
四
論
文
で
は
帰
納
科
学
と
し
て
の
一
般
統
計
理
論
を
主
張
す
る

r
至
っ
た
。

彼
の
主
張
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、

一
般
統
計
理
論
は
基
礎
た
る
経
済
諸
科
学
の
成
熟
に
よ
っ
て
変
化
は
う
け
ぬ
が
、
特
殊
統
計
理
論
の
↑

現
諭
部
分
は
、
経
済
学
の
成
熟
児
と
も
な
い
経
済
学
に
次
第
に
吸
収
さ
れ
る
、
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
白
特
殊
統
計
現
諭
の
暫
定
的
主

性
格
に
つ
い
て
の
考
え
方

K
F
E
E
o同
は
反
対
す
る
が
、
モ
の
他
の
一
考
え
は
大
体
に
お
い
て

E
E昨
日
叫
に
継
浪
さ
れ
て
い
る
。
問
《

こ
で
以
下
、
主
と
し
て

F
B
E
o同
白
経
済
学
と
経
済
統
計
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
を
み
る
こ
と

K
す
る
。

』
自
国
}
口
⑦
同
に
よ
れ
ば
、

「
経
済
学
と
経
済
統
計
学
は
、
経
済
的
現
実
を
研
究
対
象
と
す
る
が
、

こ
の
現
実
を
ち
が
っ
た
側
面
か
ら

研
究
す
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
「
経
済
学
は
社
会
的
生
産
関
係
、
す
な
わ
ち
、
人
聞
の
経
済
的
諮
闘
係
の
発
展
を
研
究
す
る
。
経
済
学

は
人
聞
社
会
心
物
質
的
財
貨
白
生
l

躍
と
分
配
を
支
配
す
る
諸
法
則
を
研
究
す
る
。
」

こ
れ

r対
L
て
「
経
済
統
計
理
論
は
、
集
団
的
な

経
済
現
象
過
程
を
研
究
す
る
。
も
ち
ろ
ん
毛
れ
は
、
そ
の
特
殊
な
課
題
に
応
じ
て
、
そ
の
数
量
的
・
集
団
的
出
現
の
具
体
的
形
態
と
の



関
連
に
沿
い
て
研
究
す
る
。
こ
の
研
究
心
課
題
は
、
具
体
的
、
集
団
的
な
経
鳩
山
現
象
過
程
を
把
握
研
究
し
う
る
と
こ
ろ

ω、
理
論
的
経

済
統
計
的
な
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
指
標
の
休
系
を
誘
導
し
、
基
従
づ
け
、
組
立
て
る
己
と
で
あ
る
。
」

(

印

白

日
N

邦
訳
二
心
頁
)

と

主

張
す
る
。

こ
白
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
同
印
司
自
己
は
、
統
計
珂
一
論
の
内
容
を
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
指
標
と
い
う
よ
う
な
「
現
実
反
映
の

た
め
白
手
段
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
正
し
く
た
い
、
統
計
学
の
課
題
は
指
標
概
念
を
研
究
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
引

実
の
事
実
を
研
究
す
る
己
と
に
あ
る
、
と
反
対
す
る
。

こ
の
同
日
号
ロ
包
ー
の
い
う
と
こ
ろ
に
す
こ
し
く
立
ち
入
っ
て
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
次
の
ご
と
〈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、

一
九
五
四
年
の
ソ
ヴ
エ
ト
統
計
学
論
争
の
オ
ス
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
ヤ
ノ
フ
総
括
に
は
直

ち
に
受
け
入
れ
に
く
い
二
三
の
定
式
化
が
あ
る
、
と
い
う
。
モ
の
中
で
も
、
統
計
学
を
「
社
会
的
集
団
現
象
の
量
的
側
面
」
を
研
究
す

る
学
問
だ

-r
す
る
定
式
化
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
統
計
学
者
の
一
聞
に
広
ま
っ

τ
い
る
俗
見
と
区
別
し
え
友
い
も
の
だ
、
と
主
張
す
る
。
そ
し

て
問
自
白
山
由
は
守
口
品
目
聞
が
統
計
学
心
特
殊
性
士
単
な
る
口
出
的
研
究
に
限
定
し
な
い
点
に
賛
意
主
表
刀
し
て
い
る
が
、

彼
は
、

H
S鳥
居
間
が
統
計
学
を
帰
納
哲
学
に
還
元
し
て
hv
る
己
と
に
一
以
対
す
る
。
日
可
ロ
包
の
主
張
に
上
れ
ば
、
経
済
学
は
理
論
的
概
念
と
坦

論
的
定
式
に
よ
っ
て
経
済
法
則
を
研
究
す
る
に
対
し
、
統
計
学
は
経
験
的
概
念
と
経
験
的
定
式
に
よ
っ

τ経
済
事
実
を
研
究
す
る
も
の

で
あ
る
、
〔
ω
巴
円
∞
む
と
い
う
。
と
こ
ろ
が

F
E
E
O聞
は
↓

N
8
2
と
同
様
に
、
経
済
統
計
埋
論
の
内
界
を
「
概
ゑ
と
指
標
」
に
還

元
し
、
統
計
学
の
対
象
か
hJ
、

「
具
体
的
反
映
の
た
め
の
手
段
」
だ
け
を
残
留
宵
ぜ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
統
計
資
料
の
中
に
一
市
古
れ
る

客
観
的
現
実
白
休
の
反
映
で
は
友
く
、
反
映
の
た
め
の
「
手
段
」
だ
け
を
、
残
留
吉
吐

τ
H
る
、
モ
れ
は
結
局
、
統
計
学
H

認
識
手
段

論
で
あ
る
、
と
印
可

E
E
は
叶
，

E
ロ
2
H
m出凶
E
o問
を
批
判
す
る
。

印
可
口
包
の
こ
の
よ
う
た
批
判
に
対
し
、

「
統
計
実
務
」
誌
編
集
部
は
「
印
母
国
防
白
氏
の
い
か
さ
ま
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
反
批
判
を
お

統
計
学
リ
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
付

第
八
十
ハ
巻

四

第
五
号

五
九



統
引
学
H
H
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
の
問
題
点
付

第
八
十
六
巻

凹

凹

第
ず
れ
号

C 

と
在
っ
た
。
そ
わ
に
よ
れ
ば
印
可
ロ
包
の
主
張
に
は
三
つ
白
ト
リ
ッ
グ
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

第
一
の
ト
リ
ッ
ク
は
、
一
九
五
四
年
の
モ
ス
コ

1
会
議
の
結
論
に
基
づ
い
て
、
統
計
学
を
事
実
研
究
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
も
と
も
と
事
実
研
究
を
せ
ぬ
科
学
な

rあ
り
え
た
い
己
と
で
、
個
々
の
科
学
か

b
事
実
研
究
を
引
聖
断
す
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、

印
可
口
急
は
オ
ス
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
ヤ
ノ
フ
白
定
義
か
b
、
都
合
白
H
h
v
表
況
を
勝
手
に
と
り
出
し
亡
、

モ
れ
に
よ
っ
て
ソ
ヴ
ヱ
ト
白
定
義

の
7

ル
ク
ス
・

v
l
一
一
ン
主
義
的
内
奔
を
改
変
し
て
い
る
、
と
悼
う
の
で
あ
る
。

第
二
の
ト
リ
ッ
ク
は
、
統
計
の
一
領
域
ほ
γ
し
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
伝
統
が
根
づ
よ
く
残
っ
て
い
る
領
域
は
な
い
、
と
は
じ
め
に
述
べ
て
沿
い

4

し
、
印
円
自
主
の
主
張
に
合
わ
ぬ
も
の
を
す
べ
て
:
フ
ル
ジ
ョ
ア
的
伝
統
を
も
っ
見
解
と
い
う
こ
と
に
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
日
目
包

は
実
際
的
統
計
附
研
究
と
統
計
学
の
理
論
内
容
と
を
混
同
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
只
主
義
の
論
理
に
あ
っ
て
も
、
狸
諭
と
し
て
の
科
学
は
、

一
定
日
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
相
互
関
係
お
よ
び
合
法
則
件
を
内
容
と
す
る
。
統
計
学
も
事
態
は
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
客

観
的
に
存
荘
す
あ
社
会
生
活
の
現
象
と
過
程
を
反
映
す
る
。
己
の
理
が
印
可
ロ
包
に
は
わ
か
ヮ
て
い
社
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

内
界
的
に
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、

編
集
部
は
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

す
た
わ
ち
、

誤
解
の
余
地
の
友
い
ほ
ど
明
か
に
、

守
口
浜
町
聞
は
統
計
学
白
対
象
は
経
済
的
現
実
の
具
体
的
た
現
象
・
過
程
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
そ
の
出
現
の
量
的
諸
形
態
と
不
可
分
に

考
察
さ
れ
ね
ば
友
b
ぬ
、
と
書
い
て
い
る
の
に
、
印
可
思
品
は
、

E
E
E。
止
が
統
計
学
の
対
象
は
客
観
的
現
実
で
は
な
く
、
指
標
と
概

念
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
上
う
に
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
印
可
ロ
釦
己
の
誤
り
で
あ
る
、
と
。

ま
た
、

E
E
E
o同
は
統
計
学
で
の
帰

納
と
訪
畑
梓
に
弁
証
法
を
適
崩
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
強
調
し
て
い
る
の
に
、
彼
が
弁
証
法
を
無
視
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
印
可
宮
山
は
書
い

て
い
る
が
、
己
れ
も

2
5包
の
誤
り
で
あ
る
、
と
、
守
口
凶
庁
。
同
を
擁
護
し
て
い
る
。

第
三
の
ト
リ
ッ
ク
は
、
日
吉
区
は
、
統
計
学
の
対
象
が
一
f
l
ず
で
あ
る
と
戸
高
に
語
り
在
が
ら
、

統
計
学
の
対
象
自
体
主
具
体
的



に
定
義
す
る
近
か
ら
う
ま

w
具
合
に
そ
れ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
彼
は
も
ち
ろ
ん
、
統
計
学
は
事
実
研
究
汗
と
主
長
ず
る
が
、
肝
論
体

系
と
し
て
の
統
計
学
ハ
問
。
E
H
V
ぽ

岡

山

E
昨日
H

持
)
の
存
在
を
訟
め
な
い
。
彼
は
「
統
計
科
学
い

(ω
片
山
片

5
5
n
Z
J司
H

回
目
。
宮
町
け
)
と
い
う

言
葉
と
「
統
計
理
論
」
(
↓
r
2
2
n
己
2
凹

g
t
m
t
r
)
と
い
う
言
葉
を
カ
ヅ
コ
づ
き
で
用
悼
、
こ
れ

b
m
諸
概
念
は
彼
に
と
っ
て
は
、
ひ

と
つ
心
フ
ィ
グ
ジ
ョ
ソ
に
ナ
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
。

モ
し
て
結
局
、
日
日
誌
は
統
計
学
を
事
実
研
究
の
方
法

と
し
、
ま
た
モ
う
呼
ん
で
、
実
は
は
じ
め
か

b
統
計
学
の
対
象
に
つ
い
て
の
論
議
の
道
を
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
印
可
自
己
は
統
計
学
H

方
法
論
者
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
統
計
実
務
」
誌
編
集
部
の
開
印
可

E
ロ
に
対
す
る
反
批
判
の
要
点
で
あ
る
が
、
最
後
に
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る

た
論
議
で
は
た
く
、

「
空
虚

」
歩
前
進
を
刊
'
」
に
よ
っ

τ、
一
九
五
四
年
の
モ
月
ヲ

l
統
計
会
議
の
結
論
に
対
す
る
「
統
剖
実
務
L

誌
編
集
部

の
態
度
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
次
の
ご
と
く
の
べ
て
い
る
。

「
統
計
家
は
、
理
論
家
も
実
務
家
も
、
白

b
の
仕
事
を
前
進
さ
せ
改
良
し
よ
う
と
の
ぞ
む
な
ら
ば
、
そ
ス
コ

1
会
議
で
与
え
ら
れ
た

定
義
に
基
づ
い
て
活
動
し
、
こ
白
定
義
を
さ
ら
に
発
展
吉
古
具
体
化
す
る
こ
と
を
課
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

印
HE包
が
代
表
す
る

よ
う
な
邪
見
の
宣
伝
は
、
理
論
と
実
践
の
い
っ
そ
う
の
発
展
に
と
っ
て
否
定
的
に
作
加
す
る
だ
け
で
あ
る
。
統
計
学
が
実
質
科
学
で
あ

る
と
い
う
事
実
士
一
合
認
す
る
こ
と
は
、
統
計
実
務
か
ら
そ
白
基
礎
を
う
ば
い
、
統
計
実
務
を
単
な
る
経
験
主
義
と
形
式
主
義
の
道
へ
追

い
や
る
こ
と
で
あ
る
。
」
包
町
田
)
と
。

「
統
計
実
務
」
誌
編
集
部
は
以
上
白
ご
と
く
捉
え
て
い
る
が
、
わ
た

く
し
は
統
計
学
H

実
質
科
学
説
の
絶
対
化
に
は
組
し
え
な
い
。
オ
ス
T

ロ
ヴ
ィ
ず
ヤ
ノ
フ
総
括
が
、
社
会
主
義
統
計
児
論
の
発
展
に
と

統
計
家
出
理
論
的
お
よ
び
実
際
的
活
動
む
出
発
点
と
課
題
主
、

ヮ

τさ
わ
め
て
重
要
な
起
点
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
れ
を
直
ち
に
統
計
学

u
実
質
科
学
説
と
定
式
化
し
う
る
か
否
か
、
論
議
は

統
計
学
1
社
会
科
学
的
認
識
手
段
論
自
問
踊
点
伺

第

λ
十
六
巻

三
四
五

第
止
ロ
乃
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