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さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

　
　
　
～
…
確
率
論
の
応
用
の
正
当
化
と
科
学
的
経
験
の
超
越
論
性
1

出
　
口
　
康
　
夫

一
　
は
じ
め
に

　
確
率
論
（
け
げ
①
O
弓
く
　
O
｛
　
℃
『
○
ぴ
鋤
σ
＝
沸
け
《
）
は
、
今
日
、
科
学
の
広
い
分
野
で
用
い
ら
れ
て
い
る
数
学
の
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
統
計
力
学

や
量
子
力
学
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
し
、
ま
た
統
計
学
の
基
礎
と
な
る
こ
と
で
、
数
理
科
学
全
般
に
対
し
て
、
実
験
・

観
察
・
調
査
の
方
法
論
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
数
理
科
学
と
は
、
物
理
学
・
化
学
・
生
物
学
な
ど
の
自
然
科
学
や
、
経
済
学
・
社

会
学
・
心
理
学
な
ど
の
社
会
科
学
、
さ
ら
に
は
歴
史
学
・
古
文
書
学
な
ど
の
入
文
科
学
を
も
含
ん
で
、
領
域
横
断
的
に
成
立
し
て
い
る
学
問

分
野
で
あ
る
。
数
理
科
学
で
は
、
現
実
の
対
象
の
何
ら
か
の
数
最
的
な
性
質
を
実
際
に
測
定
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
仮
説
を
経
験

的
に
検
証
す
る
と
い
う
作
業
が
重
要
な
位
躍
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
検
証
作
業
に
お
い
て
は
、
確
率
論
的
な
統
計
学
に
お
け
る
統
計

的
仮
説
検
定
（
冨
簿
ω
o
h
ω
凶
ひ
q
三
h
圃
8
二
〇
〇
）
が
標
準
的
な
方
法
と
し
て
採
罵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
確
率
論
が
浸
透
し
て
い
る
の
は
、
数
理
科
学
の
諸
分
野
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ろ

い
ろ
な
形
で
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
も
入
り
こ
ん
で
い
る
。
保
険
綱
度
、
工
業
製
品
の
品
質
管
理
、
気
象
予
報
、
世
論
調
査
、
治
療
の

選
択
、
各
種
の
統
計
に
も
と
つ
く
経
済
・
社
会
・
環
境
政
策
の
策
定
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
浸
透
の
ほ
ん
の
｝
例
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
森
羅
万
象
と
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
、
広
範
囲
の
対
象
へ
の
確
率
論
の
応
用
を
前
に
し
て
、
本
論
で
は
ま
ず
、



「
そ
も
そ
も
、
確
率
論
を
現
実
の
対
象
へ
適
用
す
る
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
か
」
、
「
あ
る
対
象
が
、
確
率
論
に
よ
っ
て
記
述
・
分
析
さ
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
」
を
間
う
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
一
口
に
確
率
と
言
っ
て
も
、
そ
の
数
学
的
定
式
化
や
解
釈
を
巡
っ
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
数
学
的
定
式

化
に
関
し
て
は
、
確
率
を
、
集
合
に
実
数
を
与
え
る
関
数
で
あ
る
測
度
（
一
出
Φ
鋤
ω
¢
吋
Φ
）
の
一
種
と
し
て
定
義
す
る
測
度
論
的
確
率
論
が
、
科

学
に
お
い
て
広
く
定
着
し
、
事
実
上
の
標
準
理
論
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
確
率
解
釈
と
し
て
は
、
確
率
を
、
「
命
題
間
の
（
演
繹
関
係
の

拡
張
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
確
証
関
係
の
度
合
い
」
と
解
釈
す
る
論
理
説
、
「
相
対
頻
度
の
極
限
値
」
と
見
な
す
頻
度
説
、
さ
ら
に
は
「
個
人

の
信
念
の
度
合
い
」
と
す
る
主
観
説
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
う
ち
、
測
度
論
的
確
率
の
解
釈
と
し
て
提
案
さ
れ

て
い
る
の
は
、
頻
度
説
と
主
観
説
で
あ
る
が
、
こ
と
に
頻
度
説
は
、
科
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
や
日
常
生
活
の
多
様
な
側
面
へ
の
浸
透
と
い

う
点
で
は
主
流
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
頻
度
解
釈
を
施
さ
れ
た
測
度
論
的
確
率
論
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
は
、
抽
象
的
な
数
学
理
論
一
般
の
経
験
的
現
実
へ
の
適
用
の
平
凡
な
一
例
と

見
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
従
来
多
か
っ
た
（
9
U
o
o
び
し
㊤
♂
）
。
そ
れ
に
対
し
て
本
論
は
、
特
に
確
率
論
の
適
用
の
正
当
化
に
関
し
て
、
こ
れ

ま
で
晃
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
い
く
つ
か
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　
そ
の
上
で
、
本
論
で
は
最
後
に
「
そ
れ
ら
の
特
異
性
が
、
い
か
な
る
哲
学
的
含
意
を
持
つ
の
か
」
を
問
う
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
注
目
さ

れ
る
の
は
、
統
計
的
仮
説
検
定
に
お
け
る
確
率
論
の
応
用
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
確
率
論
に
も
と
つ
く
仮
説
検
定
は
、
数
理
科
学

に
お
け
る
仮
説
の
、
経
験
に
照
ら
し
た
証
拠
立
て
、
な
い
し
は
端
的
に
言
っ
て
、
「
科
学
に
お
け
る
経
験
」
の
方
法
論
的
枠
組
み
を
な
し
て

い
る
。
科
学
に
お
け
る
経
験
は
、
仮
説
の
検
証
作
業
に
対
し
て
確
率
論
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
そ
の
適
用
の
正
当
化
に
ま
つ
わ
る
特
異
性
は
、
科
学
的
経
験
を
可
能
と
す
る
こ
の
理
論
的
枠
組
み
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
少
な
か

ら
ぬ
含
意
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
「
科
学
的
経
験
の
超
越
論
性
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
い
く
つ
か
の
含
意
の

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

四
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摘
出
を
試
み
た
い
。二

　
測
度
論
的
公
理
系

　
測
度
と
は
何
か

　
以
下
で
は
簡
単
に
、
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
（
麟
○
一
質
ρ
O
σ
q
O
門
O
〈
▽
一
〇
ω
ω
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
確
率
論
の
測
度
論
的
公
理
体
系
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
測
度
と
は
何
か
。
測
度
と
は
、
線
分
の
長
さ
・
平
面
図
形
の
面
積
・
立
体
の
体
積
と
い
っ
た
幾
何
学
量
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
る
。
一

九
世
紀
に
お
け
る
幾
何
学
や
微
積
分
学
の
発
展
に
と
も
な
い
、
幾
何
学
量
は
、
「
集
合
に
与
え
ら
れ
た
実
数
値
し
と
し
て
　
般
化
・
抽
象
化

さ
れ
、
そ
の
実
数
値
を
与
え
る
関
数
と
し
て
「
測
度
」
が
導
入
さ
れ
た
。
測
度
概
念
の
一
般
化
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
進
み
、
最
終
的
に
、
ボ

レ
ル
や
ル
ベ
ー
グ
に
よ
っ
て
、
「
シ
グ
マ
集
合
S
に
対
し
て
0
以
上
の
実
数
値
を
与
え
る
可
算
加
法
的
関
数
偏
と
し
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
シ
グ
マ
集
合
と
は
、
な
ん
ら
の
位
相
も
設
定
さ
れ
て
い
な
い
抽
象
空
間
9
の
、
あ
る
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
部
分

集
合
と
し
て
導
入
さ
れ
る
集
合
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
抽
象
空
闘
は
標
本
空
間
（
鶏
導
竃
Φ
ω
℃
霧
Φ
）
、
そ
の
要
素
は
標
本
点
（
紹
影
見
Φ

℃
○
鐸
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
ば
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
定
の
標
本
空
間
9
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
シ
グ
マ
集
合
を
要
素
と
す
る
集
合
族
は
、
シ

グ
マ
集
合
族
Σ
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
シ
グ
マ
集
合
族
は
、
ρ
自
体
を
も
含
み
、
補
集
合
を
与
え
た
り
・
集
合
の
和
を
と
っ
た
り
・
集
合
の
交

わ
り
を
と
る
と
い
っ
た
、
集
合
に
た
い
す
る
基
本
的
な
操
作
の
無
限
回
の
適
用
に
関
し
て
閉
じ
て
い
る
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

可
算
無
限
飼
の
集
合
9
（
播
乙
の
各
々
が
、
あ
る
シ
グ
マ
集
合
族
に
属
し
て
い
る
場
舎
、
そ
れ
ら
の
無
限
和
集
合
⊂
野
鯵
も
ま
た
、
そ

の
シ
グ
マ
集
合
族
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
グ
マ
集
合
族
の
例
と
し
て
は
、
標
本
空
間
9
の
可
能
な
す
べ
て
の
部
分
集
合
か
ら
な
る
集

合
で
あ
る
ベ
キ
集
合
や
、
9
と
空
集
合
φ
だ
け
か
ら
な
る
集
合
｛
3
b
｝
な
ど
が
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
シ
グ
マ
集
合
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
満
た
し
つ
つ
、
0
か
ら
最
大
で
正
の
無
限
大
○
○
ま
で
の
正
の
実
数
値

を
与
え
る
関
数
を
測
度
μ
と
よ
ぶ
。
測
度
が
満
た
す
べ
き
条
件
の
一
つ
に
加
法
性
（
9
壼
三
く
ξ
）
が
あ
る
。
い
ま
、
互
い
に
共
通
の
要
素



を
持
た
な
い
二
つ
の
シ
グ
マ
集
合
9
”
9
が
あ
り
、
そ
れ
ら
各
々
に
対
す
る
一
定
の
測
度
の
関
数
値
を
、
そ
れ
ぞ
れ
交
（
9
γ
真
9
）
と
す

る
と
、
両
者
の
和
集
合
9
⊂
の
N
に
対
す
る
測
度
真
9
⊂
9
）
が
な
（
9
）
＋
緊
（
の
N
）
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
い
う
加
法
性
で
あ
る
。
な
お
、

有
限
個
の
シ
グ
マ
集
合
の
問
に
成
り
立
つ
加
法
性
は
「
有
限
加
法
性
」
、
可
算
無
限
個
の
シ
グ
マ
集
合
の
問
に
成
り
立
つ
そ
れ
は
「
可
算
加

法
性
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
測
度
は
、
こ
の
加
法
性
以
外
に
も
、
空
集
合
に
は
0
を
与
え
る
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
確
率
灘
度

　
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
は
、
確
率
を
9
に
一
を
与
え
る
測
度
、
す
な
わ
ち
確
率
測
度
（
買
。
ぴ
9
ぴ
尊
信
ヨ
＄
ω
霞
Φ
）
と
し
て
定
義
し
た
。
ち
な
み
に
、

標
本
空
間
9
に
有
限
の
実
数
値
を
与
え
る
測
度
は
有
限
測
度
と
呼
ば
れ
る
。
測
度
論
的
確
率
論
に
お
け
る
確
率
と
は
、
交
（
b
）
灘
｝
で
あ
る

よ
う
な
、
一
種
の
可
算
加
法
的
有
限
測
度
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
体
系
に
お
け
る
確
率
測
度
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
公

理
に
よ
っ
て
文
脈
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
1
）
　
任
意
の
シ
グ
マ
集
合
S
に
対
し
て
、
O
臥
℃
（
⑦
）
肱
H
が
成
り
立
つ
。

　
　
（
2
）
　
、
（
b
）
巨
H
。

　
　
（
3
）
　
可
算
無
限
個
の
、
互
い
に
共
通
の
要
素
を
持
た
な
い
シ
グ
マ
集
合
9
（
焼
①
乙
に
対
し
て
、
㌔
（
⊂
r
9
）
幽
”
㌔
（
9
）
が
成

　
　
　
　
り
立
つ
。

こ
れ
ら
三
つ
の
公
理
か
ら
な
る
公
理
系
か
ら
は
、
単
調
連
続
性
な
ど
、
確
率
測
度
の
重
要
な
諸
性
質
が
定
理
と
し
て
導
か
れ
る
。
コ
ル
モ
ゴ

ロ
フ
の
公
理
体
系
に
お
け
る
す
べ
て
の
定
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
確
率
測
度
の
性
質
を
表
し
て
お
り
、
公
理
系
は
そ
れ
ら
の
性
質
の
集

約
的
表
現
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
上
の
公
理
系
を
満
た
し
つ
つ
も
、
個
々
の
シ
グ
マ
集
合
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
確
率
測
度
値
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
与
え
方
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
確
率
測
度
が
区
別
さ
れ
る
。
一
定
の
確
率
測
度
を
設
定
す
る
さ
い
に
は
、
そ
の
確
率
測
度
が
そ
の
上

　
　
　
　
さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か
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で
定
義
さ
れ
る
、
標
本
空
間
9
と
シ
グ
マ
集
合
族
Σ
を
つ
ね
に
定
め
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
　
一
定
の
標
本
空
間
9
・
シ
グ
マ
集
合
族
Σ
・

確
率
測
度
P
か
ら
な
る
順
序
列
〈
b
’
勤
、
〉
は
、
確
率
空
間
（
鷲
。
σ
鋤
び
圃
＝
身
ω
冨
8
）
と
呼
ば
れ
る
数
学
的
構
造
で
あ
る
。
測
度
論
的
確
率

論
と
は
、
形
式
的
に
言
え
ば
、
確
率
空
問
と
い
う
集
合
論
的
な
存
在
者
に
つ
い
て
の
研
究
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
測
度
論
的
確
率
論
の
解
釈

　
数
学
理
論
の
解
釈
と
三
つ
の
存
在
領
域

　
集
合
論
的
構
造
に
つ
い
て
の
研
究
と
さ
れ
て
い
た
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
測
度
論
的
確
率
論
で
は
、
そ
の
公
理
体
系
の
す
べ
て
の
基
礎
的
な
概

念
は
、
経
験
的
な
意
味
を
～
切
剥
奪
さ
れ
、
専
ら
抽
象
的
な
集
合
論
の
術
語
で
定
義
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
測
度
論
的
確
率
論
を
さ
ま
ざ
ま

な
現
象
に
適
用
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
基
礎
的
な
諸
概
念
に
対
し
て
、
集
合
論
的
で
は
な
く
数
学
的
で
も
な
い
、
何
ら
か
の
意
味
を
与
え
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
の
数
学
理
論
と
同
じ
く
、
測
度
論
的
確
率
論
も
、
原
理
的
に
複
数
の
異
な
っ
た
非
数
学
的
な
意
味

付
け
、
即
ち
解
釈
を
許
す
。
つ
ま
り
、
数
学
的
確
率
論
に
対
す
る
唯
㎝
の
正
し
い
解
釈
な
ど
は
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
を
は
じ
め
ク
ラ
メ
ル
・
ド
ゥ
…
ブ
・
フ
ェ
ラ
…
ら
、
数
学
者
の
多
く
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
頻
度
説
と
い
え

ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
な
解
釈
の
う
ち
の
～
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
括
り
に
頻
度
説
と
い
っ
て
も
、
論
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
）

の
間
に
は
あ
る
程
度
の
立
場
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
ド
ゥ
…
ブ
の
立
場
（
U
o
o
び
し
O
命
）
を
代
表
的
な
も
の
と
認
定

し
、
頻
度
説
の
適
用
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
際
に
、
つ
ね
に
念
頭
に
置
く
こ
と
に
す
る
。

　
頻
度
解
釈
の
下
で
現
実
へ
適
用
さ
れ
る
べ
く
、
ド
ゥ
ー
ブ
が
設
定
し
た
確
率
空
間
は
、
可
算
無
限
個
の
点
列
か
ら
な
る
標
本
点
e
1
1
〈
粂
ご

§
…
犠
、
ご
…
〉
を
持
つ
、
可
舞
無
限
次
元
確
率
空
間
〈
b
き
財
3
、
〉
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
数
学
理
論
を
経
験
的
現
実
に
適
用
す
る
際
に
は
、
通
常
、
現
実
を
そ
の
理
論
に
よ
る
記
述
に
適
し
た
よ
う
に
理
想
化
・
単
純
化
し

た
模
型
（
ヨ
＆
巴
）
と
い
う
存
在
領
域
が
設
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
模
型
の
上
に
仮
構
さ
れ
た
存
在
者
や
事
象
が
、
数
学
理
論
の
基
礎



的
な
概
念
の
非
数
学
的
な
意
味
、
即
ち
解
釈
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
抽
象
的
な
数
学
理
論
は
、
模
型
上
の
理
想
化
さ
れ

た
存
在
者
と
い
う
意
味
を
介
し
て
、
現
実
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
数
学
理
論
の
現
実
へ
の
適
用
と
は
、
理
論
・
模
型
・

現
実
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
存
在
領
域
に
ま
た
が
っ
た
概
念
操
作
な
の
で
あ
る
。
測
度
論
的
確
率
論
の
適
用
も
例
外
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

ド
ゥ
ー
ブ
は
可
算
無
限
次
元
確
率
空
間
を
現
実
に
適
用
す
る
際
に
、
そ
の
空
間
と
完
全
に
対
応
す
る
模
型
と
し
て
、
可
算
無
限
回
繰
り
返
さ

れ
る
「
試
行
（
貯
芭
ご
と
い
う
、
現
実
を
理
想
化
・
単
純
化
し
た
事
象
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
模
型
上
の
意
味

　
そ
れ
で
は
、
確
率
空
間
〈
b
き
財
3
、
〉
に
含
ま
れ
る
諸
概
念
に
、
無
限
回
試
行
と
い
う
模
型
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
与
え
ら

れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
確
率
空
間
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
概
念
で
あ
る
標
本
点
に
は
、
「
可
算
無
限
回
繰
り
返
さ
れ

た
確
率
試
行
（
ω
叶
O
O
置
鋤
ω
け
凶
O
　
け
『
圃
鋤
一
）
の
結
果
が
た
ど
る
一
定
の
経
過
」
と
い
う
模
型
上
の
存
在
者
が
、
そ
の
解
釈
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
い
う
試
行
と
は
、
そ
の
過
程
が
人
の
手
に
よ
っ
て
完
全
に
制
御
可
能
で
、
ま
た
「
わ
れ
わ
れ
が
、
起
こ
り
う
る
す
べ
て
の
結
果
を
、
前

も
っ
て
網
羅
的
に
知
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
物
理
的
出
来
事
で
あ
る
。
現
実
に
お
い
て
こ
の
試
行
に
対
応
す
る
の
は
、
サ
イ
コ

ロ
ふ
り
や
硬
貨
投
げ
、
さ
ら
に
は
加
速
器
に
お
い
て
素
粒
子
同
士
を
衝
突
さ
せ
る
と
い
っ
た
実
験
的
操
作
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ

れ
は
、
現
実
に
行
わ
れ
る
実
験
の
可
能
な
結
果
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
あ
る
程
度
は
包
括
的
な
兇
通
し
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ

て
を
網
羅
的
に
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
実
験
の
過
程
を
、
あ
る
程
度
は
制
御
で
き
る
が
、
そ
の
制
御
も
決
し
て

完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
う
試
行
と
は
、
現
実
に
お
け
る
物
理
的
な
操
作
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
単
純

化
・
理
想
化
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
｝
回
ご
と
の
試
行
の
結
果
で
あ
る
物
理
的
出
来
事
は
、
気
体
分
子
の
速
度
と
い
っ
た
連
続
量
で
あ
っ
て
も
、
サ
イ
コ
ロ
の
目
の
数
と
い
っ

た
離
散
的
な
値
で
あ
っ
て
も
、
経
験
的
に
測
定
・
同
定
可
能
な
物
理
量
・
物
理
値
と
し
て
完
全
に
表
現
さ
れ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

四
九
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い
。
ま
た
こ
の
物
理
量
・
物
理
値
は
、
通
常
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
あ
り
よ
う
と
は
無
関
係
に
確
定
し
て
い
る
、
物
理
的
世
界
の
客
観
的
な

性
質
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
に
触
れ
た
、
「
あ
る
試
行
を
可
算
無
限
園
繰
り
返
し
て
得
ら
れ
る
一
定
の
経
過
」
と
い
う
標
本

点
の
模
型
上
の
意
味
は
、
こ
の
よ
う
な
物
理
的
出
来
事
が
、
一
定
の
順
序
で
可
算
無
限
個
並
ん
だ
も
の
に
相
当
す
る
。
一
つ
の
サ
イ
コ
ロ
を

無
限
回
投
げ
て
得
ら
れ
る
、
〈
1
・
3
・
4
・
4
…
〉
と
い
う
出
た
目
の
一
定
の
経
過
が
そ
の
例
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
、

試
行
の
「
無
限
回
の
繰
り
返
し
偏
も
ま
た
、
模
型
に
お
け
る
現
実
の
理
想
化
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

　
上
で
見
た
標
本
点
の
模
型
上
の
意
味
か
ら
、
そ
れ
を
可
算
無
限
個
、
要
素
と
し
て
持
つ
標
本
空
間
9
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

即
ち
、
「
無
限
回
試
行
の
す
べ
て
の
可
能
な
経
過
の
集
合
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
9
の
部
分
集
合
で
あ
る
シ
グ
マ
集
合
に

は
、
「
無
限
團
試
行
の
経
過
に
お
い
て
繰
り
返
し
登
場
す
る
部
分
列
と
し
て
の
物
理
的
な
出
来
事
（
①
＜
①
簿
）
」
と
い
う
模
型
上
の
意
味
が
与

え
ら
れ
る
。
サ
イ
コ
ロ
投
げ
で
い
え
ぽ
、
「
1
が
出
る
」
と
か
「
6
が
三
園
続
け
て
出
る
」
と
い
っ
た
出
来
事
が
、
こ
の
部
分
列
に
当
た
る
。

い
ま
、
マ
z
回
目
∴
＋
H
回
目
∴
＋
卜
⊃
回
目
で
6
が
出
る
驚
能
な
経
過
か
ら
な
る
集
合
」
幽
を
考
え
て
み
よ
う
（
凡
m
＞
○
。
つ
ぎ
に
典
の
、

す
べ
て
の
．
z
に
関
す
る
無
限
和
⊂
r
斜
を
取
る
と
、
こ
の
無
限
和
集
合
が
、
「
6
が
三
回
続
け
て
出
る
」
と
い
う
模
型
上
の
出
来
事
に
対

応
す
る
シ
グ
マ
集
合
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
う
「
出
来
事
」
と
は
、
「
無
限
圓
試
行
の
可
能
な
経
過
か
ら
構
成
さ
れ
た
一
定
の

集
合
」
と
し
て
、
数
学
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
試
行
を
有
限
回
繰
り
返
し
た
後
、
い
っ
た
ん
止
め
、
そ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
経
過
に
お
い
て
、
あ
る
出
来
事
が
起
こ
っ
た
相
対
頻

度
（
H
Φ
巨
圃
く
①
ヰ
8
二
窪
身
）
を
数
え
る
と
し
よ
う
。
こ
の
栢
対
頻
度
も
ま
た
、
経
験
的
に
測
定
で
き
る
客
観
的
な
物
理
量
で
あ
る
。
つ
ぎ
に

試
行
を
再
開
し
、
繰
り
返
し
回
数
を
　
つ
づ
つ
増
や
す
ご
と
に
、
同
じ
出
来
事
の
相
対
頻
度
を
数
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
す
る
と
最
終
的

に
は
、
相
対
頻
度
の
無
限
列
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
模
型
上
で
確
率
測
度
に
与
え
ら
れ
る
意
味
と
は
、
こ
の
相
対
頻
度
の
無
限
列
が
、

そ
れ
に
対
し
て
収
束
し
て
い
く
極
限
値
に
他
な
ら
な
い
。

　
通
常
、
確
率
試
行
と
は
、
一
回
の
試
行
で
何
が
起
こ
る
か
、
前
も
っ
て
予
測
で
き
る
よ
う
な
規
則
性
が
晃
あ
た
ら
な
い
試
行
で
あ
る
と
さ



れ
、
そ
の
意
味
で
不
規
則
（
嬉
巳
。
田
）
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
「
こ
の
予
測
不
可
能
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
不
足
に
由
来
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
事
柄
そ
の
も
の
の
性
質
な
の
か
」
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
る
。
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
回
ご
と
の
結
果
に
は
規
則
性
は

な
い
が
、
出
来
事
の
相
対
頻
度
が
一
定
の
値
に
収
束
す
る
と
い
う
意
味
で
の
規
則
性
を
持
つ
こ
と
が
、
試
行
が
確
率
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
た

め
の
要
件
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
収
束
と
は
、
．
可
算
無
限
個
の
点
列
に
お
い
て
成
り
立
つ
数
学
的
な
性
質
で
あ
る
。

従
っ
て
、
相
対
頻
度
の
収
束
も
ま
た
、
模
型
に
お
い
て
仮
構
さ
れ
る
理
想
化
さ
れ
た
現
実
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
後
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
模
型
上
の
無
限
回
確
率
試
行
と
い
え
ど
も
、
そ
の
す
べ
て
の
可
能
な
経
過
に
お
い
て
、
出
来
事
の
相

対
頻
度
の
収
束
が
起
こ
る
こ
と
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
特
に
、
そ
の
よ
う
な
収
束
が
起
こ
る
経
過
を
「
収
束
事
象
列
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。
収
束
が
起
こ
ら
な
い
可
能
な
事
象
の
経
過
は
、
確
率
測
度
に
対
し
て
模
型
上
の
意
味
を
与
え
な
い
。
す
る
と
、
収
束
事
象
列
が

模
型
上
で
存
在
す
る
こ
と
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
、
確
率
測
度
は
模
型
上
の
意
味
を
持
ち
得
ず
、
従
っ
て
ま
た
、
そ
れ

を
介
し
て
現
実
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
大
数
の
強
法
則
と
確
率
測
度
の
頻
度
解
釈

大
数
の
強
法
財

模
型
上
の
収
束
事
象
列
の
存
在
を
、
あ
る
条
件
の
下
で
保
証
し
て
い
る
の
が
、
「
大
数
の
強
法
則
（
ω
霞
8
0
q
早
寒
。
＝
耳
鎖
①
廷
丁
ぴ
9
」

で
あ
る
。
以
下
で
、
こ
の
存
在
保
証
の
あ
ら
ま
し
を
見
て
み
よ
う
。

　
形
式
的
に
見
れ
ば
、
大
数
の
強
法
則
と
は
、
確
率
変
数
の
和
の
収
束
に
関
す
る
一
群
の
定
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
確
率
変
数

（
『
鋤
昌
α
○
コ
P
　
〈
鋤
目
一
八
σ
一
Φ
）
と
は
、
各
々
の
標
本
点
に
対
し
て
、
一
定
の
仕
方
で
実
数
値
を
与
え
る
関
数
で
あ
る
。
（
標
本
点
に
は
値
を
与
え
な

い
確
率
測
度
と
異
な
る
こ
と
に
注
意
。
）
い
ま
、
無
限
次
元
標
本
学
問
α
の
上
に
、
一
定
の
順
序
で
並
ん
だ
可
算
無
限
個
の
確
率
変
数

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

五
一
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溶
”
き
”
…
堕
き
N
㌦
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
定
義
し
た
と
す
る
。
す
る
と
、
任
意
の
一
つ
の
標
本
点
ω
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
無
限
個
の
確
率
変
数
が
与
え
る
関
数
値
の
無
限
列

　
　
く
き
（
e
γ
函
（
e
）
噂
…
”
函
（
e
）
㌦
・
・
V
（
e
鉛
b
之
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
得
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
確
率
変
数
の
有
限
和
を
含
む
関
数
の
無
限
列

　
　
き
（
※
開
÷
き
）
＼
b
・
｝
…
｝
（
§
）
貿
証
き
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

を
設
定
す
る
。
こ
の
有
限
和
関
数
の
各
々
も
、
確
率
変
数
の
条
件
を
満
た
す
。
い
ま
、
こ
の
関
数
の
無
限
列
（
3
）
を
も
9
上
に
設
定
す
る

と
、
任
意
の
ω
に
対
し
て
、
こ
ん
ど
は

　
　
〈
き
（
e
）
ス
き
（
e
）
＋
き
（
e
）
）
＼
・
。
㌦
－
る
＼
芭
凶
睡
き
（
e
）
一
…
〉
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
い
う
関
数
値
の
無
限
列
が
得
ら
れ
る
。
大
数
の
強
法
則
は
、
最
初
の
確
率
変
数
列
（
1
）
が
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
ω
に
対
す
る

二
番
蟹
の
関
数
値
列
（
4
）
が
、
一
定
の
値
に
「
確
率
1
で
」
収
束
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
収
束
の
極
限
値
は
、

確
率
変
数
列
（
1
）
に
属
す
る
任
意
の
確
率
変
数
函
ス
ミ
）
の
ル
ベ
ー
グ
積
分
値
、
即
ち
期
待
値
両
［
≧
人
e
）
］
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

（
1
）
に
関
す
る
一
定
の
条
件
下
で
、

　
　
、
（
】
冒
（
さ
N
）
貿
バ
き
（
ミ
）
1
1
単
≧
（
ミ
）
〕
）
1
1
一

　
　
　
㌶
乙
8

が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
一
定
の
条
件
と
は
、
ボ
レ
ル
に
よ
っ
て
こ
の
定
理
が
初
め
て
証
明
さ
れ
た
際
に
は
、
「
確
率
変



数
列
（
1
）
が
互
い
に
独
立
で
、
か
つ
同
｝
の
分
布
に
従
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
こ
の
条
件
は
、
ド
ゥ
ー
ブ
に
よ
っ
て
、
非
独

立
な
確
率
変
数
列
で
あ
る
マ
ル
チ
ン
ゲ
ー
ル
に
ま
で
緩
和
さ
れ
た
が
、
本
論
で
は
一
貫
し
て
、
ボ
レ
ル
の
古
典
的
な
条
件
の
下
で
話
を
進
め

る
。　

い
ま
9
の
標
本
点
e
誕
く
§
貸
駆
・
二
：
織
。
・
冒
…
V
の
各
点
偽
が
、
1
か
ら
6
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
値
し
か
と
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
確
率

変
数
列
（
1
）
の
。
z
番
目
の
確
率
変
数
遍
・
（
s
）
を
、
ω
の
．
z
番
目
の
点
の
が
取
る
値
に
応
じ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
数
（
単
関
数
）
と
し

て
定
義
す
る
。

≧
・
（
e
）
1
1
一
　
葭
　
　
蟄
輸
｛
ド
ρ
㎝
｝

迷
・
（
e
）
1
1
0
　
一
瞭
　
　
9
瓢
｛
b
。
℃
食
①
｝

す
る
と
、
確
率
変
数
（
一
ミ
）
図
び
一
図
ス
e
）
は
、
ω
の
最
初
の
η
個
の
点
列
に
お
い
て
、
奇
数
が
出
現
す
る
相
対
頻
度
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

い
ま
、
．
z
番
目
の
点
列
が
奇
数
と
な
る
す
べ
て
の
標
本
点
を
含
む
シ
グ
マ
集
合
を
＆
、
偶
数
と
な
る
す
べ
て
の
標
本
点
を
含
む
シ
グ
マ
集
合

を
一
9
と
す
る
。
（
ち
な
み
に
、
両
者
は
9
を
二
分
謝
す
る
集
合
で
あ
る
。
）
す
る
と
、
奇
関
数
鯨
・
（
e
）
の
ル
ベ
ー
グ
積
分
値
、
即
ち
期
待
値

肉
［
溶
・
（
s
）
］
は
、
　
｛
疋
業
挾
・
工
、

肉
［
き
（
e
）
］
1
1
一
×
℃
（
酔
）
＋
O
X
㌔
（
一
9
）
1
1
℃
（
9
）

と
な
る
。
つ
ま
り
函
・
（
e
）
が
単
関
数
で
あ
る
場
合
、
肉
［
溶
・
（
S
）
］
は
＆
に
与
え
ら
れ
た
確
率
測
度
値
美
9
）
に
等
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

大
数
の
強
法
則
は
、
確
率
変
数
列
（
1
）
の
各
々
が
単
関
数
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
「
互
い
に
独
立
で
、
同
一
の
分
布
に
従
う
」
と
い
う
先
の

条
件
を
満
た
す
場
合
、
（
ぐ
§
）
】
ド
暴
（
e
）
が
確
率
測
度
値
℃
（
9
）
に
収
束
す
る
こ
と
を
、
「
確
率
1
で
」
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
い
う
「
確
率
1
で
の
保
証
」
と
は
、
関
数
値
列
（
4
）
の
℃
（
9
）
へ
の
収
束
が
そ
の
上
で
起
こ
る
す
べ
て
の
標
本

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

五
三
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四

点
ω
か
ら
な
る
集
合
、

③
舞
｛
S
魚
b
≧
”
（
H
＼
壽
）
M
U
蕊
き
（
s
）
が
㌔
（
の
貼
）
に
収
束
す
る
｝

の
確
率
値
が
一
、
即
ち
美
◎
）
1
1
H
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
大
数
の
強
法
則
の
模
型
上
の
意
味

　
前
節
で
見
た
、
確
率
空
間
上
の
数
学
的
な
事
実
は
、
以
下
の
よ
う
に
模
型
の
上
に
翻
訳
で
き
る
。
ま
ず
、
確
率
変
数
列
（
1
）
が
満
た
す

べ
き
「
独
立
性
・
分
布
の
同
一
性
」
と
い
う
条
件
に
対
し
て
は
、
「
模
型
上
の
一
回
ご
と
の
試
行
が
、
互
い
に
因
果
的
に
独
立
に
、
即
ち
、

互
い
の
試
行
結
果
に
因
果
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
こ
と
な
く
、
か
つ
岡
じ
状
況
下
で
行
わ
れ
る
偏
と
い
う
物
理
的
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。

こ
れ
を
以
下
で
は
、
「
試
行
の
独
立
・
同
一
性
扁
と
呼
ぼ
う
。
ま
た
確
率
変
数
（
ミ
・
）
謡
い
ゴ
き
（
s
）
に
は
、
例
え
ば
「
サ
イ
コ
ロ
を
無
限
回

投
げ
た
場
合
、
最
初
の
7
2
回
の
試
行
に
お
い
て
奇
数
が
出
る
相
対
頻
度
」
と
い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
確
率
測
度
㌔
（
9
）
に

は
、
「
任
意
の
一
回
の
試
行
で
奇
数
が
出
る
確
率
」
を
表
す
。

　
こ
れ
ら
の
模
型
上
の
意
味
を
踏
ま
え
る
と
、
大
数
の
強
法
則
の
模
型
上
の
意
味
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
「
無
限
回
の
サ
イ
コ
ロ

投
げ
試
行
が
、
同
一
・
独
立
性
を
満
た
し
て
行
わ
れ
た
場
合
、
〈
奇
数
の
出
る
相
対
頻
度
が
、
任
意
の
～
回
の
試
行
で
奇
数
が
出
る
確
率
値

へ
と
収
束
す
る
よ
う
な
出
た
霞
の
経
過
〉
か
ら
な
る
集
合
、
即
ち
収
束
事
象
列
の
集
合
が
持
つ
確
率
値
が
一
で
あ
る
こ
と
」
。
こ
の
こ
と
は

ま
た
、
「
独
立
・
同
一
性
の
条
件
の
下
で
、
無
限
團
試
行
の
経
過
の
う
ち
、
収
束
事
象
列
で
な
い
経
過
か
ら
な
る
集
合
の
確
率
値
が
0
で
あ

る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。

　
一
般
に
、
9
の
よ
う
な
可
算
無
限
集
合
に
お
い
て
、
確
率
値
G
が
与
え
ら
れ
る
部
分
集
合
の
要
素
は
、
高
々
有
限
個
し
か
な
い
。
他
方
、

同
様
の
集
合
に
お
い
て
、
確
率
1
の
部
分
集
合
は
、
必
ず
無
限
集
合
と
な
る
。
つ
ま
り
大
数
の
強
法
則
は
、
試
行
の
独
立
・
同
一
性
を
、
模



型
上
に
お
い
て
収
束
事
象
列
が
無
限
個
存
在
す
る
た
め
の
十
分
条
件
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
模
型
上
に
お
い
て
収
束
事
象
列
が

無
限
個
存
在
し
て
い
れ
ぽ
、
少
な
く
と
も
そ
の
事
象
列
に
関
し
て
は
、
確
率
の
頻
度
解
釈
は
な
り
た
つ
。
結
局
、
大
数
の
強
法
則
は
、
確
率

測
度
の
頻
度
解
釈
が
（
そ
の
解
釈
を
満
た
す
模
型
上
の
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
）
空
虚
で
な
い
た
め
の
十
分
条
件
を
、
試
行
の
独

立
・
岡
一
性
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
　
確
率
論
適
用
の
正
当
化

　
現
実
的
近
似
態
と
確
率
試
行
仮
説

　
た
び
た
び
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
模
型
と
は
現
実
の
単
純
化
・
理
想
化
で
あ
り
、
そ
の
上
で
仮
構
さ
れ
た
存
在
者
は
現
実
に
は
存
在
し
な

い
。
逆
に
い
え
ば
、
現
実
の
存
在
者
は
、
模
型
上
の
そ
れ
の
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
近
似
態
（
巷
胃
。
×
巨
幾
8
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
現
実
の
試
行
は
有
限
回
し
か
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
経
過
で
あ
る
物
理
事
象
列
の
長
さ
も
、
高
々
有
限
で
あ
る
。
場
合

に
よ
っ
て
は
、
こ
の
有
限
事
象
列
に
お
い
て
一
定
の
部
分
列
が
出
現
す
る
相
対
頻
度
が
、
試
行
の
回
数
が
増
え
る
に
つ
れ
、
あ
る
】
定
の
値

に
近
づ
い
た
り
、
そ
の
値
か
ら
離
れ
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
、
安
定
傾
向
を
示
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
安
定
傾
向
も
、
無

限
に
続
く
漸
近
傾
向
と
し
て
の
収
束
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
実
の
有
限
事
象
列
の
あ
る
も
の
が
、
模
型
上
の
収
束
事
象
列
の
初
め
の
有
限
部
分
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
現
実
的

近
似
態
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
模
型
上
に
可
算
無
限
個
存
在
す
る
収
束
事
象
列
の
う
ち
、
そ
の
最
初
の
有
限
部
分
列
が
、
あ

る
特
定
の
現
実
の
物
理
事
象
列
と
一
致
す
る
も
の
は
無
限
個
あ
る
。
現
実
の
物
理
事
象
列
が
長
く
な
る
に
つ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
理
想
形
と

し
て
の
収
束
事
象
列
の
候
補
は
絞
ら
れ
て
い
く
が
、
最
終
的
に
一
つ
に
確
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
模
型
上
の
無
限
事
象
列
は
、
ど
の

二
つ
を
と
っ
て
も
、
確
率
試
行
の
無
限
回
繰
り
返
し
が
た
ど
る
経
過
と
し
て
は
異
な
り
、
現
実
に
お
い
て
互
い
に
並
び
立
つ
こ
と
は
な
い
。

従
っ
て
、
現
実
の
事
象
列
の
理
想
的
な
無
限
事
象
列
と
な
る
も
の
は
、
ど
れ
か
一
つ
に
絞
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
現
実
の
事
象
列
は
、

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

五
五
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不
特
定
だ
が
、
あ
く
ま
で
単
一
の
模
型
上
の
無
限
経
過
の
近
似
態
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
ま
で
で
、
模
型
上
の
収
束
事
象
列
を
真
ん
中
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
有
限
物
理
事
象
列
が
そ
の
現
実
的
近
似
態
、
標
本
点
が
そ

の
数
学
的
表
現
と
な
る
と
い
う
三
項
関
係
が
見
て
取
れ
た
。
測
度
論
的
確
率
論
を
頻
度
解
釈
の
下
で
現
実
に
適
用
す
る
と
は
、
現
実
・
模

型
・
確
率
豊
漁
と
い
う
三
つ
の
異
な
っ
た
存
在
領
域
に
ま
た
が
る
、
こ
の
三
項
関
係
を
設
定
す
る
作
業
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

確
率
論
の
現
実
の
有
限
事
象
列
へ
の
適
用
は
、
「
そ
の
事
象
列
は
、
模
型
上
の
確
率
試
行
の
試
行
結
果
で
あ
る
収
束
事
象
列
の
、
現
実
的
近

似
態
で
あ
る
」
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
今
後
、
こ
の
仮
定
を
確
率
試
行
仮
説
（
ω
ε
。
｝
麺
ω
け
凶
。
践
鍼
ξ
娼
0
9
①
ω
同
ω
）
、
な

い
し
S
T
仮
説
と
呼
ぶ
。
）
す
る
と
、
あ
る
事
象
列
が
、
頻
度
的
で
測
度
論
的
な
確
率
論
に
よ
る
記
述
・
分
析
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

と
い
え
る
の
は
、
そ
れ
に
対
す
る
確
率
試
行
仮
説
が
真
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
こ
の
種

の
確
率
論
の
現
実
の
対
象
へ
の
適
用
が
正
当
か
ど
う
か
は
、
そ
の
適
用
に
際
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
確
率
試
行
仮
説
の
正
当
性
い
か
ん
に
か

か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
実
用
主
義
的
正
当
化

　
し
か
し
一
方
、
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
は
、
確
率
試
行
仮
説
が
主
張
す
る
「
逓
用
対
象
の
適
格
性
」
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
確
率
論
を
用
い
た
理
論
の
科
学
的
・
技
術
的
成
功
に
よ
っ
て
、
実
用
主
義
的
（
肩
口
α
q
隠
現
け
…
o
）
に
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
、

ド
ゥ
…
ブ
（
O
o
O
び
し
O
♂
）
を
始
め
、
少
な
か
ら
ぬ
論
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
以
下
で
述
べ
る
よ
う
な
理
由
で
、
こ
の

よ
う
な
考
え
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
実
用
主
義
的
正
当
化
で
い
わ
れ
る
理
論
の
科
学
的
・
技
術
的
成
功
と
は
、
理
論
に
よ
る
予
測
の
成
功
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
確
率
論
を
含
む
理
論
の
予
測
は
、
「
あ
る
実
験
結
果
の
み
が
起
こ
り
、
そ
の
他
の
結
果
は
全
く
起
こ
ら
な
い
脇
と
い
っ
た

た
ぐ
い
の
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
実
験
結
果
に
対
し
て
一
定
の
出
現
頻
度
を
与
え
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
頻
度
的
な
予
測
は
、



ど
の
よ
う
な
結
果
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
な
い
。
す
る
と
、
頻
度
的
予
測
の
成
否
の
判
定
は
、
実
験
結
果
と
の
単
純
な
照

合
に
よ
っ
て
一
致
・
不
一
致
を
確
認
す
る
と
い
う
形
で
は
、
も
は
や
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
確
率
論
が
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
現
代
科

学
に
お
い
て
、
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
理
論
の
予
測
の
判
定
、
ひ
い
て
は
そ
の
判
定
に
よ
る
理
論
の
検
証
に
対
し
て
は
、
そ
れ
自
体
、

確
率
論
に
も
と
づ
い
た
統
計
的
仮
説
検
定
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
楽
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
仮
説
検
定
を
用
い
た
予
測
の
成
否
の
確
認
は
、
あ
る
対
象
に
対
す
る
確
率
論
の
適
用
を
前
提
し
た

上
で
、
確
率
値
、
即
ち
頻
度
極
限
値
や
、
そ
の
分
布
形
を
特
定
す
る
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
確
率
論
を
含
め
、
数
学
理
論
一
般
の
予
測
の
成

功
・
不
成
功
は
、
そ
も
そ
も
確
率
論
の
適
用
を
前
提
し
た
上
で
な
い
と
、
判
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
も
し
予
測
の
成
功
が
何
事

か
を
正
当
化
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
特
定
の
確
率
値
な
の
で
あ
っ
て
、
確
率
論
の
適
用
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
は
、
そ
れ
を
用
い
た
理
論
の
成
功
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
結
局
、
そ
の
適
用
の
正
当
性
の
根
拠
は
、

そ
の
適
用
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
い
る
S
T
仮
説
の
正
当
性
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

六
　
相
対
頻
度
の
観
察
に
よ
る
正
当
化

　
従
来
の
頻
度
説
批
判
と
二
つ
の
論
点

　
そ
れ
で
は
、
「
～
丁
仮
説
は
、
い
か
に
し
て
正
当
化
さ
れ
得
る
の
か
」
を
、
「
サ
イ
コ
ロ
投
げ
」
と
い
う
試
行
に
即
し
て
考
え
て
い
こ
う
。

ち
な
み
に
、
近
代
の
数
学
的
確
率
論
の
源
流
の
　
つ
は
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
に
関
わ
る
問
題
に
対
し
て
、
一
六
五
四
年
に
パ
ス
カ
ル
が
与
え
た

解
答
に
あ
っ
た
。
サ
イ
コ
ロ
投
げ
は
、
確
率
論
が
成
立
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
最
初
の
適
用
対
象
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
ま
た
、
近
代
確
率
論
の
成
立
時
か
ら
、
確
率
に
対
す
る
解
釈
の
一
つ
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
「
頻
度
解
釈
」
は
、
「
さ
ま
ざ

ま
な
現
実
の
現
象
に
お
い
て
、
相
対
頻
度
が
安
定
す
る
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
確
認
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
成
立
し
た
。
こ
の
頻
度
安
定
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

象
の
具
体
例
と
し
て
、
死
亡
率
統
計
と
な
ら
ん
で
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
や
硬
貨
投
げ
と
い
っ
た
「
偶
然
事
象
偏
が
あ
る
。

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

五
七
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こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
か
ら
雷
っ
て
も
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
な
ど
の
繰
り
返
し
試
行
に
お
い
て
、
相
対
頻
度
の
安
定
傾
向
が
実
際
に
観
察

さ
れ
た
な
ら
ぽ
、
「
そ
の
試
行
は
確
率
試
行
で
あ
る
」
と
す
る
～
丁
仮
説
が
「
正
当
化
さ
れ
る
」
と
考
え
る
の
は
、
～
見
も
っ
と
も
な
よ
う

に
思
え
る
。
す
る
と
、
例
え
ば
「
硬
貨
を
数
千
回
、
な
い
し
数
万
回
投
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
の
出
る
相
対
頻
度
を
観
察
す
る
扁
と
い
う

ビ
ュ
フ
ォ
ン
や
カ
ー
ル
・
ピ
ア
ソ
ソ
の
実
験
は
、
硬
貨
投
げ
に
関
す
る
S
T
仮
説
の
経
験
的
な
検
証
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
一
方
で
、
少
な
か
ら
ぬ
論
者
が
、
「
こ
の
頻
度
の
安
定
傾
向
の
経
験
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
事
柄
が
頻
度
的
意
味
で
の
確
率
事
象
で

あ
る
と
い
う
主
張
は
確
証
も
反
証
も
さ
れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
。
h
し
Φ
琴
2
ω
し
O
ω
押
写
μ
ρ
巳
鐸
芝
剛
δ
簿
語
弊
9
，
F
δ
。
。
・
。
）
。
彼
ら

は
、
実
際
に
観
察
さ
れ
る
相
対
頻
度
の
安
定
値
を
、
頻
度
説
が
確
率
概
念
に
与
え
る
経
験
的
意
味
で
あ
る
と
、
ま
ず
見
な
す
。
そ
の
上
で
、

そ
の
安
定
値
が
確
率
の
経
験
的
意
味
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
で
、
頻
度
説
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら

の
論
拠
の
要
点
は
、
「
有
限
飼
の
事
象
列
に
お
け
る
相
対
頻
度
の
安
定
傾
向
の
経
験
に
よ
っ
て
は
、
極
限
値
を
特
定
で
き
な
い
の
み
か
、
そ

も
そ
も
極
限
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
す
ら
決
定
で
き
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
「
最
初
の
有
限
個
の
経
過
は
観
察
さ
れ

た
有
限
事
象
列
と
似
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
収
束
せ
ず
発
散
し
た
り
、
ま
た
た
と
え
収
束
し
て
も
異
な
っ
た
極
限
値
を
と
る
よ
う
な
無
限
系

列
」
、
さ
ら
に
は
逆
に
、
「
最
初
の
有
限
個
の
値
で
は
頻
度
の
安
定
は
観
察
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
後
収
束
す
る
よ
う
な
（
収
束
の
速
度
が
極
端

に
遅
い
）
無
限
系
列
」
を
も
、
数
学
的
に
構
成
で
き
る
と
い
う
事
情
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
数
掌
的
事
実
を
踏
ま
え
て
、
「
頻

度
の
安
定
傾
向
の
観
察
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
は
、
相
対
頻
度
の
極
限
値
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
確
率
に
言
及
し
て
い
る
命
題
を
、
決
定
的
に

反
証
も
支
持
も
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
コ
経
験
的
で
客
観
的
な
物
理
量
と
し
て
の
確
率
解

釈
L
を
標
榜
す
る
頻
度
説
は
、
実
は
そ
の
主
張
と
は
裏
腹
に
、
確
率
を
経
験
的
に
確
証
も
反
証
も
で
き
な
い
概
念
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」

と
い
う
頻
度
説
批
戦
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
批
覇
と
並
ん
で
、
私
も
本
節
で
、
「
相
対
頻
度
の
経
験
に
よ
っ
て
は
、
S
r
仮
説
、
ひ
い
て
は
確
率
論
の
現
実
へ
の
心
用
は

正
当
化
さ
れ
え
な
い
」
と
論
じ
た
い
。
し
か
し
以
下
で
の
私
の
議
論
は
、
上
で
紹
介
し
た
こ
れ
ま
で
の
頻
度
説
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
も
の



で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
従
来
の
批
判
が
、
頻
度
説
に
対
す
る
い
さ
さ
か
的
外
れ
な
批
判
で
あ
る
こ
と
を
も
、
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
相
対
頻
度
の
収
束
の
有
無
の
判
定
と
、
そ
の
収
束
の
極
限
値
、
即
ち
頻
度
確
率
値
の
特
定
と
が
別
個
の
作

業
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば
、
コ
ー
シ
ー
の
収
束
の
判
定
条
件
は
、
極
限
値
を
特
定
せ
ず
に
、
コ
ー
シ
ー
列
と
呼
ば
れ
る

あ
る
種
の
数
列
が
収
束
す
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
極
限
値
を
特
定
せ
ず
に
収
束
の
有
無
を
論
ず
る
こ
と
は
、
数
学
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
十
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
区
別
を
念
頭
に
置
い
て
、
以
下
で
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
主
張
を
論
証
し
た
い
。
（
一
）
相
対
頻
度
の
観
察
と
い
う
作
業
は
、
あ
く
ま
で

相
対
頻
度
の
収
束
を
前
提
し
た
上
で
、
極
限
値
の
特
定
を
霞
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
二
）
相
対
頻
度
の
収
束
さ
え
何
ら
か
の
仕
方
で
確
保

さ
れ
れ
ば
、
確
率
値
と
し
て
の
相
対
頻
度
の
極
限
値
を
特
定
せ
ず
と
も
、
頻
度
的
確
率
論
は
現
実
へ
適
用
さ
れ
得
る
。
即
ち
、
確
率
論
の
経

験
的
適
用
に
お
い
て
、
頻
度
極
限
値
の
特
定
は
本
質
的
で
は
な
い
。

　
第
一
の
論
点
一
仮
説
検
定
と
し
て
の
頻
度
の
観
察

　
本
節
で
は
、
第
一
の
論
点
を
、
サ
イ
コ
ロ
を
、
一
、
0
0
0
回
投
げ
る
こ
と
で
、
1
の
出
る
相
対
頻
度
の
極
草
草
の
特
定
を
目
指
す
、
ネ

イ
マ
ソ
列
ピ
ア
ソ
ソ
型
の
統
計
的
仮
説
検
定
に
即
し
て
確
認
す
る
。

　
そ
も
そ
も
仮
説
検
定
と
は
、
一
九
世
紀
宋
に
カ
ー
ル
・
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
統
計
的
手
法
で
あ
る
。
そ
の
後
一
九
二
〇
年
代

に
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
、
（
後
で
説
明
す
る
）
「
確
率
化
（
§
邑
○
自
ω
鋤
叶
δ
づ
）
」
と
い
う
概
念
と
と
も
に
、
特
定
の
標
本
の
大
き
さ
（
例
え
ば
、

サ
イ
コ
・
を
投
げ
た
回
数
）
が
与
え
ら
れ
た
場
合
の
、
一
定
の
測
定
値
が
出
現
す
る
頻
度
の
分
布
（
標
本
分
布
（
旨
ヨ
賞
誉
島
ω
鼠
σ
年

什圃

B
誉
）
）
を
導
出
す
る
方
法
論
（
い
わ
ゆ
る
厳
密
標
本
論
（
ω
霞
一
〇
け
ω
巴
ご
見
Φ
昏
⑦
o
蔓
）
）
を
仮
説
検
定
に
導
入
し
た
。
し
か
し
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

流
の
仮
説
検
定
は
、
一
つ
の
仮
説
の
み
を
検
定
対
象
と
し
、
検
定
結
果
も
、
そ
の
仮
説
の
棄
却
が
生
じ
る
か
否
か
の
い
ず
れ
か
し
か
な
か
っ

た
。
こ
の
場
合
、
検
定
対
象
の
棄
却
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
対
象
が
確
証
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
流
の
仮

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

五
九
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〇

説
検
定
は
、
経
験
的
反
証
の
方
法
で
は
あ
っ
て
も
確
証
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ネ
イ
マ
ソ
と
エ
ゴ
ン
・
ピ
ア

ソ
ン
（
カ
ー
ル
・
ピ
ア
ソ
ン
の
息
子
）
は
、
経
験
的
確
証
を
も
扱
え
る
方
法
を
考
案
し
た
。
現
在
、
標
準
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
ネ
イ

マ
ソ
ロ
ピ
ア
ソ
ン
型
の
仮
説
検
定
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
仮
説
検
定
は
、
い
ず
れ
も
古
典
統
計
学
（
O
一
①
ω
ω
帥
O
勉
一
ω
汁
鋤
け
一
ω
一
一
∩
o
◎
）
の
技
法
で

あ
り
、
今
日
で
は
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
に
も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
ネ
イ
マ
ン
U
ピ
ア
ソ
ン
型
の
仮
説
検
定
は
、
二
種
類
の
相
対
立
す
る
仮
説
、
即
ち
帰
無
仮
説
茄
と
対
立
仮
説
私
を
立
て
る
こ
と
か
ら
始
ま

る
。
こ
こ
で
は
南
無
・
対
立
仮
説
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
「
1
の
出
る
相
対
頻
度
の
極
限
値
は
一
鳶
で
あ
る
」
、
私
「
1
の
出
る
相
対
頻
度

の
極
限
値
は
く
①
で
あ
る
」
を
採
用
し
よ
う
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
サ
イ
コ
ロ
を
可
算
無
限
圓
投
げ
て
得
ら
れ
た
無
限
飼
の
結
果
、
即
ち
無
限
個
の
「
罠
し
か
ら
な
る
集
合
が
、
仮
説
無
限
母

集
団
（
ξ
℃
o
昏
①
鉱
＄
；
益
隠
蓑
2
）
。
農
用
p
。
け
圃
9
μ
）
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
無
隈
母
集
団
は
、
先
の
無
限
次
元
標
本
空
間
9
の

標
本
点
ω
を
構
成
す
る
無
限
醸
の
点
洞
戸
ご
§
…
袋
き
…
か
ら
な
る
集
合
で
あ
る
。
先
の
品
は
、
こ
の
無
限
母
集
団
に
お
け
る
「
1
の
目
」

の
存
在
頻
度
が
一
誌
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
∬
は
そ
れ
が
H
＼
①
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
サ
イ
コ
ロ
を
一
、
○
○
○
回
投
げ
る
と
い
う
操
作
が
、
こ
の
母
集
団
か
ら
一
、
○
○
○
個
の
霞
を
抽
出
す
る
作
業
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
る
。
い
ま
抽
出
さ
れ
た
一
、
○
○
○
個
の
目
を
元
の
母
集
団
に
戻
し
、
改
め
て
一
、
○
○
○
個
の
目
を
抽
出
し
直
す
と
い
う
操
作
を
、

こ
れ
ま
た
可
箪
無
限
嚥
繰
り
返
し
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
無
限
母
集
団
に
属
す
る
無
限
個
の
鐸
の
各
々
は
、
㎝
定
の
頻
度
で
抽
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
（
こ
の
抽
出
頻
度
は
、
無
限
母
集
団
で
の
「
＝
疋
の
目
の
存
在
頻
度
」
と
は
別
物
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
）

　
こ
こ
で
「
各
々
の
目
の
抽
出
頻
度
は
一
定
の
値
に
収
束
し
、
そ
の
極
限
値
の
全
体
は
一
定
の
確
率
分
布
（
例
え
ば
～
様
分
布
）
に
従
う
」

と
い
う
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
仮
説
は
「
確
率
標
本
（
錘
琶
§
ρ
ω
窪
堂
Φ
）
仮
説
」
と
呼
ば
れ
（
以
後
、
R
S
仮
説
と
賂
称
す
る
）
、
そ

れ
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
場
合
、
一
回
の
抽
出
で
得
ら
れ
た
一
、
○
○
○
個
の
目
か
ら
な
る
結
果
は
「
確
率
標
本
」
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
仮
説
無
限
母
集
団
か
ら
の
確
率
標
本
の
抽
出
」
と
い
う
考
え
も
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
も



の
で
あ
り
（
国
ω
冨
び
お
b
。
㎝
）
、
ネ
イ
マ
ン
目
ピ
ア
ソ
ン
型
の
検
定
も
含
め
、
現
代
の
古
典
統
計
学
の
主
要
な
部
分
で
あ
る
厳
密
標
本
論
の
根

幹
を
な
し
て
い
る
。
今
日
、
確
率
標
本
と
い
う
概
念
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
登
場
す
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
無
限
集

合
か
ら
な
る
概
念
枠
が
ひ
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
概
念
枠
の
中
で
、
帰
無
仮
説
・
対
立
仮
説
と
確
率
標
本
仮
説
と
い
う
三

つ
の
仮
説
が
設
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
帰
無
・
対
立
仮
説
の
各
々
か
ら
、
サ
イ
コ
ロ
を
一
、
○
O
O
回
投
げ
た
場
合
、
1
の
目
が
出
る
回
数
辮
の
す
べ
て
の
可
能
な
値

（
即
ち
0
以
上
、
～
、
○
○
○
以
下
）
に
対
し
て
、
㎝
定
の
頻
度
分
布
、
即
ち
標
本
分
布
が
数
学
的
に
導
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
母
集
団

に
お
け
る
分
布
に
つ
い
て
の
仮
説
で
あ
っ
た
帰
無
・
対
立
仮
説
の
み
か
ら
は
、
こ
の
観
察
値
の
分
布
、
即
ち
標
本
分
布
を
導
く
こ
と
が
で
き

な
い
。
標
本
分
布
を
導
出
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
以
外
に
、
母
集
団
の
要
素
の
抽
出
頻
度
を
特
定
す
る
R
S
仮
説
が
不
可
欠
で
あ
る
。
結

局
、
帰
無
仮
説
と
R
S
仮
説
、
対
立
仮
説
と
R
S
仮
説
の
連
言
が
と
ら
れ
、
そ
れ
ら
二
つ
の
連
言
か
ら
、
互
い
に
異
な
っ
た
標
本
分
布
が
導

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
標
本
の
大
き
さ
を
π
、
帰
島
・
対
立
仮
説
が
そ
れ
ぞ
れ
主
張
し
て
い
る
「
1
の
目
が
出
る
相
対
頻
度
」
を

ρ
と
し
、
「
標
本
抽
出
頻
度
は
一
様
分
布
に
従
う
」
と
い
う
R
S
仮
説
を
前
提
す
る
と
、
す
べ
て
の
可
能
な
撹
に
対
し
て
、
そ
の
出
現
頻
度

曳
§
）
が
、
典
型
的
に
は
、

美
ミ
）
1
1
Ω
奪
罵
．
（
一
一
篭
）
㌶
こ
、
．

と
い
う
二
項
分
布
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
仮
説
検
定
に
お
い
て
検
定
の
直
接
の
対
象
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
標
本
分
布
で
あ
る
。
そ
し
て
、
帰
無
仮
説
と
R
S
仮
説
か
ら
得

ら
れ
た
標
本
分
布
が
退
け
ら
れ
た
場
合
、
蚕
繭
仮
説
が
反
証
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
、
対
立
仮
説
と
R
～
仮
説
か
ら
導
か
れ
た
標
本
分
布
が
受

け
入
れ
ら
れ
た
場
合
、
対
立
仮
説
が
確
証
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
通
常
、
仮
説
検
定
の
検
定
対
象
と
な
る
の
は
帰
無
な
い
し
対

立
仮
説
で
あ
り
、
R
S
仮
説
は
、
専
ら
、
検
定
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

六
一
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六
二

　
そ
れ
で
は
、
標
本
分
布
は
い
か
に
し
て
検
証
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず
、
帰
帆
仮
説
と
R
S
仮
説
か
ら
漕
か
れ
た
標
本
分
布
が
、
一
定
の
小
さ

な
出
現
頻
度
－
例
え
ば
、
O
．
O
α
や
P
露
i
を
与
え
て
い
る
、
可
能
な
観
察
値
の
一
定
の
領
域
が
、
棄
却
域
（
。
門
三
〇
巴
溝
α
q
δ
貫
）
C
と

し
て
設
定
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
帰
無
仮
説
の
下
で
棄
却
域
に
与
え
ら
れ
る
出
現
頻
度
評
。
（
O
）
は
、
有
意
水
準
（
ω
茜
ρ
葭
8
8
⑦
δ
＜
色
）

と
呼
ば
れ
、
そ
の
領
域
に
入
る
観
察
値
に
与
え
ら
れ
た
桐
対
頻
度
の
総
和
で
あ
り
、
坤
ぎ
と
§
を
そ
れ
ぞ
れ
棄
却
域
の
最
小
・
最
大
値
と

し
た
場
合
、

孕
（
G
）
1
1
凶
　
P
ミ
㌔
（
ミ
）

と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
さ
て
、
も
し
実
際
に
観
察
さ
れ
た
一
の
出
る
回
数
が
こ
の
棄
却
域
に
入
れ
ば
、
そ
れ
に
小
さ
な
出
現
頻
度
を
与
え
た

標
本
分
布
、
ひ
い
て
は
墨
書
仮
説
が
偽
と
し
て
棄
却
さ
れ
、
対
立
仮
説
が
真
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
重
要
な
の
は
、
有
意
水
準
、

即
ち
、
「
も
し
届
書
仮
説
（
と
R
S
仮
説
）
が
真
な
ら
、
実
験
を
無
限
回
繰
り
返
し
た
場
合
、
棄
却
域
に
入
る
観
測
結
果
が
得
ら
れ
る
相
対

頻
度
」
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
頻
度
は
ま
た
、
無
限
回
の
実
験
の
う
ち
で
、
「
帰
無
仮
説
が
実
際
は
真
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
（
偽
な
る
対
立
仮
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
）
」
と
い
う
、
「
第
一
種
の
誤
り
扁
が
起
こ
る
相
対
頻
度
で
も
あ

る
。
他
方
、
も
し
観
澗
値
が
棄
却
域
に
入
ら
な
け
れ
ぽ
（
棄
却
域
の
補
集
合
一
G
に
入
れ
ば
）
、
今
度
は
、
帰
無
仮
説
が
真
で
あ
る
と
見
な
さ

れ
、
対
立
仮
説
が
退
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
対
立
仮
説
と
R
S
仮
説
か
ら
導
か
れ
た
標
本
分
布
が
一
O
に
与
え
る
確
率
評
［
（
J
G
）

が
求
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
確
率
は
、
「
実
際
に
は
正
し
い
対
立
仮
説
が
採
用
さ
れ
ず
、
偽
な
る
帰
無
仮
説
が
採
用
さ
れ

る
」
と
い
う
「
第
二
種
の
誤
り
」
が
起
こ
る
梢
対
頻
度
を
表
し
て
い
る
。

　
～
般
に
、
決
定
的
で
な
い
実
験
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
二
つ
の
対
立
す
る
仮
説
の
一
方
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
こ
こ
で
挙
げ
た
二

種
類
の
誤
り
の
可
能
性
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
誤
り
の
確
率
を
い
か
に
し
て
最
小
限
に
止
め
る
よ
う
な
棄
却
域
を
選
ぶ

か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
第
　
種
の
誤
り
の
確
率
を
下
げ
よ
う
と
す
る
と
、
帰
無
仮
説
が
棄
却
さ
れ
る
機
会
、
即
ち
対



立
仮
説
が
採
用
さ
れ
る
相
対
頻
度
が
下
が
り
、
結
果
と
し
て
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
を
高
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
先
に
触
れ

た
よ
う
に
、
第
一
種
の
誤
り
の
確
率
を
、
一
定
の
低
い
値
に
固
定
し
た
上
で
、
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
を
最
小
と
す
る
よ
う
な
棄
却
域
を
選

ぶ
の
が
次
善
の
策
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
例
の
よ
う
に
、
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
理
量
に
特
定
の
数
値
を
与
え
て
い
る
帰
無
・
対
立

仮
説
を
前
提
し
た
場
合
、
一
定
の
第
一
種
の
誤
り
の
確
率
に
対
し
て
、
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
を
最
小
と
す
る
よ
う
な
棄
却
域
が
存
在
す
る

こ
と
は
、
ネ
イ
マ
ン
ー
ー
ピ
ア
ソ
ン
の
基
本
定
理
で
保
証
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
定
理
を
用
い
て
棄
却
域
を
設
定
し
、
実
際
に
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

イ
コ
ロ
を
一
、
O
O
O
回
投
げ
て
み
て
、
帰
無
・
対
立
仮
説
の
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
を
決
定
す
れ
ぽ
よ
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
仮
説
を
反
証
な
い
し
確
証
す
る
さ
い
に
、
二
種
類
の
誤
り
の
確
率
を
明
示
す
る
こ
と
が
、
統
計
的
仮
説
検
定
の
本
質
で

あ
り
、
か
つ
最
大
の
長
所
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
の
場
合
、
こ
の
誤
り
の
確
率
が
算
出
で
き
た
の
は
、
帰
無
・
対
立
の
両
仮
説
が
一
回

の
試
行
で
一
の
出
る
確
率
値
を
特
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
確
率
の
頻
度
解
釈
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
「
1
の
目

が
出
る
相
対
頻
度
が
収
束
す
る
こ
と
」
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
帰
無
・
対
立
仮
説
の
い
ず
れ
も
が
、
頻
度
収
束
を
含
意

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
仮
説
検
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
相
対
頻
度
の
収
束
を
主
張
す
る
帰
無
仮
説

と
、
そ
の
発
散
を
主
張
す
る
対
立
仮
説
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
対
し
て
は
、
仮
説
検
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
仮
説
検
定
と

は
、
収
束
自
体
の
有
無
の
決
定
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
相
対
頻
度
の
収
束
を
前
提
し
た
上
で
の
、
特
定
の
極
限
値
の
間
の
選

択
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
有
限
事
象
列
に
お
け
る
頻
度
の
観
察
に
も
と
つ
く
統
計
的
仮
説
検
定
に
よ
っ
て
は
、
頻
度
の
収
束
を
経

験
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
の
論
点
　
極
限
値
の
特
定
か
収
束
の
確
保
か

第
二
の
論
点
に
移
ろ
う
。
そ
も
そ
も
科
学
に
お
け
る
典
型
的
な
確
率
論
の
使
用
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
記
述
し
予
測
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
は
、
あ
る
特
定
の
出
来
事
の
相
対
頻
度
の
極
限
値
で
は
な
く
、
平
均
や
分
散
や
共
分
散
と
い
っ
た
、
多
数
の
事
象
の
集
団
的
性
質
に
関

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

六
三
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四

わ
る
量
で
あ
る
。
例
え
ば
、
統
計
力
学
に
お
い
て
現
実
と
の
一
致
が
問
題
と
な
る
の
は
、
気
体
分
子
個
々
の
運
動
量
の
相
対
頻
度
の
極
限
値

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
平
均
の
関
数
と
し
て
の
気
体
の
熱
・
圧
力
・
体
積
で
あ
る
。
ま
た
サ
イ
コ
ロ
投
げ
の
場
合
に
お
け
る
興
味
の
対
象
は
、

し
ぼ
し
ぼ
「
出
現
す
る
期
待
値
が
最
大
の
目
は
何
か
」
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
現
実
の
出
来
事
の
記
述
や
予
測
に
用
い
ら
れ
る
確
率
模
型
に

お
い
て
も
、
平
均
値
や
分
散
値
は
特
定
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
個
々
の
確
率
値
、
即
ち
頻
度
極
限
値
は
不
特
定
の
ま
ま
、
前
者
と
両
立
す

る
も
の
と
見
な
し
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
確
率
論
の
応
用
に
お
い
て
、
経
験
的
意
味
を
持
っ
た
特
定
の
値
を
与
え
て
お

か
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
形
式
的
に
言
え
ば
、
確
率
測
度
異
な
の
で
は
な
く
、
可
測
関
数
の
確
率
測
度
に
関
す
る
ル
ベ
ー
グ
積
分
値
（
期
待

値
・
平
均
）
や
、
そ
の
関
数
値
（
分
散
・
共
分
散
な
ど
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
確
率
論
の
経
験
的
適
用
に
お
い
て
頻
度
極
限
値
の

特
定
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
と
言
え
る
。

　
そ
れ
を
反
映
し
て
、
科
学
の
現
場
で
実
際
に
用
い
ら
れ
る
仮
説
検
定
に
お
い
て
検
定
対
象
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
、
平
均
値
に
異
な
っ
た

値
を
与
え
る
帰
無
・
対
立
仮
説
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
仮
説
は
、
特
定
の
平
均
値
と
両
立
可
能
な
さ
ま
ざ
ま
な
頻
度
分
布
を
主
張

す
る
仮
説
か
ら
な
る
集
合
で
あ
る
。
サ
イ
コ
ロ
投
げ
に
即
し
て
い
え
ば
、
例
え
ば
、
「
3
が
出
る
期
待
値
が
最
も
高
い
篇
と
い
う
主
張
を
共

有
す
る
仮
説
の
集
合
と
、
「
5
が
出
る
期
待
値
が
最
も
高
い
」
と
い
う
主
張
を
含
意
す
る
仮
説
の
集
合
と
の
問
で
、
検
定
が
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
確
か
に
頻
度
極
限
値
と
し
て
の
個
々
の
確
率
値
は
未
規
定
の
ま
ま
放
置
で
き
る
と
し
て
も
、
期
待
値
を
特
定
す
る
以
上
、
樒
対

頻
度
の
収
束
は
前
提
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ぼ
、
確
率
値
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
関
数
と
し
て
定
義
さ
れ
る
期
待
値
も
ま
た
、

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
頻
度
説
に
も
と
つ
く
確
率
論
が
現
実
へ
適
用
さ
れ
得
る
た
め
に
は
、
確
率
値
と
し
て
の
頻
度
極
限

値
は
特
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
が
、
相
対
頻
度
の
収
束
は
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
を
踏
ま
え
て
、
前
節
で
触
れ
た
、
確
率
論
の
適
用
に
お
い
て
常
に
前
提
さ
れ
る
S
T
仮
説
に
関
し
て
も
、
そ
こ
で
含
意

さ
れ
て
い
る
の
は
相
対
頻
度
の
収
束
だ
け
で
あ
っ
て
、
特
定
の
極
限
値
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
こ
と



は
ま
た
、
仮
説
検
定
の
前
提
と
な
る
、
異
な
っ
た
抽
出
頻
度
の
分
布
を
主
張
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
R
S
仮
説
に
お
い
て
も
、

説
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

例
外
な
く
S
T
仮

　
二
つ
の
論
点
を
受
け
て

　
以
上
二
つ
の
論
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
確
率
論
の
現
実
の
現
象
へ
の
適
用
が
正
当
な
も
の
だ
と
言
い
得
る
た
め
に
決
定
的
に
重
要
な
事

柄
は
、
相
対
頻
度
の
極
限
値
を
い
か
に
特
定
す
る
か
で
は
な
く
、
そ
の
収
束
を
い
か
に
確
保
す
る
か
に
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
、
頻
度
の
収
束

を
前
提
し
た
上
で
そ
の
極
限
値
（
な
い
し
そ
の
期
待
値
や
分
散
値
）
を
判
定
す
る
相
対
頻
度
の
観
察
は
、
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
を
正
当

化
す
る
手
段
と
は
い
え
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
頻
度
安
定
現
象
の
経
験
は
、
頻
度
解
釈
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
に
は

な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
適
用
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
以
上
の
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
頻
度
説
批
判
が
的
外
れ
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
相
対
頻
度
の
収
束
の
極

限
値
と
し
て
の
確
率
を
特
定
せ
ず
と
も
、
期
待
値
や
分
散
値
と
い
っ
た
指
標
に
経
験
的
に
観
測
可
能
な
数
値
を
与
え
て
さ
え
お
け
ぽ
、
頻
度

的
確
率
論
は
経
験
的
意
味
を
持
ち
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
期
待
値
・
分
散
値
の
経
験
的
意
味
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
が

前
提
と
し
て
い
る
頻
度
収
束
の
有
無
の
確
証
・
反
証
可
能
性
を
論
ず
る
べ
き
で
あ
り
、
収
束
の
有
無
の
判
定
を
意
図
し
て
い
な
い
頻
度
の
観

察
と
い
う
手
続
き
を
取
り
上
げ
て
も
無
意
味
な
の
で
あ
る
。

　
実
用
主
義
的
正
当
化
再
論

　
と
こ
ろ
で
本
節
で
概
観
し
た
仮
説
検
定
は
、
「
観
測
値
は
一
G
に
入
る
」
「
観
測
値
は
0
に
入
る
」
と
い
う
言
明
を
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
無
・
対

立
仮
説
に
よ
る
観
測
結
果
に
関
す
る
予
測
と
見
な
す
こ
と
で
、
こ
れ
ら
両
仮
説
の
予
測
の
成
否
を
判
定
す
る
作
業
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
、
観
察
値
が
一
G
に
入
れ
ば
、
帰
無
仮
説
の
予
測
が
成
功
し
、
対
立
仮
説
の
そ
れ
は
外
れ
た
と
さ
れ
、
ま
た
C
に
入
れ

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

六
五
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ば
、
対
立
仮
説
が
予
測
に
成
功
し
、
帰
館
仮
説
は
失
敗
し
た
と
判
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
観
測

結
果
と
さ
し
あ
た
っ
て
は
両
立
可
能
な
、
頻
度
的
な
主
張
で
あ
る
両
仮
説
の
予
測
の
成
否
を
、
一
定
の
誤
り
の
確
率
を
伴
っ
て
、
一
意
的
に

判
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
上
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
帰
無
・
対
立
の
両
仮
説
と
も
、
あ
る
試
行
に
お
け
る
相
対
頻
度
の
収
束
を
含
意
し
て
い
た
。
す
る
と
、
こ
れ
ら

の
仮
説
の
ど
ち
ら
が
予
測
に
成
功
し
よ
う
と
、
そ
の
試
行
に
対
し
て
確
率
論
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
し
、
ま
た
ど
ち
ら
の

予
測
が
失
敗
し
よ
う
と
、
そ
れ
に
対
す
る
確
率
論
の
適
用
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
仮
説
検
定
と
し
て
の
予
測
の
成
否
の
判
定
と
は
、

確
率
論
の
あ
る
特
定
の
対
象
へ
の
適
用
を
当
然
癒
し
た
上
で
、
確
率
値
や
期
待
値
を
選
択
す
る
作
業
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、
「
確
率
論
を
含
ん
だ
理
論
の
予
測
の
成
功
に
よ
っ
て
何
か
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
の
対
象
に
つ
い
て
の
確

率
論
の
適
用
そ
の
も
の
で
は
な
い
㎏
と
い
う
先
言
で
見
た
論
点
が
、
改
め
て
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

七
　
確
率
化
に
よ
る
正
当
化

　
模
型
上
の
十
分
条
件
の
実
現

　
そ
れ
で
は
、
頻
度
の
収
束
を
確
保
す
る
手
段
と
は
何
か
。
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
…
…
確
率
と
は
、
実
験
の
数
が
無
際
限
に
増
え
て
い
く
に
つ
れ
て
頻
度
が
と
る
極
限
値
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の

　
　
実
験
が
確
率
的
で
あ
る
、
即
ち
頻
度
が
あ
る
一
定
の
値
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
い
く
傾
向
を
持
つ
と
い
う
こ
の
仮
説
は
、
あ
る
条
件
が

　
　
無
限
回
の
繰
り
返
し
に
お
い
て
、
つ
ね
に
完
全
に
精
確
に
満
た
さ
れ
続
け
る
場
合
に
の
み
妥
当
で
あ
り
続
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囚
○
一
ヨ
。
ぴ
Q
o
δ
く
仏
O
①
ρ
薯
』
頓
ω
虚
）

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
、
「
頻
度
が
あ
る
一
定
の
値
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
い
く
傾
向
を
持
つ
と
い
う
…
…
仮
説
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

意
う
S
T
仮
説
に
根
証
す
る
。
そ
し
て
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
言
う
、
S
T
仮
説
の
妥
当
性
を
保
証
す
る
条
件
と
は
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
模
型
上



の
収
束
事
象
列
が
存
在
す
る
た
め
の
十
分
条
件
と
し
て
触
れ
た
「
試
行
の
独
立
・
同
一
性
」
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
S
T
仮
説
は
、
模
型

上
の
収
束
事
象
列
が
存
在
す
る
十
分
条
件
を
、
現
実
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
で
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
確

認
し
た
よ
う
に
、
無
限
回
試
行
と
い
う
模
型
上
の
仮
構
存
在
が
独
立
・
同
一
性
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
そ
の
可
能
な
経
過
の
う
ち
に
収
束
事

象
列
が
無
限
個
存
在
す
る
こ
と
は
、
大
数
の
強
法
則
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
現
実
の
試
行
に
お
け
る
独

立
・
岡
一
性
の
確
保
は
、
「
そ
の
試
行
が
結
果
と
し
て
も
た
ら
す
有
限
事
象
列
を
、
模
型
上
の
収
束
事
象
列
の
最
初
の
有
限
部
分
で
あ
る
と

見
な
す
こ
と
」
を
正
当
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
S
T
仮
説
の
正
当
化
の
た
め
に
は
、
試
行
の
独

立
・
同
一
性
さ
え
確
保
で
き
れ
ぽ
、
有
限
事
象
列
に
お
い
て
、
特
定
の
数
値
の
ま
わ
り
で
の
頻
度
の
安
定
現
象
が
観
察
さ
れ
る
必
要
も
な
い

こ
と
に
な
る
。
頻
度
の
安
定
現
象
が
観
察
さ
れ
な
い
独
立
・
同
一
な
試
行
の
有
限
の
経
過
は
、
有
限
個
の
観
察
で
は
安
定
現
象
が
気
づ
か
れ

な
い
く
ら
い
遅
い
収
束
速
度
を
持
っ
た
収
束
過
程
を
理
想
形
と
し
て
い
る
と
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
近
似
的
実
現
の
手
段
一
確
率
化

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
話
を
現
実
の
有
限
回
の
繰
り
返
し
に
限
っ
て
も
、
す
べ
て
の
試
行
に
お
い
て
独
立
・
同
一
性
を
「
完
全
に
精
確
に
」

満
た
す
こ
と
は
、
実
際
上
潮
可
能
で
あ
る
。
試
行
の
独
立
・
同
一
性
も
ま
た
、
現
実
に
お
い
て
は
近
似
的
に
し
か
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
一
つ
の
理
想
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
正
当
化
の
戦
略
に
と
っ
て
好
都
合
な
こ
と
に
、
こ
の
模
型
上
の
十
分
条
件
は
、
実
験
状
況
の

制
御
・
乱
数
表
な
ど
の
乱
数
発
生
装
置
を
用
い
て
な
さ
れ
る
「
確
率
化
」
を
施
し
た
標
本
抽
出
と
い
っ
た
、
入
為
的
操
作
に
よ
っ
て
近
似
的

に
達
成
可
能
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
人
為
的
操
作
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
近
似
の
程
度
は
、
数
学
理
論
を
現
実
へ

と
適
用
す
る
他
の
事
例
と
比
べ
て
も
、
遜
色
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
物
理
実
験
の
場
合
、
一
圓
の
観
測
が
他
の

観
測
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
、
ま
た
観
測
が
同
じ
条
件
で
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
実
験
装
置
を
工
夫
し
さ
え
ず
れ
ば
、
あ
る
程
度
満
足

の
い
く
形
で
、
模
型
上
の
十
分
条
件
が
実
現
さ
れ
た
と
兇
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
な
に
も
観
測
を
繰
り
返
し
て
、
観
察
値
の
相

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

六
七



折
口
学
研
究
　
笈
叩
五
百
七
・
†
六
号

六
八

対
頻
度
の
安
定
傾
向
を
経
験
的
に
確
か
め
な
く
と
も
、
そ
の
観
測
値
の
系
列
を
収
束
事
象
列
の
近
似
態
と
見
な
し
、
確
率
論
を
用
い
て
そ
れ

を
記
述
・
分
析
す
る
こ
と
は
、
数
学
理
論
一
般
の
現
実
へ
の
適
用
の
平
凡
な
…
例
と
し
て
容
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
験

や
標
本
抽
出
に
お
け
る
人
為
的
操
作
に
よ
っ
て
比
較
的
容
易
に
達
成
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
た
め
、
模
型
上
の
十
分
条
件
の
近
似
的
実

現
に
よ
る
3
丁
仮
説
の
正
当
化
（
以
降
、
こ
れ
を
典
型
的
な
人
為
的
操
作
の
名
を
冠
し
て
「
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
」
と
呼
ぶ
）
は
、
科
学
の

現
場
で
日
常
的
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
の
多
方
面
へ
の
応
用
を
支
え
て
い
る
。

　
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
確
率
化
に
よ
っ
て
実
現
が
目
指
さ
れ
る
十
分
条
件
を
設
定
し
て
い
る
の
は
、
大
数
の
強
法
則
で
あ
っ
た
。
大
数

の
強
法
則
は
、
（
～
）
測
度
論
的
確
率
論
の
頻
度
解
釈
が
、
模
型
上
に
お
い
て
空
虚
で
な
い
こ
と
を
保
証
し
、
か
つ
（
二
）
そ
の
確
率
論
が
、

頻
度
解
釈
の
下
で
現
実
へ
適
用
さ
れ
る
際
に
広
範
に
採
用
さ
れ
て
い
る
正
当
化
の
方
法
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
頻
度

的
・
測
度
論
的
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
に
さ
い
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
　
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
と
科
学
的
仮
説
一
般
の
正
当
化
の
共
通
点

　
正
当
化
の
不
確
実
性

　
以
下
で
は
、
確
率
化
に
よ
る
S
T
仮
説
の
正
当
化
と
、
科
学
に
お
い
て
提
案
さ
れ
て
い
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
に
関
す
る
仮
説
一
般
の
正

当
化
と
の
誤
答
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
本
節
で
は
両
者
の
共
通
点
に
着
目
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
「
確
率
化
に
よ
る
正
当
化

は
、
仮
説
が
真
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
保
証
し
な
い
こ
と
」
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。
「
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
が
確
実
な
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
こ
の
事
態
は
、
以
下
で
論
ず
る
よ
う
に
、
そ
の
正
当
化
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
大
数
の
強
法
鋼
に
よ
る
確
率
1
で
の
頻
度
収
束
の
保

証
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
法
則
が
設
定
す
る
条
件
の
実
現
が
近
似
的
に
し
か
達
成
で
き
な
い
こ
と

を
度
外
視
し
て
も
成
り
立
つ
事
柄
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
大
数
の
法
鋼
に
よ
る
確
率
！
で
の
収
束
の
保
証
と
は
、
「
独
立
・
同
一
性
の
条
件
を
満
た
し
た
無
毒
回
試
行
の
す
べ
て
の
可
能
な



経
過
の
う
ち
、
相
対
頻
度
の
収
束
が
起
こ
る
も
の
か
ら
な
る
集
合
θ
の
確
率
値
が
一
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
現
実

の
繰
り
返
し
試
行
の
経
過
で
あ
る
有
限
事
象
列
が
、
模
型
上
に
理
想
形
と
し
て
持
つ
無
限
事
象
列
と
は
、
無
限
回
試
行
の
不
特
定
だ
が
単
一

の
経
過
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
模
型
上
の
単
一
の
経
過
の
確
率
空
間
上
で
の
数
学
的
表
現
は
単
一
の
標
本
点
ω
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
単
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
＞

の
標
本
点
か
ら
な
る
単
元
集
合
｛
e
｝
の
確
率
値
は
、
例
外
的
な
場
合
を
除
き
つ
ね
に
0
で
あ
る
。
一
般
に
、
あ
る
シ
グ
マ
集
合
S
が
0
以

外
の
確
率
値
α
を
持
つ
と
す
る
と
、
こ
の
～
は
確
率
1
を
持
つ
と
さ
れ
た
、
先
に
言
及
し
た
集
合
θ
に
必
ず
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
う
で
な
く
、
θ
と
～
の
交
わ
り
が
空
集
合
だ
と
す
れ
ば
（
Q
⊃
⑦
1
1
＄
）
、
確
率
測
度
の
加
法
性
よ
り
、
両
者
の
和
集
合
の
確
率
値
が
一
を
越
え

て
し
ま
う
（
㌔
（
◎
⊂
の
）
H
日
＋
寝
〉
一
）
と
い
う
矛
盾
が
生
ず
る
。
）
一
方
、
確
率
値
0
の
シ
グ
マ
集
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
言

え
な
い
。
す
る
と
確
率
値
0
を
持
つ
、
（
例
外
的
な
場
合
を
除
く
）
単
元
集
合
｛
e
｝
は
、
θ
に
含
ま
れ
て
も
よ
い
し
、
θ
に
含
ま
れ
な
く
と

も
よ
い
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
任
意
の
単
一
の
標
本
点
ω
は
、
た
と
え
θ
の
確
率
が
一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
θ
に
属
す
る
と
は
限

ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
θ
は
可
算
無
限
個
の
標
本
点
か
ら
な
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
補
集
合
一
◎
は
高
々
有
限
個
の
標
本
点
か
ら

な
る
集
合
で
あ
っ
た
。
た
と
え
確
率
変
数
列
が
独
立
・
同
一
性
の
条
件
を
満
た
し
た
と
し
て
も
、
大
数
の
強
法
則
は
、
「
単
一
の
標
本
点
が
、

そ
の
標
本
点
に
対
し
て
定
義
さ
れ
た
確
率
変
数
列
の
和
の
収
束
が
起
こ
る
無
限
個
の
標
本
点
の
～
つ
と
し
て
θ
に
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

そ
の
よ
う
な
収
束
が
起
こ
ら
な
い
有
限
個
の
例
外
と
し
て
一
②
に
属
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
何
も
舎
指
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
模
型
上
で
言
え
ば
、
た
と
え
独
立
・
同
～
性
を
満
た
し
た
無
限
回
試
行
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
単
一
の
経
過
に
関
し
て
は
、
大
数
の
強
法
則

を
以
っ
て
し
て
も
、
相
対
頻
度
の
収
束
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
現
実
に
戻
せ
ば
、
た
と
え
有
限
回
の
試
行
に

お
い
て
、
独
立
・
同
一
性
が
完
全
に
達
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
生
ず
る
事
象
列
が
、
模
型
上
の
収
束
事
象
列
の
最
初
の
有
限
部
分

で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
た
と
え
独
立
・
同
一
性
の
条
件
を
完
金
に
満
た
し
た
試

行
を
、
そ
の
ま
ま
無
際
限
に
繰
り
返
し
て
も
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
無
限
列
が
、
頻
度
収
束
が
生
じ
な
い
高
々
有
限
個
の
例
外
の
一
つ
で
な

い
保
証
は
、
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
現
実
の
試
行
に
対
し
て
、
大
数
の
強
法
則
が
設
定
す
る
条
件
の
近
似
的
実
現
を
目

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

六
九



哲
学
研
究
　
第
五
再
七
十
六
号

七
〇

指
し
て
確
率
化
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
試
行
の
経
過
に
お
い
て
頻
度
が
発
散
す
る
可
能
性
、
即
ち
そ
の
試
行
に
関
す
る
S
T
仮
説
が
偽

で
あ
る
可
能
性
は
、
つ
ね
に
排
除
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
確
率
化
に
よ
る
S
T
仮
説
の
正
当
化
は
、
そ
の
仮
説
を
つ
ね
に
真
と
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
不
確
実
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
般
的
特
徴
と
し
て
の
不
確
実
性

　
し
か
し
正
当
化
が
い
ま
述
べ
た
意
味
で
確
実
で
な
い
こ
と
は
、
何
も
確
率
化
に
よ
る
S
T
仮
説
の
正
当
化
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
そ
も

そ
も
一
般
に
、
「
正
当
化
さ
れ
る
」
と
い
う
概
念
は
「
真
で
あ
る
」
と
い
う
概
念
か
ら
は
独
立
で
あ
り
、
あ
る
仮
説
が
何
ら
か
の
手
続
ぎ
に

則
っ
て
真
で
あ
る
と
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
仮
説
が
実
際
に
真
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
含
意
し
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
仮
説
を
正

当
化
す
る
た
め
に
は
、
大
雑
把
に
言
っ
て
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
こ
と
の
一
定
の
根
拠
を
与
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
必
然
的
に
真
で

あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
が
S
T
仮
説
を
必
然
的
に
真
と
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
正
当
化
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
統
計
的
仮
説
検
定
に
お
い
て
、
検
定
結
果
に
は
つ
ね

に
一
定
の
第
一
種
・
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
が
伴
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
思
い
起
こ
そ
う
。
「
た
と
え
正
当
化
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、

仮
説
が
偽
で
あ
る
可
能
性
が
残
る
㎏
と
い
う
、
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
が
抱
え
る
問
題
は
、
科
学
的
仮
説
を
正
当
化
す
る
一
般
的
な
手
段
で

あ
っ
た
仮
説
検
定
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
、
普
遍
的
で
平
凡
な
事
態
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
三
つ
の
類
似
点

　
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
と
、
仮
説
検
定
に
よ
る
科
学
的
仮
説
一
般
の
正
当
化
の
間
に
成
り
立
つ
類
似
性
は
こ
の
点
に
止
ま
ら
な
い
。
仮
説

検
定
に
お
い
て
、
正
当
化
の
成
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
残
る
誤
り
の
可
能
性
が
、
第
　
種
・
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と

で
頻
度
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
、
公
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
に
お
い
て
も
、
偽
な
る
仮
説
が
正
当
化
さ
れ
る
可
能



性
は
、
無
限
回
試
行
に
お
け
る
有
限
回
の
出
現
頻
度
を
表
す
「
確
率
0
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
、
い
わ
ば
理
論
的
に
織
り
込
み
済
み
の
事

態
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
仮
説
検
定
に
お
い
て
は
、
誤
っ
た
結
論
へ
と
導
く
可
能
性
を
表
現
し
て
い
る
確
率
値
が
、
何
ら

か
の
意
味
で
最
低
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
検
定
の
「
よ
さ
」
を
表
す
指
標
と
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
に
お
い

て
も
、
誤
り
の
確
率
が
G
と
い
う
最
低
値
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
正
当
化
の
「
よ
さ
」
を
表
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。

結
周
、
S
T
仮
説
の
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
と
、
仮
説
検
定
に
よ
る
科
学
的
仮
説
一
般
の
正
当
化
の
類
似
点
は
、
（
一
）
仮
説
の
正
当
化
が
、

必
ず
し
も
そ
の
仮
説
が
真
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
な
い
、
即
ち
、
偽
な
る
仮
説
が
正
当
化
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
、
（
二
）
そ
の

偽
な
る
仮
説
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
、
一
定
の
確
率
値
と
し
て
頻
度
的
に
表
現
さ
れ
、
い
わ
ぽ
理
論
的
に
公
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

（
三
）
そ
の
頻
度
と
し
て
の
確
率
値
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
最
低
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ら
正
当
化
の
「
よ
さ
」
を
示
し
て
い
る
こ

と
の
三
つ
で
あ
る
。九

確
率
化
に
よ
る
正
当
化
と
科
学
的
仮
説
一
般
の
正
当
化
の
相
違
点

　
撤
回
可
能
な
正
当
化
と
訂
正
可
能
な
誤
り

　
し
か
し
一
方
で
、
両
者
は
、
い
っ
た
ん
な
さ
れ
た
正
当
化
が
撤
回
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
で
最
低
の
値
に

抑
え
ら
れ
た
確
率
値
と
し
て
そ
の
可
能
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
誤
り
が
、
将
来
に
お
い
て
経
験
的
な
証
拠
に
も
と
づ
い
て
訂
正
可
能
か
ど
う

か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
仮
説
検
定
に
お
け
る
誤
り
の
改
訂
可
能
性
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。
一
般
に
、
同
じ
実
験
値
に
対
し
て
異
な
る
検
定
方
法
（
例
え
ば
、

適
合
度
検
定
に
お
け
る
カ
イ
ニ
乗
検
定
と
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
ー
ー
ス
ミ
ル
ノ
フ
検
定
）
が
相
反
す
る
検
定
結
果
を
与
え
た
場
合
、
両
者
の
う
ち
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

り
低
い
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
値
を
持
っ
た
結
果
を
優
先
す
る
と
い
う
判
断
は
、
「
つ
の
有
力
な
選
択
方
針
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
選
択
基
準
に
従
え
ば
、
同
じ
実
験
値
に
対
し
て
標
本
の
大
き
さ
だ
け
が
異
な
る
二
つ
の
検
定
が
、
相
反
す
る
検
定
結
果
を
与
え
て
い
る
場

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

七
一
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合
も
、
両
者
の
う
ち
、
よ
り
低
い
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
値
を
持
つ
結
果
が
優
先
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
他
の
条
件

が
す
べ
て
同
じ
な
ら
ぼ
、
仮
説
検
定
の
標
本
の
大
き
さ
が
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
検
定
の
結
果
に
伴
う
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
は
小
さ
く
な
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
9
頃
①
美
①
江
玄
鳥
4
も
■
。
。
い
。
）
。
例
え
ば
、
サ
イ
コ
ロ
を
一
〇
、
○
○
○
回
投
げ
て
行
わ
れ
る
検
定
の
第
二
種
の
誤
り

の
確
率
は
、
　
、
○
○
○
回
投
げ
る
検
定
の
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い
の
で
あ
る
。
す
る
と
も
し
、
同
じ
サ
イ
コ
ロ
に
対
す
る
一
、
O
O
O
回
投

げ
検
定
と
　
O
、
O
O
O
回
投
げ
検
定
で
、
採
用
さ
れ
る
仮
説
が
異
な
っ
た
場
合
、
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
が
よ
り
低
い
後
者
の
結
果
が
優

先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
中
心
極
限
定
理
（
8
賢
聖
＝
謬
誇
9
⑦
自
⑦
ヨ
）
に
よ
れ
ば
、
標
本
の
大
き
さ
が
増
せ
ば
、
一
定
の
第
一
種
の

誤
り
の
確
率
を
持
つ
棄
却
域
の
範
囲
は
広
く
な
る
の
で
、
｝
、
○
○
○
回
投
げ
検
定
と
一
〇
、
○
○
○
回
投
げ
検
定
の
結
果
が
異
な
る
の
は
、

前
者
に
お
い
て
帰
無
仮
説
が
受
容
さ
れ
、
後
者
に
お
い
て
棄
却
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
　
～
、
○
○
○
囲
投
げ
検
定
で
採
用

さ
れ
た
帰
無
仮
説
は
、
サ
イ
コ
ロ
を
さ
ら
に
投
げ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
頻
度
の
観
察
結
果
と
い
う
新
た
な
経
験
的
証
拠
に
照
ら

し
て
覆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
一
、
○
○
○
回
投
げ
検
定
で
帰
還
仮
説
に
与
え
ら
れ
た
正
当
化
が
、
一
〇
、
○
○
○
回
投
げ
検

定
に
お
い
て
撤
園
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
を
以
っ
て
、
単
純
に
、
「
一
、
O
O
O
園
投
げ
検
定
の
誤
り
が
、
　
一
〇
、
○
○
○
回
投
げ
検
定
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ

た
」
と
は
い
え
な
い
。
確
か
に
、
一
〇
、
○
○
○
回
投
げ
検
定
に
お
け
る
帰
無
仮
説
の
棄
却
が
持
つ
第
一
種
の
誤
り
の
確
率
は
、
一
、
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

○
回
投
げ
検
定
に
お
け
る
帰
詣
仮
説
の
保
持
に
伴
う
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
に
比
べ
て
低
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
「
誤
り

の
相
対
頻
度
が
低
い
こ
と
」
し
か
意
味
せ
ず
、
特
定
の
サ
イ
コ
ロ
投
げ
検
定
に
お
い
て
、
「
前
者
に
お
け
る
仮
説
の
棄
却
が
正
し
く
、
後
者

に
お
け
る
そ
の
受
容
が
偽
で
あ
る
こ
と
」
ま
で
は
含
意
し
な
い
。
し
か
し
も
し
、
一
、
○
○
○
回
投
げ
検
定
に
お
け
る
帰
無
仮
説
の
保
持
が

間
違
っ
て
い
た
場
合
、
サ
イ
コ
ロ
を
投
げ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
標
本
の
大
き
さ
を
増
し
、
新
た
に
得
ら
れ
た
経
験
的
な
証
拠
に
も
と
づ
い

て
、
い
っ
た
ん
な
さ
れ
た
正
当
化
を
撒
回
し
、
そ
の
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
可
能
な

の
で
あ
る
。



　
撤
回
不
可
能
な
正
当
化
と
訂
正
不
可
能
な
誤
り

　
こ
れ
に
対
し
て
、
確
率
化
に
よ
る
S
T
仮
説
の
正
当
化
に
お
い
て
は
、
仮
説
検
定
に
お
け
る
、
標
本
の
大
き
さ
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ

る
新
た
な
経
験
的
証
拠
の
獲
得
に
対
応
す
る
、
「
正
当
化
を
撤
回
し
、
誤
り
を
訂
正
す
る
方
策
」
は
存
在
し
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
い
っ

た
ん
、
あ
る
S
T
仮
説
を
確
率
化
に
よ
っ
て
正
当
化
し
た
な
ら
ぽ
、
そ
の
正
当
化
が
も
た
ら
す
誤
り
の
可
能
性
を
、
理
論
的
に
は
十
分
認
識

し
な
が
ら
も
、
そ
の
誤
り
を
原
理
的
に
訂
正
不
可
能
な
も
の
と
し
て
放
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
の
撤
回
不
可
能
性
（
量
お
く
o
o
筈
葺
蔓
）
」
、
な
い
し
「
可
能
な
誤
り
の
訂
正
不
可
能
性
（
ぎ
。
霞
ユ
σ
q
筐
一
一
蔓
）
㎏
と

で
も
呼
べ
る
こ
の
事
態
を
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
比
喩
で
説
明
し
て
み
よ
う
。
私
が
あ
る
人
に
電
話
を
か
け
た
と
す
る
。
私
は
、
そ
の

人
の
正
し
い
番
号
を
押
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
、
も
ち
ろ
ん
、
押
し
間
違
え
を
し
て
い
る
可
能
性
は
つ
ね
に
あ
る
。
（
か
つ
、
遺
憾
な

が
ら
、
私
の
電
話
機
は
旧
式
で
、
か
け
た
番
号
を
表
示
す
る
機
能
を
持
た
な
い
。
）
こ
こ
で
電
話
に
相
手
が
出
て
く
れ
れ
ぽ
、
私
は
、
「
正
し
い

番
号
を
押
し
た
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
」
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
電
話
は
相
手
を
延
々
と
呼
び
出
し
て
は
い
る
も
の
の
、

い
っ
こ
う
に
誰
も
出
て
く
れ
な
い
。
相
手
が
出
て
く
れ
な
い
以
上
、
私
は
、
こ
れ
が
間
違
い
電
話
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
術
を
持
た
な
い
し
、

ま
た
、
闘
違
い
電
話
で
あ
る
と
確
認
し
た
上
で
、
電
話
を
か
け
直
す
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
確
率
化
に
よ
っ
て
確
率
論
の
適
用
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
科
学
者
は
、
決
し
て
相
手
が
出
て
く
れ
ず
、
自
分
が
間
違
い
電
話
を
か
け
て

い
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
延
々
と
電
話
を
か
け
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
い
や
、
科
学
者
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
の

方
が
、
さ
ら
に
悪
い
。
科
学
者
は
S
T
仮
説
を
真
と
す
べ
く
、
確
率
化
を
行
う
た
め
に
最
善
を
尽
く
す
。
一
生
懸
命
、
正
し
い
番
号
を
押
そ

う
と
す
る
私
も
岡
様
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
は
確
率
化
に
、
他
方
は
正
し
い
番
号
を
押
す
こ
と
に
失
敗
す
る
場
合
も
十
分
あ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
電
話
の
場
合
、
正
し
い
番
号
を
押
せ
ば
、
正
し
い
相
手
に
つ
な
が
る
こ
と
に
（
　
応
）
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
科

学
老
が
確
率
化
を
満
足
す
べ
き
程
度
ま
で
見
事
や
り
お
お
せ
て
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
象
列
が
、
確
率
試
行
の
近
似
態
で
あ
る
と
は
限

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

七
三
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ら
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
者
は
、
正
し
い
番
号
を
押
し
て
も
、
必
ず
し
も
正
し
い
相
手
に
か
か
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
、
い
わ
ぽ
欠
陥
品

の
電
話
を
使
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
話
を
戻
そ
う
。
確
率
化
に
よ
る
S
T
仮
説
の
正
当
化
は
、
確
か
に
そ
の
仮
説
が
偽
で
あ
る
確
率
を
劇
的
に
低
下
さ
せ
る
が
、
嗣
時
に
ま
た
、

確
率
0
で
残
っ
た
そ
の
誤
り
を
、
訂
正
不
可
能
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
の
撤
回
不
可
能
性
は
、

こ
の
、
最
低
値
に
抑
え
ら
れ
た
確
率
値
と
し
て
、
そ
の
可
能
性
が
理
論
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
誤
り
に
対
し
て
、
将
来
に
お
け
る
訂
正
可
能

性
の
道
を
閉
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
が
、
訂
正
不
可
能
な
も
の
と
し
て
放
置
す
る
の
は
、
こ
の
種
の
誤
り
だ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
そ
も
そ
も
確
率
化
を
、
満
足
い
く
程
度
に
な
し
え
な
か
っ
た
扁
と
い
う
意
味
で
誤
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
の
誤
り
を
も
訂
正
不
可
能
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
撤
回
不
可
能
性
に
よ
っ
て
、
二
重
の
意
味
で

の
可
能
な
誤
り
を
訂
正
不
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
こ
そ
、
科
学
的
仮
説
一
般
の
仮
説
検
定
に
よ
る
正
当
化
か
ら
、
S
T
仮
説
の
確
率
化
に

よ
る
正
当
化
を
際
立
た
せ
て
い
る
特
徴
な
の
で
あ
る
。

［
○
　
ま
と
め

　
確
率
論
を
現
実
の
対
象
に
適
用
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か

　
以
上
論
じ
て
き
た
こ
と
を
、
改
め
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
の
あ
り
方
に
関
し
て
確
認
さ
れ

た
の
は
、
つ
ぎ
の
一
　
点
で
あ
る
。

　
（
一
）
現
実
の
有
限
事
象
列
が
、
数
学
的
構
造
に
お
け
る
標
本
点
に
対
応
す
る
、
模
型
上
の
無
限
収
束
事
象
列
の
、
現
実
的
近
似
態
と
み

　
　
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
（
第
五
節
）

　
（
二
）
大
数
の
強
法
則
に
よ
っ
て
、
標
ホ
空
間
中
の
集
合
論
的
存
在
者
に
対
応
す
る
事
象
が
模
型
上
に
存
在
す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
、
か

　
　
つ
、
そ
の
模
型
上
の
事
象
を
現
実
に
適
用
す
る
際
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
正
当
化
の
方
法
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
（
第
七
節
）



　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
数
学
的
構
造
・
模
型
・
現
実
と
い
う
三
つ
の
存
在
領
域
に
わ
た
る
概
念
操
作
の
一
環
で
あ
る
。
確
率
論
の
現
実
へ

の
適
用
と
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
領
域
横
断
的
な
作
業
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
他
の
数
学
理
論
の
現
実
へ

の
適
用
に
際
し
て
も
、
通
常
、
同
様
の
三
つ
の
存
在
領
域
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
ま
た
が
っ
た
概
念
操
作
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

細
部
を
見
れ
ば
、
上
の
（
一
）
・
（
二
）
の
よ
う
な
特
徴
が
ひ
か
え
て
い
る
が
、
そ
の
適
用
と
い
う
操
作
の
内
実
に
関
し
て
、
確
率
論
が
他
の

数
学
理
論
と
比
べ
、
取
り
た
て
て
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
正
当
化
に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
特
異
性

　
と
こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん
適
用
の
「
正
当
化
」
に
目
を
転
じ
、
「
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
の
正
当
化
は
、
確
率
試
行

仮
説
（
S
r
仮
説
）
の
正
当
化
に
帰
着
す
る
こ
と
」
（
第
五
節
）
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
正
当
化
の
あ
り
方
を
問
う
て
い
く
に
つ
れ
、
確

率
論
の
特
異
性
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
特
異
性
は
、
以
下
の
三
点
に
整
理
で
き
る
。

　
（
一
）
　
ま
ず
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
試
行
に
即
し
て
考
え
る
限
り
、
～
丁
仮
説
、
ひ
い
て
は
確
率
論
の
適
用
は
、
経
験
的
証
拠
に
も
と
づ
い
て

正
当
化
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
S
T
仮
説
を
経
験
的
な
証
拠
に
照
ら
し
て
検
証
す
る
、
現
時
点
で
標
準
的
と
見
な
さ
れ
て
い
る
方
法

は
、
ネ
イ
マ
ン
ー
ー
ピ
ア
ソ
ン
型
の
統
計
的
仮
説
検
定
で
あ
る
。
そ
の
仮
説
検
定
は
、
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
を
理
論
的
枠
組
み
と
し
、

一
定
の
頻
度
収
束
を
前
提
し
た
上
で
、
頻
度
極
限
値
で
あ
る
確
率
値
や
期
待
値
な
ど
を
判
定
し
て
い
た
。
結
局
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
に
お
け
る

頻
度
収
束
を
主
張
す
る
S
T
仮
説
は
、
検
定
の
前
提
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。
（
第
六
節
）

　
ま
た
、
科
学
的
仮
説
一
般
の
実
用
主
義
的
な
正
当
化
と
は
、
仮
説
検
定
に
お
け
る
確
証
の
蓄
積
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

上
記
の
経
験
的
正
当
化
の
不
可
能
性
は
、
そ
の
ま
ま
、
そ
の
実
用
主
義
的
な
正
当
化
の
不
可
能
性
に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。
（
第
五
・
六
節
）

　
他
方
、
統
計
的
仮
説
検
定
は
、
S
T
仮
説
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
的
仮
説
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
仮
説
で
用
い
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ

ま
な
数
学
理
論
の
現
実
へ
の
適
用
を
、
経
験
的
証
拠
に
照
ら
し
て
検
証
す
る
装
置
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
仮
説
や
、
数
学
理
論
の
適
用
は
、
仮

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

七
五
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説
検
定
に
合
格
す
る
こ
と
で
経
験
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
そ
の
合
格
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
実
用
主
嚢
的
に
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
サ
イ
コ
ロ
投
げ
試
行
に
即
し
て
見
る
限
り
、
ネ
イ
マ
ン
釧
ピ
ア
ソ
ソ
型
の
統
計
的
仮
説
検
定
の
理
論
的
前
提

と
な
っ
て
い
る
、
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
に
は
、
経
験
的
・
実
用
主
義
的
正
当
化
の
途
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
そ
の
検
定
の
前
提
と
な
ら
な
い
数
学
理
論
の
現
実
へ
の
適
用
は
、
仮
説
検
定
に
よ
っ
て
、
経
験
的
・
実
用
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
う

る
。
結
局
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
試
行
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
、
経
験
的
・
実
用
主
義
的
正
当
化
の
不
可
能
性
が
、
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
に

ま
つ
わ
る
第
一
の
特
異
性
な
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
経
験
的
・
実
用
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
え
な
い
S
T
仮
説
、
従
っ
て
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
は
、
確
率
化
に
代
表
さ
れ
る
人
為

的
操
作
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
う
る
（
第
七
節
）
。
こ
れ
も
ま
た
、
確
率
論
の
適
用
が
持
つ
特
異
性
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
（
三
〉
　
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
的
仮
説
や
数
学
的
理
論
の
現
実
へ
の
適
用
が
、
統
計
的
仮
説
検
定
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の

正
当
化
は
、
例
え
ば
、
よ
り
大
き
な
標
本
を
用
い
た
新
た
な
検
定
に
よ
っ
て
撤
回
可
能
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
、
正
当
化
さ
れ
た

後
も
残
り
う
る
誤
り
が
、
経
験
的
証
拠
に
照
ら
し
て
訂
正
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
S
T
仮
説
ひ
い
て
は
確

率
論
の
適
用
に
対
し
て
、
い
っ
た
ん
与
え
ら
れ
た
確
率
化
に
よ
る
正
当
化
は
、
そ
の
後
、
撤
毒
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
確

率
化
に
よ
っ
て
も
な
お
残
り
う
る
誤
用
の
、
経
験
的
な
改
訂
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
第
九
節
）
。
こ
れ
ら
が
第
三

の
特
異
性
で
あ
る
。

　
サ
イ
コ
ロ
投
げ
再
論

　
こ
れ
ら
三
つ
の
特
異
性
を
踏
ま
え
、
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
の
現
実
へ
の
適
用
の
正
当
化
の
あ
り
方
を
、
近
代
確
率
論
の
成
立
の
端

緒
の
｝
つ
と
な
っ
た
サ
イ
コ
ロ
投
げ
試
行
に
即
し
て
、
改
め
て
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
確
率
論
を
、
サ
イ
コ
ロ
の
冒
が
出
る
頻
度
や
期
待
値



の
予
測
に
用
い
る
こ
と
は
、
実
際
に
サ
イ
コ
ロ
を
投
げ
た
後
で
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
有
限
事
象
列
に
お
け
る
頻
度
安
定
現
象
を
観
察
す
る

こ
と
で
、
経
験
的
に
正
当
化
さ
れ
る
事
柄
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
独
立
・
同
…
性
の
条
件
を
（
近
似
的
に
）
満
た
し

つ
つ
、
サ
イ
コ
ロ
を
投
げ
る
こ
と
で
、
言
い
か
え
る
と
、
収
束
事
象
列
（
の
現
実
的
近
似
態
）
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
「
作
り
出
す
」
こ
と

で
、
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
正
当
化
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
が
確

率
論
の
適
切
な
対
象
で
は
な
い
可
能
性
が
残
る
こ
と
を
公
認
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
経
験
的
証
拠
に
照
ら
し
て
、
そ

の
正
当
化
を
撤
回
し
た
り
、
誤
用
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
そ
の
試
行
に
対
し
て
確
率
論
を
適
用
し
つ
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
の
確
率
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
確
率
論
の
適
用
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
退

路
を
断
ち
切
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
確
率
化
と
い
う
投
げ
ら
れ
た
「
さ
い
」

　
確
率
化
は
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
の
適
用
対

象
を
大
幅
か
つ
急
速
に
広
げ
た
。
そ
の
結
果
も
あ
っ
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
確
率
論
の
多
分
野
へ
の
浸
透
は
、
時
に
は
「
確
率
論
的

帝
国
主
義
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
る
（
9
0
凶
ひ
q
霞
8
N
霞
Φ
骨
餌
r
一
〇
。
。
㊤
も
』
諺
）
。
し
か
し
一
方
で
、
確
率
化
は
、
な
お

残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
誤
用
を
、
（
仮
説
検
定
に
お
け
る
、
標
本
の
大
ぎ
さ
の
拡
大
に
相
当
す
る
よ
う
な
）
何
ら
か
の
経
験
的
証
拠
に
も

と
づ
い
て
改
め
る
こ
と
を
許
さ
な
い
ま
ま
、
確
率
論
の
適
用
領
域
を
更
に
ま
た
一
歩
広
げ
る
尖
兵
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、

新
た
な
試
行
を
、
独
立
・
同
一
性
条
件
の
下
で
繰
り
返
す
時
点
で
、
ま
さ
に
「
さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
」
と
い
え
る
。
確
率
化
は
、
確
率
論
の

新
た
な
領
域
へ
の
適
用
へ
向
け
て
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
も
は
や
引
き
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
ル
ビ
コ
ン
河
を
渡
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

七
七
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特
異
性
は
ど
こ
ま
で
成
り
立
つ
の
か

　
対
象
系
と
観
察
系

　
前
節
で
再
確
認
さ
れ
た
特
異
性
（
一
）
（
従
っ
て
、
そ
れ
か
ら
導
か
れ
る
（
二
）
・
（
三
）
も
含
め
た
す
べ
て
の
特
異
性
）
は
、
サ
イ
コ
ロ
投

げ
試
行
に
即
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
（
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
）
事
実
上
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
こ
れ
ま
で
の
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率

論
の
適
用
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
原
理
的
に
そ
の
す
べ
て
の
適
用
に
お
い
て
成
り
立

つ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
確
率
論
の
正
当
化
は
、
い
か
な
る
場
合
に
特
異
な
も
の
と
な
り
、
い
か
な
る
場
合
に
そ
う
な
ら
な
い
の
か
。

　
そ
の
こ
と
を
見
る
た
め
に
、
こ
こ
で
く
対
象
系
V
と
く
観
測
系
V
の
区
別
を
導
入
し
よ
う
。
サ
イ
コ
ロ
の
一
定
の
目
が
出
る
相
対
頻
度
の

観
察
に
は
、
特
段
の
装
置
を
必
要
と
し
な
い
の
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
コ
バ
ル
ト
の
γ
線
放
射
の
時
間
間
隔
の
相
対
頻
度
の
測
定
に
は
、
そ

れ
自
体
一
つ
の
物
理
系
で
あ
る
複
雑
な
観
測
装
置
、
即
ち
〈
観
測
系
〉
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
く
観
測
系
V
に
よ
っ
て
測

定
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
物
理
系
（
例
え
ば
、
コ
バ
ル
ト
の
γ
線
放
射
現
象
）
は
く
対
象
系
〉
と
呼
ば
れ
る
。

　
確
率
論
の
適
用
を
検
定
す
る
仮
説
検
定

　
さ
て
今
、
対
象
系
に
対
し
て
何
ら
か
の
非
確
率
的
、
即
ち
決
定
論
的
な
仮
説
を
設
定
し
、
観
測
系
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
「
一
定
の
大
き

さ
の
観
測
誤
差
の
出
現
頻
度
は
収
束
し
、
そ
の
頻
度
分
布
は
正
規
分
布
と
な
る
」
と
い
う
確
率
論
的
な
仮
説
（
こ
の
種
の
仮
説
は
「
確
率
誤

差
仮
説
」
と
呼
ば
れ
る
）
を
立
て
た
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
仮
説
の
連
言
を
取
り
、
両
仮
説
が
主
張
し
て
い
る
効
果
を
一
定

の
仕
方
で
加
算
す
る
こ
と
で
、
観
測
結
果
に
対
し
て
特
定
の
頻
度
分
布
を
与
え
る
、
一
つ
の
確
率
論
的
仮
説
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

確
率
論
的
仮
説
の
下
で
は
、
「
定
の
「
誤
り
の
確
率
賦
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
仮
説
は
統
計
的
仮
説
検
定
の
対
象
と
な
り
う

る
。
例
え
ば
、
決
定
論
的
な
古
典
力
学
の
仮
説
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
一
定
の
確
率
誤
差
仮
説
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
統
計
的
に



検
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
こ
と
は
、
「
対
象
系
も
観
察
系
も
確
率
論
的
」
、
「
対
象
系
は
確
率
論
的
で
、
観
察
系
は
決
定
論
的
」
、
と
い
う
二
種
類
の
仮
説
に
つ
い

て
も
言
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
仮
説
か
ら
二
つ
の
仮
説
を
1
例
え
ば
「
対
象
系
は
決
定
論
的
だ
が
、
観
測
系
は
確
率
論
的
」

と
い
う
仮
説
と
「
対
象
系
は
確
率
論
的
だ
が
、
観
測
系
は
決
定
論
的
㎏
と
い
う
仮
説
一
1
選
び
、
こ
れ
ら
計
三
個
の
仮
説
の
組
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
仮
説
検
定
を
行
う
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
検
定
に
お
い
て
、
一
方
の
仮
説
が
退
け
ら
れ
、
他
方
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
、

対
象
系
な
い
し
は
観
察
系
に
対
す
る
確
率
論
の
適
用
は
、
経
験
的
に
反
証
ま
た
は
確
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
前
節
で
ま
と
め

た
、
確
率
論
の
適
用
の
正
当
化
に
関
す
る
特
異
性
は
成
り
立
た
な
い
。

　
確
率
論
適
用
に
対
す
る
検
定
の
事
実
上
の
不
可
能
性

　
し
か
し
、
私
の
知
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
仮
説
の
組
に
対
す
る
仮
説
検
定
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ

る
。
一
つ
は
、
あ
る
程
度
以
上
の
精
密
な
測
定
に
お
い
て
、
一
定
の
条
件
下
で
つ
ね
に
同
じ
測
定
値
を
与
え
つ
づ
け
る
よ
う
な
精
度
の
高
い

装
置
が
、
こ
れ
ま
で
開
発
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
そ
の
よ
う
な
装
置
が
開
発
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ

か
ら
も
望
み
薄
で
あ
ろ
う
。
）
そ
の
結
果
、
岡
じ
条
件
下
で
も
、
測
定
値
が
ぼ
ら
つ
く
の
が
常
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
少
な
く
と

も
、
観
測
系
に
対
し
て
「
同
一
の
条
件
下
で
つ
ね
に
同
じ
観
測
値
を
与
え
る
」
と
い
う
決
定
論
的
な
仮
説
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
、
個
々
の
測
定
値
の
出
現
頻
度
が
本
当
に
収
束
す
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
ぼ
ら
つ
き
現
象
を
説
明
し
う
る
仮
説
と
し
て
、
確
率

論
的
仮
説
以
外
の
仮
説
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
考
案
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
「
対
象
系
は
確
率
論
的
で
、
観
察
系
は
決

定
論
的
」
と
い
う
仮
説
を
設
定
し
、
そ
れ
を
帰
無
な
い
し
対
立
仮
説
と
し
て
仮
説
検
定
を
行
う
可
能
性
は
、
事
実
上
、
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
残
る
、
「
対
象
系
は
決
定
論
的
だ
が
観
測
系
は
確
率
論
的
」
と
い
う
仮
説
と
、
「
対
象
系
も
観
測
系
も
確
率
論
的
」
と
い
う
仮
説
の
間
の
検

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

七
九
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定
も
、
二
つ
め
の
理
由
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
実
行
不
可
能
で
あ
る
。
第
三
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
確
率
論
は
、
サ
イ
コ

ロ
の
目
の
よ
う
に
、
「
つ
ぎ
に
何
が
起
こ
る
の
か
が
予
測
不
可
能
な
ほ
ど
不
規
則
な
事
象
」
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
確
率

論
以
外
に
、
こ
の
よ
う
な
不
規
則
事
象
を
扱
え
る
数
学
理
論
は
な
が
ら
く
登
場
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
よ
う
や
く
二
〇
世
紀
後
半
に
な

っ
て
、
一
つ
の
有
力
な
対
抗
馬
と
し
て
カ
オ
ス
理
論
が
提
案
さ
れ
た
。
カ
オ
ス
理
論
の
登
場
に
よ
っ
て
、
「
不
規
則
な
振
る
舞
い
を
見
せ
る

　
つ
の
対
象
系
が
確
率
論
的
か
決
定
論
的
か
」
を
論
ず
る
こ
と
、
即
ち
、
「
そ
れ
に
対
す
る
確
率
論
の
適
用
が
妥
当
か
ど
う
か
を
論
ず
る
こ

と
し
が
、
現
実
的
な
意
味
を
持
ち
始
め
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
在
で
も
な
お
、
主
と
し
て
統
計
学
上
の
技
術
的
困
難
か
ら
、
同
一
の
対

象
系
に
対
し
て
、
一
方
で
は
カ
オ
ス
理
論
を
当
て
は
め
る
仮
説
と
、
他
方
で
は
確
率
論
を
適
用
す
る
仮
説
を
検
定
対
象
と
す
る
統
計
的
仮
説

検
定
法
は
開
発
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
用
い
ら
れ
て
い
る
統
計
的
検
定
法
は
、
せ
い
ぜ
い
、
線
形
的
な
確
率
論
的
仮
説
を
帰
無
仮
説
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
＞

（
そ
し
て
対
立
仮
説
を
設
定
せ
ず
）
、
そ
れ
を
棄
却
す
る
こ
と
で
、
対
象
系
の
非
線
形
性
を
推
測
す
る
、
サ
ロ
ゲ
ー
ト
法
だ
け
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
の
サ
ロ
ゲ
…
ト
法
に
よ
っ
て
、
確
率
論
の
適
用
が
反
証
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
カ
オ
ス
理
論
の
適
用
が
確
証
さ
れ
る
わ
け
で
も

な
い
。
非
線
形
的
な
確
率
論
的
仮
説
も
、
カ
オ
ス
的
で
は
な
い
非
線
形
的
な
決
定
論
的
仮
説
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
適

切
な
統
計
的
手
法
の
欠
如
に
よ
っ
て
、
確
率
論
適
用
の
検
定
の
最
後
に
残
っ
た
可
能
性
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
封
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
特
異
性
が
成
り
立
つ
範
囲

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
対
象
系
と
観
測
系
が
区
別
で
き
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
確
率
論
の
適
用
の
是
非
を
統
計
的
検
定
に
よ
っ
て
経
験

的
に
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
は
原
理
的
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
完
全
な
観
測
装
置
や
、
測
定
値
の
ば
ら
つ
き
を
説
明
す
る
対
抗
理

論
、
さ
ら
に
は
、
カ
オ
ス
理
論
か
確
率
論
か
を
択
一
的
に
選
択
す
る
統
計
的
手
法
の
不
在
と
い
う
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
偶
然
的
な
理
由
に
よ
っ

て
、
そ
の
可
能
性
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
事
実
上
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
そ
も
そ
も
対
象
系
と
観
測
系
の
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
存
在
し
な
い
場
合
は
、
確
率
論
の
適
用
を
経
験
的
に
（
ひ
い
て
は
実
用
主
義



的
に
）
正
当
化
す
る
可
能
性
は
原
理
的
に
な
い
。

成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
確
率
論
の
適
用
の
正
当
化
に
関
す
る
三
つ
の
特
異
性
は
、
例
外
な
く

＝
一
哲
学
的
含
意

　
サ
イ
コ
ロ
投
げ
試
行
は
、
近
代
確
率
論
の
最
初
の
適
用
対
象
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
適
用
事
例
は
、
経
験
的
に
も
実
用
主
義
的
に

も
正
当
化
さ
れ
え
ず
、
ま
た
そ
れ
が
誤
用
で
あ
っ
た
可
能
性
を
現
在
で
も
払
拭
で
き
て
い
な
い
ぽ
か
ヴ
か
、
も
は
や
そ
の
適
用
を
経
験
的
証

拠
に
照
ら
し
て
撤
回
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
さ
ら
に
同
様
の
事
態
は
、
す
べ
て
の
確
率
論
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
事
実
上

成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
本
論
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
主
張
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
論
が
指
摘
し
て
き
た
「
三
つ
の
特
異
性
」
は
、
統
計
的
仮
説
検
定
一
般
の
前
提
で
あ
る
「
確
率
標
本
仮
説
（
R
～
仮
説
ご

（
そ
し
て
そ
れ
が
含
意
す
る
「
確
率
試
行
仮
説
（
S
T
仮
説
）
」
）
に
則
し
て
考
え
ら
れ
た
場
合
、
ま
た
別
の
哲
学
的
含
意
を
持
つ
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
以
下
、
そ
の
含
意
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
R
S
仮
説
に
含
意
さ
れ
る
S
7
仮
説

　
ま
ず
、
R
S
仮
説
に
含
意
さ
れ
て
い
る
S
T
仮
説
の
内
容
を
、
あ
る
物
体
の
質
量
を
測
定
す
る
と
い
う
事
例
に
即
し
て
、
改
め
て
確
認
し

て
お
こ
う
。
先
に
サ
イ
コ
ロ
投
げ
に
つ
い
て
晃
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
で
も
、
無
限
個
の
測
定
値
か
ら
な
る
仮
説
無
限
母
集
団
が
設
定
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
中
で
、
一
定
の
測
定
値
（
測
定
限
界
が
一
〇
〇
分
の
一
グ
ラ
ム
で
あ
る
場
合
は
、
例
え
ば
一
．
〇
一
ひ
q
か
ら
H
b
b
。
α
q
ま
で
の

値
）
が
持
つ
存
在
頻
度
が
、
例
え
ば
、
真
の
値
を
平
均
と
す
る
分
散
1
の
正
規
分
布
に
従
う
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
無
限
母
集

団
か
ら
一
つ
の
値
を
抽
出
し
て
は
戻
す
と
い
う
操
作
が
無
限
回
繰
り
返
さ
れ
た
場
合
、
一
定
の
値
が
抽
出
さ
れ
る
相
対
頻
度
が
収
束
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
V

見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
前
提
の
下
で
、
「
そ
の
物
体
の
質
量
の
測
定
と
い
う
物
理
的
な
操
作
は
、
「
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
場
合
、

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

八
～
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＝
疋
の
測
定
値
の
出
現
頻
度
に
関
し
て
、
収
束
事
象
列
の
近
似
態
を
生
み
出
す
」
と
い
う
意
味
で
、
一
種
の
確
率
試
行
で
あ
る
砿
と
主
張
す

る
の
が
、
こ
こ
で
の
3
丁
仮
説
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
S
T
仮
説
は
、
頻
度
収
束
の
極
限
値
や
そ
の
分
布
を
特
定
し
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
現
実
の
繰
り
返
し
測
定
に
お
け
る
一
定
の
値
の
出
現
頻
度
が
、
仮
説
無
限
母
集
団
に
お
け
る
そ
れ
の
存
在
頻
度
を
、
ど
の
程
度
ま

で
反
映
し
て
い
る
の
か
は
、
未
規
定
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
R
S
仮
説
に
含
意
さ
れ
る
S
τ
仮
説
の
経
験
的
正
当
化
は
不
可
能
で
あ
る

　
第
六
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
仮
説
検
定
に
お
い
て
検
定
対
象
と
な
る
の
は
、
通
常
、
科
学
者
の
興
味
の
的
で
あ
る
帰
無
な
い
し
対
立
仮

説
で
あ
る
。
R
S
仮
説
は
、
そ
れ
ら
の
仮
説
か
ら
、
測
定
値
で
あ
る
標
本
の
出
現
頻
度
を
導
く
た
め
に
、
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
検
定
結
果
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
R
～
仮
説
が
、
経
験
的
に
確
証
さ
れ
た
り
反
証
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
実
験
・
観
察
・
標
本
調
査
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
確
率
化
」
な
ど
の
標
本
抽
出
法
が
、
本
当
に
求
め
ら
れ
て
い
る
確
率
標
本
を
与

え
る
も
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
仮
説
検
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
例
え
ば
、
仮
説
無
限
母
集
団
に
つ
い
て
の
あ

る
一
定
の
仮
説
が
既
知
の
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
、
標
本
抽
出
に
関
す
る
二
種
類
の
R
S
仮
説
が
帰
巣
・
対
立
仮
説
と
し
て
立
て
ら
れ
た
上

で
、
確
率
化
を
施
さ
れ
た
標
本
抽
出
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
に
つ
い
て
の
検
定
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
帰

無
・
対
立
い
ず
れ
の
仮
説
が
選
ば
れ
た
と
し
て
も
、
両
者
が
と
も
に
含
意
す
る
～
丁
仮
説
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、

こ
の
場
合
の
S
T
仮
説
は
、
測
定
と
い
う
操
作
に
つ
い
て
、
か
つ
そ
れ
に
つ
い
て
の
み
の
仮
説
で
あ
り
、
そ
の
中
で
対
象
系
と
観
測
系
を
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
の
S
T
仮
説
に
対
し
て
は
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
に
お
け
る

3
丁
仮
説
と
同
様
、
そ
れ
を
検
定
対
象
と
す
る
仮
説
検
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
仮
説
検
定
は
、
π
S

仮
説
が
主
張
し
て
い
る
抽
出
頻
度
の
分
布
形
を
検
証
す
る
作
業
に
過
ぎ
ず
、
S
T
仮
説
を
検
証
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



　
以
上
の
よ
う
に
、
通
常
の
仮
説
検
定
の
場
合
は
、
R
S
仮
説
の
経
験
的
正
当
化
が
な
さ
れ
ず
、
ま
た
R
S
仮
説
が
検
定
対
象
と
な
る
場
合

で
も
、
そ
れ
が
含
意
す
る
S
T
仮
説
の
経
験
的
正
当
化
は
な
さ
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
前
者
の
場
合
で
も
、
R
S
仮
説
が
含
意
す
る
～
丁
仮

説
は
検
定
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
S
T
仮
説
が
統
計
的
仮
説
検
定
に
よ
っ
て
経
験
的
に
正

当
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
科
学
的
経
験
の
超
越
論
性

　
す
る
と
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
試
行
に
つ
い
て
の
S
T
仮
説
と
同
様
に
、
R
S
仮
説
に
含
意
さ
れ
る
S
T
仮
説
に
も
、
先
に
指
摘
し
た
三
つ
の

特
異
性
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
経
験
的
正
当
化
の
不
可
能
性
と
い
う
第
　
の
特
異
性
が
持
つ
哲
学
的
含
意
を
見
て
み
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
、
科
学
の
特
徴
の
｝
つ
は
そ
の
実
証
性
、
即
ち
、
そ
の
仮
説
が
実
験
や
観
察
の
結
果
に
照
ら
し
て
検
証
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
数
理
科
学
に
お
け
る
仮
説
の
経
験
的
な
検
証
作
業
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
現

在
の
と
こ
ろ
、
統
計
的
仮
説
検
定
が
ほ
と
ん
ど
不
可
欠
と
い
っ
て
よ
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
実
際
、
少
な
か
ら
ぬ
科
学
者
が
、
仮
説
検

定
が
利
用
可
能
な
場
合
は
、
そ
れ
が
、
仮
説
の
検
証
の
方
法
と
し
て
「
最
も
望
ま
し
い
」
、
な
い
し
は
「
必
要
不
可
欠
」
で
あ
る
と
主
張
し

　
　
　
　
　
（
1
1
）

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
的
仮
説
に
対
し
て
経
験
的
検
証
の
機
会
を
与
え
て
い
る
仮
説
検
定
で
あ
る
が
、
そ
れ

自
体
は
、
上
で
見
た
よ
う
に
、
S
T
仮
説
を
、
「
検
証
さ
れ
ざ
る
前
提
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
仮
説
検
定
の
不
可
欠
の
前
提
と

し
て
の
S
T
仮
説
は
、
現
代
数
理
科
学
に
お
け
る
仮
説
の
証
拠
立
て
作
業
、
端
的
に
言
っ
て
、
「
科
学
に
お
け
る
経
験
」
を
可
能
に
す
る
条

件
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
こ
の
～
丁
仮
説
は
、
測
定
と
い
う
物
理
的
出
来
事
に
つ
い
て
の
仮
説
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
論
理
的
真
理
を
表
わ
す
命
題
な
ど
と
は

異
な
り
、
事
実
に
つ
い
て
の
主
張
（
h
鋤
O
け
鋸
曽
一
　
〇
一
鋤
一
b
ρ
）
で
あ
る
と
い
え
る
。
い
ま
、
経
験
的
に
検
証
さ
れ
え
な
い
命
題
を
「
ア
プ
リ
オ
リ
な

命
題
」
、
事
実
に
関
す
る
命
題
を
「
総
合
的
な
命
題
」
と
呼
べ
ば
、
こ
こ
で
の
S
T
仮
説
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
で
総
合
的
な
命
題
」
で
あ
る
こ

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

八
三
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と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
ア
プ
リ
オ
リ
で
総
合
的
な
命
題
を
、
カ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
「
超
越
論
的
な

命
題
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ぽ
、
こ
こ
で
の
～
丁
仮
説
は
、
ま
た
、
超
越
論
的
な
命
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
結
局
、
統
計
的
仮
説

検
定
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
、
科
学
に
お
け
る
仮
説
の
経
験
的
な
証
拠
立
て
作
業
は
、
そ
の
作
業
に
お
け
る
測
定
を
一
種
の
確
率
試
行
で
あ
る

と
す
る
、
超
越
論
的
な
前
提
の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
頻
度
論
・
測
度
論
的
確
率
論
と
古
典
統
計
学
を
、
仮
説
の
検
証
の
方
法

論
的
枠
組
み
と
し
て
採
用
し
続
け
る
限
り
、
科
学
的
経
験
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
、
一
種
の
超
越
論
的
な
構
造
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
構
造
を
科
学
的
経
験
に
お
い
て
認
め
な
い
経
験
主
義
的
な
い
し
自
然
・
王
義
的
な
立

場
（
例
え
ば
、
ク
ワ
イ
ン
の
方
法
論
的
ご
愚
論
（
諺
①
夢
。
島
。
δ
α
q
8
9
」
＝
ぎ
一
μ
凶
ω
ヨ
）
）
は
、
科
学
の
現
状
に
則
さ
な
い
、
単
な
る
画
餅
に
過
ぎ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
超
越
論
的
前
提
の
行
為
に
よ
る
正
当
化

　
経
験
的
に
正
当
化
さ
れ
え
な
い
S
T
仮
説
は
、
確
率
化
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
し
が
な
か
っ
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
R
S
仮
説
が
仮
説

検
定
の
前
提
と
な
る
場
合
で
も
、
検
定
の
対
象
と
な
る
場
合
で
も
、
確
率
化
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
R
S
仮
説
が
含
意
す
る
S
T
仮

説
は
、
そ
の
確
率
化
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
確
率
化
と
は
S
T
仮
説
が
そ
の
存
在
を
主
張

し
て
い
る
収
束
事
象
列
（
の
近
似
態
）
を
作
り
出
す
人
為
的
操
作
、
即
ち
「
行
為
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
S
T
仮
説
を
正

当
化
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、
こ
の
行
為
の
塁
壁
で
あ
る
有
限
事
象
列
に
お
け
る
頻
度
安
定
現
象
の
観
察
や
記
述
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
実
際
、
通
常
の
測
定
に
お
い
て
は
、
こ
の
行
為
は
一
回
し
か
行
わ
れ
な
い
（
即
ち
、
標
本
の
数
は
通
常
～
で
あ
る
）
。
こ
の
場
合
、
有
限

事
象
列
を
構
成
す
る
事
象
の
数
は
わ
ず
か
一
で
あ
る
。
科
学
的
経
験
の
超
越
論
的
前
提
を
正
当
化
す
る
の
は
、
む
し
ろ
門
行
為
そ
の
も
の
」

な
の
で
あ
る
。
揮
い
か
え
る
と
、
こ
こ
で
は
、
「
実
際
に
そ
の
よ
う
な
「
作
り
出
す
」
行
為
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
偏
が
焦
点
と
な
る
の
で

あ
る
。



　
科
学
的
仮
説
を
正
当
化
す
る
の
は
、
「
科
学
者
（
た
ち
）
が
、
実
際
に
確
率
化
と
い
う
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
㎏
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
事
実
そ
の
も
の
を
正
当
化
す
る
手
立
て
は
、
も
は
や
、
少
な
く
と
も
統
計
的
方
法
論
の
中
に
は
存
在
し
な
い
。
統
計
的
方
法
論
に
話
を

限
れ
ば
、
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
科
学
的
仮
説
の
最
終
的
な
正
当
性
付
与
者
（
冒
ω
高
額
興
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
「
科

学
に
お
け
る
正
当
化
の
連
鎖
は
、
一
定
の
最
終
点
で
止
ま
る
」
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
哲
学
的
分
析
は
こ
こ
で
止
ま
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
、
統
計
的
方
法
論
を
越
え
て
、
さ
ら
に
「
こ
の
事
実
が
い
か
に
し
て
正
当
化
な
い
し
は
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
」
を
問
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
は
ま
た
、
「
一
定
の
統
計
的
方
法
論
自
体
は
、
い
か
に
し
て
科
学
者
の
共
同
体
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
社
会

一
般
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
題
へ
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
不
確
実
だ
が
訂
正
不
可
能
な
超
越
論
的
前
提

　
科
学
的
経
験
の
超
越
論
的
前
提
と
し
て
の
S
T
仮
説
は
、
た
と
え
確
率
化
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
に
し
て
も
、
偽
で
あ
る

可
能
性
が
残
る
。
し
か
し
、
再
三
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
確
率
化
が
な
さ
れ
た
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
正
当
化
を
撤
圓
で
き

ず
、
も
し
そ
の
前
提
が
偽
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
経
験
的
証
拠
に
照
ら
し
て
訂
正
で
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
超
越
論
的
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
「
疑
い
え
な
い
ほ
ど
確
実
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
訂
正
不
可
能
な
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
正
当
化

さ
れ
た
前
提
が
、
な
お
二
重
の
意
味
で
疑
わ
し
い
こ
と
を
公
認
し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
証
拠
に
よ
っ
て
は
訂
正
不
可
能
な
も
の
」
と
せ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。

　
訂
正
不
可
能
な
S
T
仮
説
が
撤
回
さ
れ
、
サ
イ
コ
ロ
投
げ
や
仮
説
の
検
定
に
対
す
る
確
率
論
の
適
用
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
も
、
将
来
十
分

あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
見
直
し
は
、
確
率
論
の
適
用
を
保
証
し
て
い
た
、
行
為
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
S
T
仮
説
が
、
証
拠

に
照
ら
し
て
訂
正
さ
れ
た
結
果
起
こ
る
事
態
で
は
あ
る
ま
い
。
で
は
確
率
論
の
適
用
の
見
直
し
は
、
も
し
起
こ
る
と
す
れ
ぽ
、
い
か
な
る
仕

方
で
生
ず
る
の
か
。
こ
れ
は
、
「
現
在
の
確
率
論
的
な
統
計
学
が
い
か
に
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
先
に
挙
げ
た
問
題
と

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

八
五



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
六
号

表
裏
「
体
の
問
い
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
別
稿
に
譲
り
た
い
。

八
六

　
さ
ら
な
る
一
般
化
へ
の
見
通
し

　
以
上
、
本
論
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
頻
度
的
・
測
度
論
的
確
率
論
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
古
典
的
統
計
学
の
仮
説

検
定
に
お
い
て
｝
般
的
に
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
髄
様
の
事
柄
は
、
現
代
に
お
け
る
い
ま
一
つ
の
有
力
な
確
率
論
と
統
計
理
論
、

即
ち
、
主
観
的
解
釈
を
施
さ
れ
た
測
度
論
的
確
率
論
と
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
ベ
イ
ズ
統
計
理
論
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
、
と
私
は
考
え
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
ベ
イ
ズ
的
な
種
々
の
仮
説
検
定
に
お
い
て
も
、
一
定
の
「
事
実
主
張
」
が
「
検
定
さ
れ
ざ
る
仮
説
」
と
し
て
前
提
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
仮
説
は
経
験
的
な
証
拠
に
照
ら
し
て
で
は
な
く
、
科
学
者
の
一
種
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
い
っ

た
ん
正
当
化
さ
れ
た
前
提
は
、
も
は
や
経
験
約
に
は
訂
正
不
可
能
と
な
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
も
ま
た
、
別
の
機
会

に
委
ね
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
素
描
し
た
哲
学
的
な
諸
含
意
は
、
科
学
が
、
古
典
的
理
論
・
ベ
イ
ズ
的
理
論
を
含
め
、
現
在
利
用
可
能
な
、
い

か
な
る
確
率
論
的
な
統
計
的
方
法
論
を
採
用
し
て
も
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
普
遍
的
に
成
り
立
つ
事
柄
で
あ
ろ
う
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

う
の
が
現
在
の
私
の
見
通
し
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
参
照
文
献

合
原
一
幸
編
、
池
目
・
山
田
・
小
室
著
（
二
〇
〇
〇
）
㎎
カ
オ
ス
時
系
列
解
析
の
基
礎
と
応
用
飴
、
東
京
、
産
業
図
書
。
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＝
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ρ
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康
夫
（
一
九
九
八
）
「
統
計
学
か
ら
見
た
ク
ワ
イ
ソ
の
科
学
論
」
『
ア
ル
ケ
ー
（
関
西
哲
学
会
年
報
）
』
第
六
号
、
六
〇
1
七
〇
頁
。

　
　
　
　
（
一
九
九
九
）
「
現
代
科
学
論
カ
ン
ト
風
一
超
越
論
的
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
は
科
学
に
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い
て
存
在
す
る
か
一
」
『
理
想
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第
六
六
三
号
、
ニ
ー
～
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頁
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U
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．
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．
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⑦
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．
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①
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．
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一
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数
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訂
増
補
版
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大
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書
籍
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廟
①
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Φ
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注

（
！
）
　
例
え
ば
、
ド
ゥ
ー
ブ
は
、
確
率
を
「
相
対
頻
度
の
極
限
値
扁
で
あ
る
と
明
確
に
解
釈
す
る
の
に
対
し
て
、
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
や
ク
ラ
メ
ル
は
、
確
率
の

解
釈
か
ら
、
無
限
個
の
事
象
の
存
在
を
含
意
す
る
「
極
限
値
」
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。

（
2
）
9
寓
鴛
ζ
轟
し
ミ
㎝
．

（
3
）
　
例
え
ば
、
頻
度
の
収
束
を
示
す
「
大
数
の
弱
法
則
」
が
最
初
に
証
明
さ
れ
た
、
～
・
ベ
ル
ヌ
ー
イ
の
『
推
論
法
』
（
一
七
＝
二
）
第
四
部
で
は
、
サ

　
イ
コ
ロ
投
げ
が
、
頻
度
収
束
が
生
ず
る
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
O
h
・
　
じ
d
O
一
，
コ
O
蛋
一
一
消
　
一
儲
一
ω
）

（
4
）
　
コ
ー
シ
ー
の
収
束
判
定
条
件
に
つ
い
て
は
、
讐
石
波
数
学
辞
典
』
四
　
二
六
頁
や
『
新
数
学
事
典
島
四
四
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
　
以
上
は
、
仮
説
検
定
を
か
な
り
強
引
に
単
純
化
し
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
二
項
分
布
を
帰
心
・
対
立
仮
説
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
こ

　
で
嫁
し
た
よ
う
な
「
観
測
値
が
棄
却
域
に
入
れ
ば
必
ず
帰
無
仮
説
を
棄
却
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
必
ず
保
持
す
る
」
と
い
う
非
確
率
化
検
定
で
は
な
く
、

　
観
察
値
に
応
じ
て
帰
無
仮
説
の
棄
却
の
確
率
が
0
か
ら
一
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
値
を
と
る
、
確
率
化
検
定
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
ネ
イ
マ
ソ
訓
ピ
ア
ソ
ソ

　
の
慕
本
定
理
に
つ
い
て
は
『
断
数
学
事
典
臨
七
〇
｝
頁
、
『
岩
波
数
学
辞
典
㎞
八
二
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
　
盤
外
と
は
、
例
え
ば
～
回
の
サ
イ
コ
ロ
投
げ
に
お
い
て
一
の
翻
が
出
る
確
率
が
一
で
、
か
つ
無
限
園
の
繰
り
返
し
に
お
い
て
す
べ
て
の
結
果
ボ
ー
で

　
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
単
元
集
合
の
確
率
値
は
一
と
な
る
。

（
7
）
　
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
方
針
が
脊
効
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
単
一
の
値
を
仮
定
し
て
い
る
よ
う
な
対
立
仮
説
が
な

　
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
第
工
種
の
誤
り
の
確
率
は
特
定
で
き
ず
、
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
選
択
方
針
も
意
味
を
な
さ
な
い
（
9
頃
①
腹
黒
お
蕊
も
。
㎝
O
）
。

（
8
）
　
同
一
の
検
定
に
お
い
て
、
第
二
種
の
誤
り
の
確
率
は
、
常
に
第
一
種
の
そ
れ
と
等
し
い
か
よ
り
大
き
く
（
類
①
呉
卑
薫
α
●
二
）
噛
。
。
一
）
、
ま
た
こ
の
場

　
合
、
一
、
○
○
○
圓
投
げ
検
定
と
一
〇
、
○
○
○
回
投
げ
検
定
は
、
岡
じ
第
｝
種
の
誤
り
の
確
率
を
持
つ
。

（
9
）
　
サ
ロ
ゲ
ー
ト
法
に
閑
四
し
て
は
、
　
ム
ロ
原
編
…
（
二
〇
〇
〇
）
簸
驚
ハ
章
を
藤
壷
…
さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
　
こ
こ
で
い
う
「
繰
り
返
し
」
と
は
、
標
本
の
数
を
増
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
、
標
本
の
数
と
、
標
塞
の
大
き
さ
の
区
別
に
注
意
さ
れ
た
い
。

標
本
の
大
き
さ
と
は
、
「
そ
こ
か
ら
一
つ
の
標
本
統
計
鍵
（
例
え
ば
平
均
）
が
導
か
れ
る
観
測
値
の
数
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
質
量
を
一
〇
〇
皮
綴
っ
て

　
平
均
を
と
っ
た
場
合
、
標
本
の
大
き
さ
は
一
〇
〇
だ
が
、
標
塞
の
数
は
一
で
あ
る
。
こ
の
作
業
を
再
度
門
繰
り
返
し
て
」
二
つ
の
平
均
値
を
得
た
場
合
、

　
標
本
の
数
は
2
と
な
る
。
本
文
の
質
戴
測
定
の
例
で
は
、
話
を
単
純
に
す
る
た
め
、
一
翼
の
測
定
に
お
け
る
標
本
の
大
き
さ
を
一
と
し
て
あ
る
。

（
1
1
）
　
例
え
ば
、
「
統
計
的
検
定
で
な
い
臨
床
治
験
は
、
科
学
的
に
無
意
味
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
患
者
に
有
害
無
益
の
負
担
を
強
い
る
の
で
、
一
切
、
行



　
っ
て
は
な
ら
な
い
㎏
と
い
っ
た
類
の
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
9
Ω
茜
巨
Φ
「
ρ
H
㊤
①
刈
）
。
こ
の
種
の
主
張
は
、
科
学
の
他
の
分
野
に
お
い
て
も
決

　
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

（
1
2
）
　
こ
こ
で
論
じ
た
立
場
か
ら
の
、
ク
ワ
イ
ソ
流
の
経
験
論
・
自
然
主
義
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
論
（
～
九
九
八
）
、
（
一
九
九
九
）
を
、
ま
た

　
ク
ワ
イ
ン
の
方
法
論
的
＝
兀
論
に
つ
い
て
は
、
〇
雲
霞
ρ
巳
。
。
一
も
㍗
謡
－
認
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
3
）
　
本
論
は
、
現
在
刊
行
準
備
中
の
、
あ
る
論
文
集
の
た
め
に
、
一
九
九
七
年
か
ら
　
九
九
八
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
原
稿
に
、
加
筆
・
修
正
を
ほ
ど

　
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
の
原
稿
の
執
筆
に
さ
い
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を
頂
戴
し
、
ま
た
、
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
を
お
認
め
頂
い
た
、
論
文
集
の
編

者
の
方
々
に
、
こ
こ
で
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
で
ぐ
ち
・
や
す
お
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
助
教
授
／
哲
学
）

さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
の
か

八
九



dieser　Form　lebendige　Wirklichkeit　werden．

　　Die　Einzelheit　von　Kierkegaard　und　die　Privatheit　sind　begriff玉ich　von　ver－

schiedener　Art，　aber　sie　werden　in　der　jetzigen　Welt　gleichgesetzt．　Ftir　die　Puri－

taner　des　siebzehnten　Jahrhunderts　war　die　private　Sph哲re　sehr　viel　6ffentlicher

als　die　politische　Sphare，　weil　sie　glaubten，　daB　die　Freiheit　und　die　Demokratie　in

der　Privatsphare　in　wesentliches　Weise　ausgefUhrt　werden　k6nnen．　Die　private

Sphare　hat　ledoch　heute　solche　Tiefe　verloren．

　　Th．　W．　Adorno　beachtet　nicht　Kierkegaards“lnnerlichkeit”selbst，　sondern　ihre

Erscheinungsweise　in　der　ersten｝王alfte　des　zwanzigsten∫ahrhunderts．　Die　Inner－

1ichkeit　verbirgt　sich，　um　einen　Ort　zu　schUtzen，　wo　das　Selbst　sich　zu　Gott　verhalt．

Adorno　erkennt，　daB　dieses　Verbergen　und　das　Geheimhalten　der　Privatsache　in

gleicher　Weise　erscheinen，　daB　die王lmerlichkeit　sich　in　das　eingeschlossene

BewuBtsein　verwandelte，　und　daB　die　sublektive　Wahrheit　verkleinert　wurde．

Zwischen　Kierl〈egaard　und　Adorno　gibt　es　eine　zweifache　Verdrehung　der　Wirk－

lichkeit，　und　damit　ein　Verbergen　dieses　Wirklichkeit．　Die　Versachlichung　der

Innerlichkeit　geschieht　nicht　so，　daB　die　darin　beinhalteten　Verhaltnisse　zur

Transzendenz　ausgestoBen　werden，　sondem　daB　diese　Verhaltnisse　als　Waren　im

Vordergrund　des　Warent註uschgeschafts　in　Umlauf　kommen．　Wir　kδnnen　zwischen

der　religi6sen　Freiheit　und　der　wirtschaftlichen　nicht　mehr　eine　Grellze　ziehen．

　　Die　Privatheit　ist　kein　Begriff，　die　Sache　der　Religion　als　solche　zu　bestimmen．

“王st　die　Religion　etwas　Privates　？”ist　eine　Leitfrage　da魚r，　den　Zusammenhang

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　
zwischen　Religion　und　Offentlichkeit　zu　erforschen．　Sie　wird　dann　mit　der　anderen

Frage，“ist　die　Religion　etwas　Offentliches　P”，　verbunden　und　an　sie　weiter　geleitet．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Is　the　Die　Cast　？

　　　　　　　　　　　How　to　Justify　the　Use　of　Probability

and　a　Transcendental　Characteristic　of　Scientific　Experience

　　　　　　Yasuo　DEGucHI

Associate　Professor　of　Philosophy

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　Probability　theory　is　now　applied　in　many　fields　of　science　as　well　as　in　various

aspects　of　our　everyday　life．　ln　the　wake　of　its　extraordinarily　wide　use，　this　paper
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raises　the　followiRg　questions：　what　it　is　that　we　apply　it　to　reality，　and　how，　if

possible，　we　can　justify　its　applications？　ln　answering　these　questions，　this　paper

identifies　the　distinctive　features　of　justification　for　such　applications　which　are

not　shared　by　justifications　for　the　use　of　other　mathematical　theories．　The

discussion　then　draws　some　philosophical　implications　from　the　distinctive　fea－

tures　that　hold，　in　particular，　for　the　use　of　the　theory　in　statistical　tests　of

significance．

　　Although　many　mathematical　formulations　and　non－mathematical　interpreta－

tions　of　probability　have　been　proposed　in　the　past，　nevertheless　this　paper

confines　its　considerations　exclusively　to　Kolmogorovian　measure－theoretic　the－

ory　of　probability　with　limit－of－frequency　interpretation，　on　the　grounds　that　that

theory　has　acquired　the　status　of　the　de　facto　standard　in　scientific　and　ordinary

uses　of　prebability．

　　The　distinctive　features　mentioned　above　are　disclosed　through　detailed　ana－

lyses　of　strong　law　of　large　nblmber　and　Neyman－Peasonian　test　of　signzficance．

And　those　can　be　summarised　in　the　following　three　points．

　　　（1）Impossibility　of　empirical　and　pragmatic　justificatien：　One　might　argue

　　　　　that　applications　of　probability　to　some　actual　events　could　be　justified

　　　　　emPirically　by　means　of　observations，　if　there　are　any，　of　stability　of　their

　　　　　relative　frequency．　Or　it　would　be　claimed　that　predictive　successes　of　some

　　　　　probabilistic　models　could　serve　as　pragmatic　justification　for　their　applica－

　　　　　tions．　But　either　of　these　sorts　of　justification　is　impossible　in　so　far　as

　　　　　empirical　tests　of　its　applicability　or　of　predictions　of　the　models　should　be

　　　　　made　within　the　framework　of　one　or　another　forrn　of　significance　tests　in

　　　　　classical　statistics，　as　that　of　any　scientific　hypothesis　is　expected　to　be

　　　　　done．

　　　（2）　Justification　by　means　of　randomisation：　Applications　of　probability　can

　　　　　only　be　justified　by　such　human　interventions　on　their　objects　as　7’andomisa－

　　　　　t・ion．　Randomisation　or　its　ilk　is　intended　to　make　the　objects　random　in　the

　　　　　sense　that　they　meet　a　sufficient　condition　for　the　applications　set　by　the

　　　　　strong　law　of　large　number．

　　　（3）　URrevocability　of　justification　and　incorrigibility　of　possible　misapplica－

　　　　　tions：　There　still　remains　the　possibility　that　randomisation　would　fail　to

　　　　　make　the　objects　random．　However，　once　the　application　of　probability　has

　　　　　been　justified　by　randomisation，　no　choice　is　left　open　to　revoke　the　justifica－

　　　　　tion　and　to　correct　potential　misapplications　in　response　to　some　new

　　　　　empirical　evidence．　So　once　randomised，　tlze　die　is　cczst．　We　are　then　destined

　　　　　to　apply　the　probability　theory　to　another　new　sphere．

　　It　is　also　claimed　that　any　significance　test　in　classical　statistics　is　built　on　a
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stochastic　ti’ial　1？〉，Potltesis　or　ST　hyl）othesis，　as　1　call　it，　that　measurement　in　the　test

is　a　stochastic　trial　or　ranclom　process．　”1）he　three　distinctive　features　also　hold　for

justification　of　the　ST　hypothesis．　The　ST　hypothesis　cannot　be　justified　empiri－

caily　and　pragmatically　but　only　by　randomisation．　｝ilowever，　once　randomisation

has　been　made，　it　can　never　be　revol〈ed　on　the　basis　of　some　empirical　evidence

even　if　it　is　false．

　　XVherever　it　is　available，　statistical　laypothesis　testing　is　regarded　as　the　most

reliable　or　the　only　appropriate　methocl　for　an　empirical　test　of　any　scientific

hypothesis．　Given　the　dominance　of　this　testing，　the　distinctive　features　with　the

ST　hypothesis　seem　to　have　some　significant　philosophical　implications　that　can　be

outlined　as　follows．

　　　（1）　A　transcendental　ehi‘　ra（　cteristic　of　scientific　experience：　The　ST　hypothe－

　　　　　sis　is　a　Priori　in　that　it　is　not　susceptible　of　any　empirical　test，　although　it

　　　　　can　be　justified　as　true　by　means　of　randomisation．　lt　is　also　synthetic　in　that

　　　　　it　is　a　factual　claim，　that　is，　a　statement　of　measurements　as　physical

　　　　　processes　rather　than　tlaat　of　logic　or　mathematics．　Being　a　priori　and

　　　　　synthetic，　it　is　b’anscendental　in　that　it　constitutes，　as　an　indispensable

　　　　　assumption　of　statistical　testing，　a　necessary　condition　for　the　possibility　of

　　　　　an　empirical　test　of　any　scientific　hypothesis，　or，　in　short，　for　that　of

　　　　　sci．entific　experience．　ln　other　words，　experience　in　science　should　be　made

　　　　　under　a　transcendental　assumption．

　　　（2）JustificatieR　of　the　transcendental　assumption　by　an　ic　ct：　Randomisation

　　　　　is　an　act　taken　by　a　scientist　or　scientists．　The　transcenclental　assumption　or

　　　　　the　ST　hypothesis　cannot　be　justified　by　any　product　of　the　act，　namely，　the

　　　　　stability　of　relative　frequency　of　a　particular　value　in　repeated　measure－

　　　　　naents，　but　rather　only　by　the　act　itself，　or　the　fact　that　she　or　they　actually

　　　　　did　it．　The　act　is　also　the　final　justifier　of　any　scientific　hypothesis　so　far　as

　　　　　statistics　is　concerned．

　　　（3）　lncorrigibility　of　the　uncertain　i‘　ssumption：　The　transcendental　assump－

　　　　　tion　becomes　incorrigible　by　empirical　evidence　once　justified　by　an　act

　　　　　altlaough　we　still　recognise　the　possibility　that　it　might　be　false．　lts　incor－

　　　　　rigi1〕ility　does　not　mean　its　certainty　at　a王1．　Rather　it　is　incorrigible　even

　　　　　though　it　is　uncertain．
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