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(

ニ
ニ
〇)

し
か
し
、
筆
を
す
す
め
る
う
ち
に
、
，
そ
の
た
め
に
は
組
織
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
ひ
ろ
く
ふ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
必
ず 

し
も
組
織
問
題
の
み
に
十
分
な
紙
面
を
さ
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
：た
。
従
っ
'て
ハ
組
織
形
態
に
腺
っ..V

も
十
分
整

f

し
つ
く
し
た 

と
ば

I
え

な

I

と
は

V
え

本

稿

に

お
い
て
も
、
造
機
船
エ
労
組
合
中
心
に
、
そ
の
生
成
、
発
展
、
消
滅
等
に
つ
い
て
新
た
に
解
明
さ
れ
た
点 

も
少
く
は
な

I

同
脸
に
こ
れ
か
ら
掘
り
さ
げ
る
べ
き
点
も
決
し
て
少
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
問
題
を
さ
ら
に 

整
理
、し

一
般
化
す
る
の
も
こ
れ
か
ら
の
作
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
、

心
の
こ
り
な
こ
と
は
、
.四
章
に

.「

戦
前
日
本
の
労
働
組
合——

そ
の
機
能
と
性
格

I

J
と

い

うj

節
を
用
意
し
て
い
た
が
、
頁
数
の 

都
合
で
掲
載
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
ぃ
戦
前
の
組
合
に
っ
い
て
は
本
論
中
に
も
か
な
り
ふ
れ
て

.い
る
し
、

こ
の
節
は
独
立
的
な
部
分
で
も
あ 

る
の
で

.、
今
回
は
省
き
、

い
ず
れ
機
会
を
み
て
発
表
す
る
こ

>
に
し
た

。

'

.

単

に

一

企
業
の
歴
史

.

AJ

思
っ
て
も
、

い
ざ
と
り
か
か

°
て
み
る

.と
、
，資
料
的
に
利
用
し
う
る
も
の
が
少
く
、
正
確
に
事
実
を
追
う
だ
け
で
も
難 

す
業
で
あ
る
こ
と
に

.気
つ

く

そ

れ

故

に

、

こ
の
よ
う
な
小
稿
で
'%
資
料
の
点
で
各
々
専
門
の
方
々
の
御
教
示
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な

^
っ
た
。
斋 

璧

利

氏

を

は

じ

め

、.
松
尾
洋
氏
、
森
長
英
一
二
郎
氏
、
そ

れ

に

震

大

学

大

原

社

会

麗

研

究

所

所

蔵Q

資
料
の
利
用
に
あ
た
っ
て
便
を
は
か
っ 

て
下
さ
っ
た

.ニ
村
一
夫
氏
等
に
は
そ
の
点
謝
意
を
表
し
た
い

。
.

「

序」

で
も
記
し
た
と
お
り
、
本
稿
は
一
連
の
作
業
の
最
初
の
仕
事
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
ゆ
く
過
程
で
、
_

も

当
然
補 

正
し
、

よ
り
よ
い
も
の
に
仕
上
げ
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。"
大
方
の
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
次
第
で

あ
る
。

研究ノー 卜

地
域
区
分
の
た
め
の
主
成
分
分
析
：

高

橋

潤

-

郎
.

本
稿
の
主
要
な
ほ
的
は
、
最
近
、
地
域
区
分
を
す
る
た
め
の
効
果
的
な
統
計 

的
技
術
と
し
て
注
自
を
集
め
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
主
成
分
分
析
に
つ
い
て
、
そ 

の
菽
本
的
ア
イ
デ
ィ
ア
と
計
算
過
程
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。

主
成
分
分
析
.の
手
法
を
地
域
区
分
に
適
用
'し
た
事
例
は
、
筆
者
め
知
る
限
り 

で
は
、M. J. Hagood 

(1943)

が
最
初
で
あ
ろ
う
。Miller K

a
h
n

や

P. 

Greig-Smith

に
ょ
れ
ば
、
主
成
分
分
析
な
い
し
因
'子
分
析
の
地
域
区
分
へ
の 

適
用
は
、
植
物
生
態
学
、
地
質
学
等
，に
お
い
て
は
既
に
ー
九
五
〇
年
代
に
あ
ら 

わ
れ
て
い
る
が
、，
地
理
学
の
分
野
で
、
こ
れ
を
最
も
明
瞭
.な
形
で
紹
介
し
た
の 

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、werry (

1
9
6
1
)

で
あ
っ
た
。P

R
Z
E
G
L
A
D

 G
E
O

丨 

G
R
A
F
I
O
Z
N
Y

に
発
表
さ
れ
た
そ

の
論
文
で
、

彼
は
、

地
域
区
分
の
問
題 

regionalization 

problem,

を

「

ょ
り

—*
:般
的

.な
分
類
問
題
の
特
殊

.ヶ
ー
ス」 

で
あ
る
上
規
定
し
、
こ
の
意
味
で
の
地
域
区
分
を
す
る
過
程
で

&
*-
<
肖

け̂
2-
肖
 

analysis 

(

こ
こ
で
い
う
主
成
分
分
析)

が
極
め
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
強
調 

し
、
そ
の
適
用
の
デ
モ
ン
ス
ト
レー

シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
が
，.、
地
域
区
分
と 

ぃ
ぅ
作
業
に
ぉ
ぃ
て
、
主
成
分
分
析
の
果
す
役
割
を
こ
_れ
程
明
瞭
に
説
明
し
た 

も
.の
は
他
に
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

地
域
区
分
の
た
め
の
主
成
分
分
析

.と
こ
ろ
で
、
地
域
区
分
と
い
ぅ
概
念
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
次
の 

よ
ぅ
に
規
定
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
即
ち
、

■
調
査
対
象
と
な

る「

全
域」

が
：2
:箇
の「

基
域」

に
区
分
さ
れ
、
各
基
域
毎 

...に

%
箇
の
変
量
に
関
す
る
観
察
値
が
得
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら

N

Xれ 

箇
の
観
察
値
兄
を
基
礎
的
デ
ー
タ

|
と
し
.て
、

N
箇
の
签
域
を
そ
れ
よ
り
少
数

の
K
箇
の
同
質
的
なr

速
接
域」

.に
組
み
わ
け
る
作
業
を
一
般
に
地
域
区
分
と

\ 

0

7うた
だ
し
ここ

で

.「

全
域」

、
.
S-
域」

は
、

.夫
々ouncan'ouzzort, 

Duncan 

(1961 )

の 

universe 

of territory 
パ ibasic 

s-'
s
-
o
f 

areal 

u
n
i
t
^

を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

い
ぅ
ま
で
も
な
く
、「

可
能
な
か
ぎ
り
同 

質
的
な」

.と
い
ぅ
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
ぅ
に
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
同
質
地 

域
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、

又
、

「

連
接
域」

と
い
ぅ
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な 

よ
•ぅ
に
各
地
域
に
含
ま
れ
る
基
域
は
空
間
的
に
速
接contagious

し
て
い
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ぅ
意
味
で
、
地
理
学
に
お
い
て
伝
統
的
地
域
概
念
を
継 

承
す
る
も
の
で
あ
る
。

.
，と
こ
ろ
で
、
こ
'の
意
味
で
の
地
域
区
分
を
す
る
に
当
っ
て
基
本
と
な
る
の
が

九

三

(

二
一
二)



同
質
性
と
い
う
概
念
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
注
意
す
ベ 

き
こ
と
は
、

一

般
的
な
分
類
問
題
に
お
け
る
同
質
性(

よ
り
適
切
に
は
、
異 

質
性)

，
が
し
ば
し
ば「

距
離」

と
の
関
係
に
お
い
.て
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ 

う
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
莶
礎
的
デ
ー
タ
ー
は
、
.夫
々
れ
箇
の
要
素
を
も
つ
！2
; 

箇
の
べ
ク
タ
ー
よ
り
成
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
各
裁 

域
が
各
変
量
を
軸
と
す
る
れ
次
元
の
空
間
の
一
点
と
し
て
あ
ら
わ
せ
る
こ
と
を 

意
味
し
で
い
る
。

こ
の
場
合
、

基
域
の
属
す
る
空
間
が
距
離
空
間
で
あ
る
限 

り
、
個
々
の
菡
域
間
の
同
質
性(
な
い
し
異
質
性)

を
そ
の
：空
間
に
定
義
ざ
れ 

た
距
離
と
の
関
係
に
お
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
い 

ま
、
分
類
の
場
で
あ
る
空
間
を
集
合
把
と
距
離
函
数
、

5
2
c
s
=〔

M(

H

1

£

^

と
で
規
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
即
ち

71
次
元
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
と
す
る 

な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
と
な
っ
た
基
域
ポ
と
汉
間
の
同
質
性
を
^
?'
^) 

と
の
関
係
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
と
と
が
で
き
る
。

任
意
の
莶
域
«
と

^
に
つ
い
て
、

d
-
f
f
ク

の
と
き
、.
そ
の
と
き
に
の 

み
冗
と
2/
は
同
質
的
で
あ
る
。

任
意
の
基
域

' 
K

名
に
つ
い
て
、
も

し

5

«
で)

<
5
2
/
,
^

な
ら
ば
、
 

E
と

？̂
は
、

友
と
气
が
そ
う
で
あ
る
よ
り
も
よ
り
同
質
的
で
あ

る

.。

こ
の
結
果
、
地
域
区
分
の
問
題
は
、基

本
的

に
は

：2 ::><

«.
箇
の
観
察
値
が
あ 

た
え
ら
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
㈠
い
か
に
距
離
空
間
と
し
て
の

% 

次
元
空
間
を
構
成
し
、
そ
こ
に

N
箇
の
点
を
布
置
す
る
か
、
㈡
い
か
に
し
て
こ 

れ

ら

N
箇
の
点
を
距
離
を
規
準
と
し
て
、

K
筒
の
グ
ル
ー
プ
に
祖
み
わ
け
る

九

四

(

ニ
ニ
ニ)

か
.、
と
い
う
純
粋
に
技
術
的
な
問
題
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

主
成
分
分
析
の
地
域
区
分
べ
の
適
用
、
少
く
と
も
従
来
行
わ
れ
て
き
た
そ
れ 

は
、
こ
れ
ら
ニ
つ
の
問
題
の
う
ち
、
前
者
に
関
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
.か
ろ 

う
。
即
ち
、
そ
れ
は
基
域
の
特
性
を
示
す
，？；箇
の
変
量
を
、
そ
れ
よ
り
少
数
の 

饥
箇
の
因
子
に
.よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

W
次
元
の
空
間
を
構
成 

k

こ
れ
に
各
遊
域
を
点
と
し
て
位
匱
せ
し
め
る
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ 

で
重
要
な
の
.ガ
.
71
箇
の
変
量
を
.そ
れ
よ
り
少
数
のg

筒
の
因
子
.に
よ
っ
て
お 

き
か
え
る
と
い
う
操
作
で
あ
る
こ
と
は
い

'5
ま
で
も
な
い
。>

 
筒
の
変
量
を
も 

っ
て
、

%
次
元
の
距
離
空
間
^
撒
此
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
、S

箇
の
変
量
に 

関
す
る
尺
度
が
相
違
し
て
い
て
も
さ
し
た
る
困
難
は
な
い
。
個
々
の
観
察
値
知 

を
い
わ
ゆ
る
標
準
化
さ
れ
た
知
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
る
程
度
、
説 

明
可
能
な
抑
次
元
空
間
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な 

単
純
な
空
間
構
成
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
も
し55

が
非
常
に 

大
で
あ
.れ
ば
こ
の
空
間
を
分
類
の
場
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
、
点
の
グ
ル
ー 

ピ
ン
グ
と
い
う
こ
と
で
面
倒
を
倍
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
個
々
の
基
域
が
或 

る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
も
つentity

と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
き
、

s

筒
の
変 

量
が
す
べ
て
こ
と
な
っ
た
動
き
を
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
う
ち
の 

い
く
つ
か
は
あ
る
程
度
似
通
っ
た
動
き
を
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ 

う
。
換
言
す
れ
ば
、

%
箇
の
変
量
の
う
ち
い
く
つ
か
は
、
基
域
の
同
質
性
を
記 

述
す
る
上
で
リ
ダ
ン
ダ
ン
ト
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
往
々
に
し
て
あ 

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

ぉ
箇
の
変
量
を
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
少
数
の
饥
箇
の 

因
子
で
表
現
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
域
区
分
.の
作
業
を
著
し
く
容
易
な
ら 

し
め
る
で
あ
ろ
う
。
主
成
分
分
析
の
手
法
が
地
域
区
分
に
役
立
つ
と
い
う
の
は

ま
さ
に
こ
の
点
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
分
析
を
解
釈
す
る
限
り
、
主
成
分
分
析
に
限
ら
ず
、
 

因
子
分
析

.一
般
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
主
成
分
分
析
が
い
わ
ゆ 

る
因
子
分
析
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
が
多 

い
が
、
こ
こ
で
はLawley-Maxwell 

(1963)

に
し
た
が
っ
て
，、

一
応
両
者 

を
全
く
こ
と
な
っ
た
目
的
を
も
つ
も
.の
と
し
て
极
う
こ
と
に
し
た
。
因
子
分
析 

に
お
け
る
ター

ミ
ノ 
ロ
ジ
イ
は
か
な
り
混
^-
し
て
い
る
が
、

一
応
、

こ
こ
で 

A

は
、
形
式
的
に
は
基
本
方
程
式
と
し
て

2
を
=

2
§
5

+
ぞ

<1
^
.
の
か
た
ち 

を
と
り
、
変
量
の
変
励
を
共
通
因
子
と
独
自
因
子
と
で
説
明
す
る
も
の
を
因
子 

分
析
と
い
い
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
独
自
因
子
を
含
ま
ぬ
も
の
を
主
成
分
分
析 

と
し
て
区
別
し
.て
い
る
。
主
成
分
分
析
はprincipal component 

analysis 

の
訳
で
あ
り
、
と
の
他
に
も
主
因
子
分
析
、
主
成
因
分
析
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が 

あ
る
が
、
す
べ
て
同
じ
手
法
を
指
し
て
い
る
と
理
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
 

そ
の
開
発
系
譜
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

、Karl 
一

Pearson(1901) 

に
始
ま
り
、H. H. Hotelling 

P

SCO)

に
至
っ
て
一
応
の
形
を
と
と
の
え
た 

も
の
で
あ
る
。.蓮

本
的
ア
イ
デ
ィ
ア

さ
て
、
主
成
分
分
析
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
地
域
区
分
の
た
め
の
分
類
の
場 

t
あ
た
え
る
れ
次
元
空
間
を
蓮
本
因
子
の
抽
出
と
い
.う
操
作
に
よ
づ
て
は
る
か 

に
少
数
の

m
次
元
の
空
間
に
お
き
.か
え
る
こ
と
が
そ
の
主
要
な
役
割
で
あ
る 

が
、

一
般
に
、
地
域
区
分
を
す
る
に
当
っ
て
、
基
礎
的
観
察
値
は
：2
:
>
<
?1
.
の
行 

列

x
A

x
i

i
l

…
V-N, j 

.n

と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

地
域
区
分
の
'た
め
の
主
^
^
^
^

こ
の
原
資
料
に
若
干
の
統
計
的
操
作
を
加
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
各
莲
域
に
関 

す
る
観
察
値
ふ
を
標
準
化
さ
れ
た
観
察
値
ゐ
に
変
換
す
る
も
の
と
し
ょ
ぅ
。
こ 

こ
で
標
準
化
な
い
し
基
準
化
は
通
常
の
方
法
で
な
さ
れ
て
い
る
。

5?

ち
、'1S

}
I、

W
Z
W
N
=
0

+
^
=
M
^
^
N
=
1 

.

.

.

.

主
成
分
分
析
の
基
本
的
ア
イ
デ
ィ
ア
は
こ
の
基
域
i
の
変
量
i
に
関
す
る
観

察
値
ゐ
を
次
の
ょ
ぅ
な
一
次
式
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

/

 

.
 

.

M

.
 

.
P

)

或
い
は
、
い
ま
変
量
j
の
み
を
問
題
に
す
れ
ば
、

l s
l

J

“

M

f

 

F
p

 

.

(
1

、
)

 

.

と
な
る
。
こ
こ
で
、

F
P
は
ニ
つ
以
上
の
変
量
の
動
き
を
説
明
す
る
成
分
、
い
わ 

ゆ
る
共
通
因
子
で
あ
り
、
観
察
値
と
同
じ
く
、
次
の
ょ
ぅ
に
標
準
化
さ
れ
て
い 

る
も
.の
と
す
る
。
即
ち
、

f
pii
'

mf
u
/ n

=
o

a

^
s
n
M
I
V
/
N
=
l

で
あ
る
。

各
因
子
の
係
数
句
は
、
い
わ
ゆ
る
各
変
量
も
の
因
子
負
荷
量
で
あ
り
、
尺
の 

zi
の
動
き
に
対
す
る
説
明
力
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

九

五

(

ニ
ニ
三)



即
ち
、(1 、)

式

を

-^
に
想
定
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
^-
の
分
散
は
次
の
よ 

う
に
表
現
さ
れ
る
。
 

.

.

.

十

.

…

.
+

f
 

®
M
F
3
i
7
N
+
2
F
l
a
、2
M
F
l
i
F
2
i
/
N

+

.
+
.?
.
3
~
1

£

m

M

p

f 
- F3i/N) 

(
2
)

.

前
述
の
よ
う
に
、

zi
の
分
散
は
1
、

F
Pの
分
散
も
ま
た
仮
定
に
よ
っ
て
1
で 

あ
る
か
ら
、(

2
)

は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

l
=
C
T
/
=
a
\
+
a
\
+

.
-
f
f
u 

(3)

. 

、

i

'F
.
I
f デ

,?
+…

…

屮 

f

-

l«?
.
3
r
1
丄
1

,

)

]f
l
に
、
各
因
子
が
相
互
に
独
立
で
あ
る
な
ら
ば
、

T

%

=

M

f

M

(
P
H
I
…
…
W

)

2)

2

と
な
る
。

即
ち
、

ay
は
^
の

分

散
3

2 
"
じ
に
対
す
る
因
子
れ
の
寄
与
を
示 

し
て
い
る
。
因
子
分
析
に
お
け
る
一
般
的
定
義
に
し
た
が
っ
て
、
こ

の
寄
与
の 

•
総
和
を
共
通
性

2̂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
主
成
分
分
析
の
基
本
的
特
罾
は
こ 

の
共
通
因
子
間
の
独
立
性
に
あ
る
わ
け
で
あ
っ
.て
、.
こ
の
結
果
、

zi
の
分
散
は 

す
べ
て
“
箇
の
共
通
因
子
の
み
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
上
掲
の
基
本
方
程
式
の
意
味
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
即 

.

ち
、
主
成
分
分
析
の
目
的
は
、
観
察
値
と
し
て
得
ら
れ
る
変
量
も
の
動
き
を
相 

互
に
独
立
な
饥
箇
の
因
子

^
に
よ
っ
て(1 、)

式
の
形
で
説
明
す
る
こ
と
に
あ
. 

る
。

im
言
す
れ
ば
、
変
量
も
に
お
け
る
莲
域
差
ム
は
、
共
通
因
子
に
お
け
る
基 

.域
差
足
に「

還
元」

‘さ
.れ
、

か
つ
、
任
意
の
基
域

i
の
変
.量
^
、
.ZA
に
お
け
る 

特
徴
を
ぁ
ら
ゎ
す
ム
と
る
ば
、
共
通
因
于
の
氣
荷
量
で
ぁ
る
.％
とf

と
の
相
違

九

六

(

ニ
ニ
四)

に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

基
本
方
程
式(

1、)

は
、
そ
め
形
式
か
ら
い
つ
て
、
み
を
従
厲
変
数
と
し
、
 

F
を
独
立
変
数
と
す
る
誤
差
項
を
含
ま
な
い
線
型
回
帰
方
程
式
を
連
想
さ
せ
る 

が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
回
帰
方
程
式
で
あ
れ
ば
、
従
属
、
独
立
変
数
が 

と
も
に
あ
た
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
主
成
分
分
析
で
は
、観
察
値
は

^
の
み
で
、
 

こ
れ
を
説
明
す
る
各
因
子
は
決
し
て
観
察
さ
れ
な
い
。
そ
の
内
容
す
ら
わ
か
つ 

て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

'
と
そ
の
係
数
で
あ
る

«/
は
、
わ
れ
わ
れ
の
蓮
礎 

的
デ
ー
タ
卩
fT
Î
J
で
あ
る

Z
か
‘ら
直
接
導
出
さ
れ
る
変
量
間
の
相
関
行
列
、

「
n
「

rl2

•
•

…

•
？

_!n 

w

=
•■
•

;
J
k
"

tdz
i
j
z
i
k
j

!̂ 

r 

?
 

, 

?
.
?

」
• 

s

を
基
礎
に
し
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
为
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、前
述
の
ょ
う
に
、主
成
分
分
析
の
基
本
的
問
題
は
相
関
行
列
^
を
菡
礎

に

、
筒̂
の
変
量

^
を

説

明

す

る

饥

筒

の

卩

の

係

数

ら

…

デ

p 

H
I
.
:
!.

を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
主
成
分
分
析
の
解
法
の
特
徴
は|

の

選
択
に
あ
た
つ
て
、
各
因
子
'
の
共
通
性
に
対
す
る
寄
与
の
総
和
が
全
体
と
し

て
最
大
と
な
る
ょ
う
な|

を
常
に
選
ぶ
。
そ
し
て
、
こ
の
寄
与
の
総
和
が
扒
で

最
も
大
き
く
、
次
い
で
の
、
そ
し
て

P3
、
F4

.
p«
ま

t
漸
減
す
る
ょ
う
に
な

つ
て
，い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
い
ま
、

p»
の
^
に
対
す
る
総
寄
与
を
、

■ n 

■
.

V
H
H
M
a
t 

(5)

と
す
る
な
ら
ば
丨
ル
を
最
大
化
す
る
ょ
う
な

aj
が
選
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
 

た
だ
し
、
こ
の§
•は

m

$

=

Mf'
f

f
k
=
l

.
色 

(

e

な
る
条
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
r

u

f

わ
は
ゐ 

の
共
通
性
^
と
等
し
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
通
常
の
ラ
.ダ
ラ
ン
ジ
ユ
乘
数
の
適
用
に
よ
っ
て

(

0 )

の
制
約
式
の

n

も
と
に(

5
)

.の

.最
大
化
を
は
か
り
、

ン
=
M
&
i
l
>
.
.

と
お
く
こ
'と
に
よ
っ
て
、

J
-
U
1

(Harman, 1960)

M

.
J
k a

k
l
—

h

 
p
p 
n

o
 

. 

(

. 7

 

)

.

が
導
か
れ
る
が
、i

=
l
.
…

：
S
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
展
開
し
て
、
.

r
s

l
l

l、
)
a
l
l
.
+

 

r
l
:
2
a
.
2
1
+

 

r
l
3
.
.
a
3
1

 +

 

:

.

.

+

 

p
d
p 
H
 
0

7*2.1 

a
u

 +

 (
7
*
2
2
l
b
a
2
1
+

 

9*23. a
s
i
H

-
-
-
- 
+ 

r

 
ぎ
 a
3
1
.
=
0

r
3

1
a

u
.

+
:

r
3

2

 

a

n

-

K

r

3

3

l

'-
>
-
»

)

a

3

1

+.
.

+
 

^

 

?

^

n

.

o

?
a
u
+ r,l2a21+ 

r33a31 +

.+(rsn—
b
a

7u =

 0

と
も
か
け
る
。
た
だ
し
、
J

j

=

h

%

で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
.な
く
、
こ
れ
は

71
.
 

箇
の
未
知
数
ら
を
も
つ

W
箇
の
同
次
方
程
式
に
他
な
ら
な
い
。
更
に
行
列
式
で 

表
現
ず
れ
ば
、(R

丨

w
a
H
O
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
連
立
方
程
式
が
ノ
ン 

ト
リ
ヴ
ィ
ァ
ル
な
.解
を
も
つ
必
要
十
分
条
件
は§

の
係
数
の
行
列
式
が
消
滅
す 

る
こ
と
、
即

ちiri;iiih

c>
で
あ
る
。
.と
こ
ろ
で
こ
の
か
た
ち
は
、
通
常
の 

線
型
代
数
で
固
有
方
程
式
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、

JE 

方
行
歹
R
の
対
角
要
素
か
ら
あ
る
値
ス
.を
減
ず
る
.こ
と
•に
よ
っ
て
、
得
ら
れ
る 

行
歹
の

.行
歹
式
ガ

o
と
な
る
こ
と
を
.音|

味
す
る
。
.こ
の
こ
.と
か
ら
、

こ
こ
で 

の

問
：®
が

よ

り一
漱
的
に
は
い
わ
ゆ
る
固
有
値
問
題
と
し
て
知
ら
れ
る
線
型
問 

題
の
一
変
型
で
あ
る
こ
と
が
.明
ら
か
と
な
る
。
即
ち
、
■問
題
.は
、4

K
I
A
I
T
0

她
城
拯
分
の
た
め
の
主
成
分
分
析

，
.

の
形
で
あ
.た
え
ら
れ
る
固
有
程
式
の
根
、
即
ち
只
の
固
有
値

^
を
求
め
、
更 

に
、
各

^
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、(R—

AI)a==o

よ
り
一
般
的
に
は
、R

a
=

 

含
の
形

.で
あ
た
え
ら
れ
た

%
次
同
次
方
程
式
を
成
立
さ
せ
る

a
? (a

#
0
)

即
ち 

R
o固
有
べ
ク
タ
.丨
を
求
め
る
こ
と
に
他
.な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
相
.姻
行
列
は
対
称
で
あ
る
か
ら
、

R
の
要
素
が
：実
数
で
あ
る
限 

り
、

R
の
固
有
値
は
実
数
、
又
、
固
有
方
程
式
の
ょ
に
.代
入
さ
れ
る

g
次
の
根 

は

行

列

式

の

階

数

を

ノ
に
減
ず
.る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

固
有
方 

程
式
の
一
つ
の
根
が
.(7

)

に
.代
入
さ
れ
る
な
ら
ば
、

階
数

9
丨
仁
の
一
次 

同
次
方
程
式
体
系
を
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
.こ
で
鉴
本
と
な
る
の
は
い
う

ま 

で
も
な
く
、
^

.l
l
M
^
.
l
v

そ
し
て
、
こ
れ
は
最
大
化
さ
る
べ
き
¥1
に
等
し
い
。
 

換
言
す
れ
ば
、

VI
は
固
有
方
程
式
の
根
の
う
ち
最
大
の
.も
の
に
等
し
い
こ
と
に 

な
る
。

以
上
の
推
論
.に
よ
っ
.て
'
第
一
因
于

P1
の
負
荷
量
も
を
求
め
る
と
い
う
基
本 

的
問
題
は
次
の
：よ
う
に
し
て
解
か
れ
る
こ
と
に
.な
る
。

即

ちIR—
n
n
o

の 

最
大
根
ん
を(

R
I
A
I
r
=
o

に
代
入
し
、

解

.

ぞ1

を
得
、
そ
し 

て

(
5
.
'

の
条
件
を
満
た
す
た
め
に
、
各
値
を
こ
れ
ら
値
の
自
乘
和
の
平
方
根 

で
除
し
、
最
大
根

©.
平
方
根
を
乘
ず
る
。
即
ち
、

.

_

'

h 

\Nt
• 

* 

a

ch.l=
望

—
；l

-

-

-

-

-
«o
=

l

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

n

と
'な
る
。

.

こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
一
因
子
の
負
荷
量
を
決
定
し
た
ら
、

余
の
共
通
性
を
最
大
に
説
明
す
る
第
一
.一
の
因
子
を
見
い
だ
し
、

九

七

(

二 
ニ
五)

/^ N

oo

次
の
作
業
は
残 

そ
の
負
荷
量
を
：



決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
.こ
：の
た
め
に
.、
も
と
の
相
関
行
列
か
ら
第
一
因
子
に 

よ

る

影

響

P,
の
共
通
性
に
：対
す
る
寄
与)

を
除
去
し
、
.第
一
因
子
残
差
相
関 

を
得
、.
こ
れ
.を
も
と
に
し
て
’
前
と
同
じ
操
作
に
よ
っ
て
れ
と
：も
を
求
め
れ
ば 

よ
い
。
そ
し
て
、
あ
と
は
同
'一
の
作
業
.を
繰
返
す
こ
と
に
よ
っ

て
、

W
番
目
の 

因
子
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。
い
ま
S
箇
の
因
子
の
影
響
が
除
去
さ
れ
た
わ
の
残

差
相
関
を
.
$で
あ
ら
.わ
す
な
ら
ぱ
、
第
一
因
子
残
差
相
関
は
、
.
'

-
2
-

l
r
j
l
c
=
J
k
l
£
l

 

a
l
d
n
a
j
p
a
k
v

 
(

の)

と
な
'り
、
と
れ
は
よ
り
一
般
的
に
は
、

R
1
=
W
I
Q
1

 

(90

た
だ
し

p
H
a
l
a、l
と
な
る
。

迅
の
負
荷
量
ら
の
決
定
は
、
再
び
、

<!
2
=-
m
o
\

P

3

を
最
大
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
た
だ
し
こ
の
場
合
の
制
約
条
件 

は

(
8
)

と
な
る
。
.い
う
ま
で
.も
な
く
、
こ
こ
で
も
基
本
と
な
る
の
は
瓜
の
固 

有
値
と
固
有
べ
ク
タ
ー
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
便
利
な
こ
と
は
、

R1
の
最
大
固
有 

値
は
原
の
相
関
行
列
只
の
ニ
番
目
に
大
き
い
根
、
即
ち
ゎ
で
あ
る
。
し
た
が
っ 

て
、

P
の
負
荷
量
を
決
定
す
る
に
は
、

R
の
二
番
目
に
大
な
る
固
有
値
を
求 

め
、
そ
れ
に
対
す
る
固
有
べ
ク
ター

を
求
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
こ
と
は
艮
、

F…
…

以
下

1
に
至
る
ま
で
同
様
で
あ
る
。
，こ
う
し
て
、
す 

へ
て
の
共
通
性
は
.饥
筒
の
因
子
に
よ
っ
.て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
■る
が
、
こ
の 

と
き
、
相
関
行
列
只
の
対
角
要
素
が
す
べ
て

1
で
あ
れ
ば
、，一

般
に

:爸
=
气 

即
ち
、
因
子
の
数
は
変
量
の
数
に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
い
く
つ
か
の
対 

角
要
素
が

1
よ
り
小
さ
く
な
れ
ば
、
m

A

n

と
な
ろ
う
。

九

八

£
 
ニ
六)

さ
て
、
こ
の
ま
う
な
過
程
に
ょ
っ
て
、
わ
れ
如
れ
は
変
量
を
を
説
明
す
る
饥 

箇
の
共
通
因
子
と
そ
の
負
荷
量
.を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
い
う
ま
で
も 

な
く
、
こ
れ
は
、
も

を(1 、)

の
形
で
表
現
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

も
し
、

2-
を
陽
表
的
に
あ
ら
わ
す
な
.ら
ば
、

^

=

$
 

AJ

な
る
で
あ
ろ
う
。
前 

述
の
ょ
う
に
、.
-個
々
の
基
域
差
ふ
は
共
通
因
子
に
お
け
る
基
域
差
れ
に
i
元」 

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
共
通
因
子
が
基
礎
的
0
河
を
構
成
す
る
変 

量
の
数
に
比
し
て
、
は
る
か
に
少
く
、
か
；つ
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

zi
i
の
動
き 

を
殆
ん
ど
説
明
す
る
な
ら
ば
、
主
成
分
分
析
を
用
い
て
基
域
の
特
性
を
説
明
す 

る
基
本
的
因
子
を
抽53

す
る
'、
な
い
し
こ
れ
ら
特
性
を
説
明
す
る
次
元
を
減
ず 

る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
一
応
達
成
さ
れ
た
と
い
っ
.て
ょ
か
ろ
う
。

し
か
し
.な
が
ら
、
わ
れ
わ
^
の
基
本
的
目
的
は
地
域
区
分
に
あ
る
。
即
ち
、
 

N
箇
の
基
域
を
以
上
の
分
析
に
ょ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
菡
本
的
因
子
を
考
慮
し 

V
、

可

能

な

.
か

ぎ

り

同

質

的

な

1<
:
箇
の
地
域
へ
と
組
み
わ
け
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
た
め
に
ぱ
、
.前
述
の
形
で
あ
た
え
ら
れ
る
情
報
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
も 

の
と
は
い
え
な
い
。
各
基
域
が
抽
出
さ
れ
た
基
本
因
子
と
の
関
係
に
お
い
て
、
 

そ
の
同
質
性
を
判
定
さ
れ
.る
も
の
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
判
定
規
準
と
な
る
の 

は
、
現
実
の
基
域
差
が
共
通
因
子
に
お
い
て
還
元
さ
れ
た
値
で
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
.即
ち
、
.わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
一
般
に
因
子
得
点
と
呼
ば
れ 

て
い
る
^
に
他
な
ら
な
い
。
主
成
分
分
析
に
お
い
て
、
特
に
相
関
行
列
只
が
対 

角
要
素
と
し
て

1
を
も
つ
と
き
、.
Fp
は
简
単
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
前
述
の 

Z
、=

A
F

を
前
提
と
し
て
、

F,
は

;
F
=
A
i
z
、

で
ぁ
た
克
ら
れ
る
で
ぁ
ろ
ぅ
。
'

主

成

分

分

析

の

計

算

過

程

.
'

前
節
に
お
い
て
、
主
成
分
分
析
の
塞
本
的
ァ
ィ
デ
ィ
ァ
を
略
述
し
た
が
、
こ 

こ
で
は
、
実
際
の
計
算
手
続
き
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
主
成
分
分 

祈
の
基
本
方
程
式
の
形
式
、
又
、
因
子
負
荷
量

'

f

の
性
格
か
ら
い
っ
て
、
こ
の 

計
算
'過
程
が
、

一
般
的
な
数
値
計
箅
の
問
題
と
し
て
は
、
，い
わ
ゆ
る
線
型
計 

算
、
そ
の
う
ち
で
も
、
固
有
値
と
固
有
べ
ク
タ
，丨
を
求
.め
る
.そ
れ
で
あ
る
こ
と
. 

は
い
う
ま
セ
も
な
い
。

一
般
に
行
列
A
の
固
有
値
計
算
法
に
は
、
，：直
接
法
、
'反 

復
法
、
行
列
変
換
法
等
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
扱
う
相
関 

行
列
玫
が
実
対
称
行
列
で
あ
る
と
い
う
基
本
盼
特
性
か
ら
い

0
て
、
,反
復
法
と 

行
列
変
換
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
が
最
適
で
あ
ろ
う
。
前
考
は
試
値
と
し
て 

の
べ
ク
タ
ー
を
次
第
に
改
提
し
て
固
有
べ
ク
ト
ル
に
近
づ
け
て
ゆ
く
も
の
で
あ 

り
、

理
論
的
に
は
既
に

|八
八

3£
年

W
.
A
.

 S
c
h
w
a
r
z

に
よ

°
て
：見
出
さ
れ 

て
い
た
が
、

主
成
分
分
析
の
解
法
と
し
て
、

最
初
に
適
用
し
た
の
は
、一
W
. 

Hotelling 

(1933, 

1936)

.で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
w
w
, 

W
P
H
i
p 

に
し 

た
が
っ
て
、
そ
の
ft
算
過
程
を
説
明
す

.る
こ
と
に
す
る
。.後
者
、.
即
ち
行
列
変 

換
法
は
、
い
わ
ゆ
るJacobi

方
法
で
あ
り
、

直
交
変
換
を
く
り
か
え
す
こ
と 

に
よ
っ
て
行
列
A
を
対
角
型
に
変
換
し
て
ゆ
く
も
め
で
あ
る
。
' 最
初
の
.適
用 

は
、
.

T.L. Kelley 

(
1
9
3
5
)

に
よ
る
が
、
こ
こ
..で.は
、
■や
は
り
.Ha

r
m
a
n

に 

.し
た
が
っ
て
そ
の
方
法
を
解
説
す
る
..こ
と
に
し
.よ
う
。H

a
i
m
a
n
.

は
こ
：れ
.ら
ニ 

方
法
の
う
ち
、
前
者
を
卓
上
計
算
機
、
後
者
を

®
子
計
算
機
用
：に
夫
々
，.リ
コ
：メ 

ン
ド
し
て
.い
，る
。
こ
.

の
意
味
で
、
後
者
の
計
算
手
緣
き
に
つ
い
て
は
、
本
来
、

プ
ロ
グ
ラ

ミ

ゾ
グ
の
形
で
提
出
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
，は
現
在
の
筆
者
の
：能

地
域
区
分
の
た
め
の
主
成
分
分
析

力
を
こ
え
：て
い
る
わ
け
で
'■あ
り
、
こ
こ
で
は
全
く
蝕
れ
な
か
っ
た
。

1

反
復
法

前
述
し
た
ょ
ぅ
に
、

こ

こ

で

述

ベ
る
方
法
は
基
本
的
に
.、
.Hotelling

丨 

H
a
m
a
n

の
そ
れ
で
あ
る
が
、
内
容
を
完
全
に

g
&
l
g
PJ
WJ
B
JS
-
s-
か

つ

o
pヰ
P丨 

U
o
n
a
r

な
も
'の
に
し
、
更
に
記
述
の
一
般
化
と
明
確
化
を
図
る
た
め
に
、
計
算 

過
程
を
次
の
五
項
目
、

I

鉴
礎
的
デ
ー
タ
ー
の
処
理(

相
関
行
列
只
の
算
出)

■ 

n

第
一
因
子
負
荷
量
の
推
定 

.

In
5

因
子
残
差
の
推
定 

彳
 

.

IV

第
二
因
子
負
荷
量
の
推
定 

V

因
子
得
占1

の
算
出

.
' 

:

に
ま
と
め
、
各
項
目
を
更

.に
い
く
つ
か
の
手
順
に
細
分
し
、
更
に
そ
れ
ぞ 

れ
の
段
階
に
あ
ら
わ
れ
る
基
本
的
数
値
を
ま

と

め
た
表
を
附
記
す
る
こ
と
に
し

t
o 

.

.

I 

.
基
礎
的
デ
ー
タ
ー
の
処
理
，

.
地
域
区
分
に
用
い
ら
れ
る
基
礎
的
資
料
で
あ
る
れ
箇
の
変
量
に
関
す
る
况
箇 

:

の
基
域
の
.親
察
値
行
列x

=
〔x

d

を
標
準
化
し
、
主
成
分
分
析
に
と
っ
て
必 

:要
と
な
る
相
関
行
列
扣

=〔

^
*
1を
導
く
。

'

I

I

I基
礎
的
観
察
値
行
列(

変
量

?1
、
基
城
N
ょ
り
成
る
総
計
W
X
N箇 

の
镅
算
値
も
を
要
素
と
す
る
行
列)

x
=〔

x
5:
l

?

1

…
…
N, 

7

1…
…

e

を

つ
く
る
。

.

①

:

各
列
毎
に
列
和
を
集
計
す
る
。
M
x
i
,
.
=
M
x
f

.九

九

(

ニ

ニ
七)



⑷ rsk表

\Mm 

基 域 \

■

1 2 ；••••■

1 名11 名12 ....... • ••’ 之In
2 2̂1 名22广...... 2̂n

........

⑶ Zij表

量

拔域\
1 2 "…

1 尤11 尤12 "….... *1»
2 2̂1

N
% 2

自乗和 ZJ«i22…

分 散 ^i2 0-1 ... ...On

1
0
.
0

 

(

ニ
ニ 
八)

試
値
を
求
め
る
。
，
：

.

.

.

.

S

第

一

試

値§

の

算

出.

①

.R

の
行
和
を
集
計
す
.る

«5
?
=
2
^
"

②
' 

最
大
の
行
和
で
各
行
和
を
除
す
fl

e
=
S
J
7
m
a
x
F
.
)

㈣

第
二
試
値
の
算
出
.
. 

•

.
①

R
,の
各
要
素
を
自
乘
す
る
。R

” =
〔ry /

〕

②

圯
の
行
和
を
求
め

.る

«5
?(

2

)

"

2
>
^

③

，.最
大
の
行
和
で
各
行
和
を
除
す
^
•
•
^
"
s
s
/
m
a
x
F
J

④
：：

検

算

の

た

め

が

を

計

算

す

る
-

s

n

M

P
.ぎ

⑤

検

算

は

舍(

2
7
H
^
2

)

/
l
^
5
s

)

"
H
s
/
3
a
x

(

T

s)

で
な
さ
れ
る
。
 

“

試
値
の
.比
較

①

.
“
と
ぶ
を
他
較
し
て
、

も

し

1(

1

) 
K

S

S

な
ら
ば
/.
(

メ
を

(

n

—

 

2)
の
試
値

!̂
(
と
し
て
採
用
す
る
。
も
し

A
y
l
p

)

许ぶ
1(2)

な
ら
ば
、
㈣
の 

手
続
き
に
ょ
つ
て
圯
、
R4…

：
.を
求
め
、

<
J1
、
ノ…

…

を
求
め
る
。

*

誤
差
の
水
準
は
^
が
小
数
点
以
下
3
ケ
タ
な
ら
ば
0
.
0
0
5
以
下
。

I.:..,.. 
...I 

.
 

M
 

,

 ̂

. 

.

. 

i 

.

.

.
②

各

列'の

平

均

値

を

..算

出 

、

-

毛
；…

…

.
x,
-s
x

X

T-
す
る 

X
.
=
l
l
>
/
N

 

.

.
■•
•
•
.
一

 

.

へ

..

.
:
' 

'
•:
•
•.

■•
•

■I 

.
'
、

-

1

1

2.
平

均

偏

差

行

列

i 

‘ 

•
：

**
:

i

'

..

.

;
.

を
 sij.H'x.ijl'xj

 

に

ょ

っ

て
 

2

x1
2

x2
2

:

.

…

：
：
：
4

2X
,

X3

っ

く

る
T°

.

ノ

'

'

I

V

1.

、表
-

①

.ぬ

を

自

乗

し
.'
列

和

を
 

1

x.
-x
,

XN
2 X
X;
r.
f 

.

.集
計
す
る
。

■

1
?

…

丨
.

Nr
計」

 ̂

i

^

T

,

、

\

基

バ

“

.
1

平

(

②

.
各
変
量
の
分
散
を
算
妣

-

-

-

-

-
-

-

-
-̂

-

-̂
—
 

す
る
。
^
h
m
^
'
/
n

.
れ

*1
»
ん

.…

％
:
5>
,
-
n
,
2
^
n 

1 

—
 

3

標
準
値
行
列

I

...
|

 

I

...
ts
jns
i
i〕

；

茗=
|
7
3
を
つ 

I

.....

一

..

.

.
•■
■
■
■••
•

•

く
る
。
各
列
が
分
析
の
対
象
と 

2 

2 

^

- 

2. ̂

2 

■

....な

る̂

を
構
成
す
る
0...

2

め而

.

.

.

.

.

.

.

.

％

>

内

.

.
2

. 
.

.

1

1

4
 

.相
関
行
列 

1

知
知
.
.
.…

▲
 

V

 

表

w

N

I

r

^

,
 

r

^

=

M

2

i

i

2

^
r
-
T
T

----

1―
…

：
色
を
つ
く
る
。

l

K

m

i

2

…

：…

X

N

.

乗
-!

分

1
(2
)

.

①

共
通
性
の
推
定
は
J
中

"
1

とする。

n

第

一

因

子

負

荷

量

の

推

定
.

,

相
関
行
列
只
を
蕋
礎
と
し
'

 

第
一
.因
子
負
荷
量
推
定
の
た
め
の
試
値
を
推
定 

し

こ
れ
に

も

と

、つ
い
て
負
荷
量
を
決
定
す
る
。

n
i
l
R

の
累
乘
に
ょ
り
試
値
を
求
め
、
そ
の
安
定
性
を
規
準
に
最
終

( 7 ) デii« o>i\t dji 表

(6)

1 2 …… ... .n Eji

1 \Q\i 1̂ 12 \Q\n E n <̂11 Di

2

：/

1Q21 ゆ 2 …… …ヴ271 E ?1 ®2i

n iffnl \Qh2 iQnn Enl a rti Di

⑶ Q a 表

1 2 …… ......n sn ゅ ⑴

1 i^n 1̂ 12'... ... Sn 如 ⑴

2 1デ21 1マ22 l̂ 2n S21 « 22⑴

n \rni 1^«2...... ...... l̂ nn Sni か ⑴

⑶ ル 表

1 2 … … .... n Sj ⑴

1 r n デ12.... .... r m S i び11"’

2 r?i デ22. 2̂tt 容2 没21

n デ”1 デ的.... デflrt Sn a„i<n

(5) R 行列と第一試値

R 2 行列と第二試値

O tj\ , oc^x ら]

1 <X\\ rn CCm 江11

2 O i2\

..
..

g 气21 «21

n O c J 上 众nl ^nl

1 2 " … .... n ら⑵ T ゴ⑵
印 ⑵

1 デu 2 r X22 ....... V 2) Trm
如 ⑵

2 す212 ,22 .... r 2n2 s2(2) ' ⑵

n r nl2 r n22 ....... ....... n » 2 Sn(2) T“(2)

安
定
性
を
検
討
す
る
。
.

⑤

§
 

= 

1
0
0
0

に
対
応
す
る

7,
-
を
、
第 

ー
固
有
値
ム
と
す
る
。

き

=1.
08—V

yil "

ン 

•

⑥

ai
を
め
、
ム
を
用
い
て
計
算
す
る
。■

n—

2

吵
ょ
り
最
終
試
値
の
を
求
め
、
そ
の
安
定
性
に
も
と
づ
き
第
一 

固
有
値
ム
を
求
め
、

§
、
1̂
で
第
ー
因
子
負
荷
量
ら
を
決
定
す
る
。

①

W
—

に
ょ
り

W
を
求
め
る
。

.

②

め
を
相
関
行
列
只
に
乗
じ
ァ

-̂
を求める。

y=
R

泣
 

③

r i
を最大の

r i
で除し、

.
最
終
試
値
を
得
る
。

-a
lH
5
/m
a
x
?l 

‘
I

11
1

.
12
1

.

.

.

..

.

.
 

^

④

か
と

めを比較し

て

、

最

終

試

値«-
の

.
②

検
算
の
た
め
以
を
求
め
る

”

^

卩
^
只ミ 

③

検算は

、
S
I D

l
u
E
f

で
な
さ
れ
る
。

ra—

2

原
相
関
行
列
只
か
ら
積
行
列
仏
を
差
引
き
、
第
一
因
子
残
差
行 

列 
wl"

〔

l£
 

を
得

る

。
w

l

^

l

^

•

地
域
区
分
の
た
め
の
主
成
分
分
析 

一
〇 
一

(

ニ
ニ
九)

£
l 
=
 
a

j

<

I L

M

1

-i=l

n

丨
3

第
一
因
子
負
荷
量
の
検
算
は
、

で
な
さ
れ
る
。
 

ff
l

第
一
因
子
残
差
の
推
定
.

0
^
因
子
の
共
通
性
に
対
す
る
寄
与
を
示
す
第
一
因
子
負
荷
量
の
積
行
列
仏 

を
算
出
し
、
こ
れ
を
原
相
関
行
列
尺
か
ら
減
ず
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
第
一
因
子 

残
差
を
求
め
る
。

：

ff
l
丨
1

積
行
列
.Ql

=
〔 l§

〕

を
つ 
く
る
。p

H
a
l
a
l
、

①

.仏
の
各
行
和
£-
を
求
め
.る
。
E
J
.
l
H
M
l
e
A



(10) Q：h ll), ocj2l z )表

汉 j 2 (l> r }-2 なi 2 d j 2

1 « 1 2 <n T n 沈 12 a 12

2 7*22 沈22 a 2 2

n び） T n 2 ぴ n 2 ひn2

(11) Yj2, aj2, aj2 表

Sj Eii sn な， Sj⑵ ス1吗 1 印 ⑵

1 Si E „ îx 知 ⑴ V 2) ^1^11 Sn(2>
2 Sz ®2X 2̂1 汶22⑴ S2⑵ スlE2l „ (2) S21 V 2>

n Sn E„i もll Sn('21 X^y Q (2) i>nl tXni(2)

1〇
ニ 

(

ニ
三
〇)

.

.

.2)
1

©

'最
大
の
知
で
各
句
を
除
し
て
、
第
二
試
値
を
得
る
。

,

i
>s
“
％
 
二
囊
m
f〜

j

©

郎

と

^
•
を

比

較

し

て

.a;.2s 

な

ら

ば

.(
パ

を

ン

と

し

て

汉

1

2
 

へ
ご
も
し
|(

こ
扑
|

2
な
ら
沒
、
④
⑤
⑥
の
手
続
き
で
,,

…
…

を
算

出
す
る
。
 

• 

汉
ノ 

T

2
 

- 

<1,

よ
り
,̂
を
求
め
、

ら
を
求
め
る
。

.

.

.
•■
(

D
IV
I

1に
よ
り
ゆ
を
求
め
る
。

②

(̂
に
瓜
を
乗
じ
む
を
得
る
。r.=Kla

③

>ft
大
の

7-
で

r
•を
除
し
、

«i
を
得
る
。
.
5
 

= 

?
s
a
x
?
2

)

④

r

«i
を
比
較
し
て
安
定
性
を
認
め
れ
ば
、

§•

を
最
終
試
値
と
す
る
。
 

9

%
 

S

①

ニ
队
の
各
行
和
を
求
め
吝
。
勿
I
H
M
l
y

②

最
大
の
行
和
で
各
行
和
を
除
し
、
第
二
因
子
負
荷
量
推
定
量
の
た
め
の 

試

値

.(
パ
を
得
る
。
,
J?
Z
S 
.

"

l

T

m

x

F

l

y

'

③
.

検
箅
は

S
J
l
J
i
E
j
l

で
な
さ
れ
る
。

J:

.

.

.
IV

第
二
因
子
負
荷
量
の
推
定

第
二
因
子
負
荷
量
の
>0
_
定
は
、

の
推
定
と
同
じ
過
程
、
，即
ち
相
関
行
列
の
累 

乘
を
通
じ
て
、
.試
値y

l
:
:
.
)

を
求
め
、
そ
の
安
定
性
を
検
定
し
、
^
!
に
相 

関
行
列
を
乘
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て

ri
を
得
て
、
倉
一
ー
固
有
値
>1
2と
最
終
試
直§

 

を
用
い
て
ら
を
得
る
と
い
ぅ
過
程
を
経
て
な
さ
れ
る
。
試
値
の
.決
定
に
は
、
い 

ぅ
ま
で
も
な
く
、
:艮
の
累
乘
が
使
わ
れ
る
が
、
実
際
に
凡
の
累
乗
を
計
算
す
る

代

り

に

w
、
"

w

l

^

i

p

を
用
い
て
队
队

.
が
^
と
0!
か
ら
計
算
さ
れ

る
。
又
、
試
値
の
決
定
に
は
卩
队
私…

…

の
行
和
さ
え
知
れ
ば
よ
く
、
そ
の
各 

要
素
を
知
る
必
要
は
な
い
。

1
?と
取
を
夫
々
11
2
と
<
5の
要
素
か
ら
成
る
と
考
え 

れ
nt
、
iHI
J
掲
式
に
し
た
が
っ
て

、
co
y
l
s 

=
«s
?
s 

I
t
w
.
l

と
な
り
、

Rl
(
の
各
行 

和

8,
-
1は
凡
の
各
要
素
を
算
出
す
る
こ
と
な
ぐ
得
ら
れ
る
。

IV—

1

試
値
の
推
定
前
述
の
議
論
に
し
た
が
っ
て
、

,-
1(
1(2
パ…
：
a
sを 

推
定
す
る
。
 

.

.

.

①
' 

も
、
Ei
は
既
出

②

.si
か
.ら
远
を
差
引
く
こ
と
に
よ
つ
て
如
を
得
る
。

=

<?—

カ
ム

③

最
大
の
办
で
各
ら
を
除
し
て
第
ー
試
値
を
得
る
。
 

a
v
c

) =^l/l2-(sil)

④

>s
/
は

既

!m
。
h
’

Ei(

と
も
に
既
出)

で

t
E
bを
求
め
る
。

⑤

^
か

ら

1£
を
差
弓
い
て

il
を
求
め
.る
。
ŝ-
s 

H
^
.
s 
l
>-
»
M
,
-
l

(13) 因 子 得 点 表

(12) 因 子 負 荷 量 表

广
 

. 

’1J

と
表
わ
せ
ば
、
各
直
交
変
換
はB

s
i
l
B
K

と
い
ぅ
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
 

こ
こ
で
、
Bi
の

|

ぞ

，

I
s
i
n̂o sin 

f
 cos 
$

は
夫
々
i
と
た
の
行 

と
列
の
交
錯
虱
素
、
そ
の
他
の
対
角
要
素
は
す
べ
て
1
、
そ
の
他
の
要
素
は
す 

ベ
て
o
で
あ
る
。
い
ぅ
ま
で
も
な
く
、

R
を
対
角
行
列
に
変
換
す
る
回
転
を
正 

奢

i
Bi
の
結
合
で
あ
ら
わ
す
の
は
難
し
い
が
、
こ
れ
は
逐
次
近
似
に
な
さ
れ 

る
。.
即
ち
パ
只
の
対
角
要
素
以
外
の
要
^
で
絶
対
値
の
最
大
な
要
素
を
。
と
す 

る
な
ら
ば
-、
そ
れ
を

.

-> 、

た
に
選
び
、
没
を
、

t
m
2
d
=
2
r
j
k
l
r
j
j
l
r
k
k

1〇

三

(

ニ
三
一)

地
域
区
分
の
た
め
の
主
成
分
分
析

⑤

.
0
^
.
2
=
1
0
0
0

に
対
応
す
る

^
の̂
値
を
ム
の
値
と
す
る
。

⑥

％
、
ん
で

-̂
を
計
算
す
る
。ai2 

=

 §
v^7 

I

ム

^
a
'

.
⑦
ら
の
検
算
は
«
及
2

£

2で
な
さ
れ
る
。

以
上
の
計
算
過
程
を
繰
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
、
第
四…

…

の
因
子
負 

荷
量
ら
、
ベ…

…

ai
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
計
算
の
ア
ゥ
ト
プ
ッ
ト
は
最
終 

的
に
因
子
負
荷
量
表
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

V,
は
い
ぅ
ま
で
も
な
く
、

P
番
目 

の
因
子
の
総
寄
与
、

P,
は
全
典
通
性
の

P
番
目
の
因
子
に
よ
つ
て
説
明
さ
れ
た 

部
分
の
.割
合
を
示
し
て
い
る
。

V

因
子
得
点
の
測
定

.

各
因
子
の
れ
得
点
は
、
負
荷
量
行
列
の
逆
行
列
を
求
め
、
こ
れ
に
W
行
列
を 

乘
ず
る
こ
と
に
よ
つ
で
得
ら
れ
る
。
ザ
H
A
i
z
、

こ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ 

る
数
値
は
因
子
得
点
行
列
の
各
要
素
を
構
成
し
、
る
を
饥
次
元
空
間
の
’
一
点
と 

し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
を
可
能
に
す
る

。
.

ニ 

Jacobi 
法

行
列
変
換
、

即
ち
変
形Jacobi

法
の
基
本
的
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、

一
連
の
直 

交
変
換
を
ほ
ど

こ

す
こ

と

に

ょ

-?
て
、
対
角
要
素
以
外
の
要
素
を

o
と
し
て
、
 

相
関
行
列

11
を
対
角
型
に
変
換
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
般
に
、
実

%
次
元
空
間 

の
&
の
直
交
変
換
、

即
ち
回
転
は
孓
丨

2)

本
の
座
標
軸
を
固
定
し
て
残
り
の 

ニ
本
の
座
標
軸
ち
、

妳
の
平
面
め
内
の
回
転
に
ょ
っ
て
生
成
さ
れ
る
。
即
ち
、
 

い
ま
、
平
面
而
内
の
角
沒
の
回
転
を

fed
¥
II

1 

,

B

co
d 

完

丨 

s
i
n
.
3 >
&

1
sin 6

j
k 

cos 
ダ
 1

(

^
nh
s
i
-
A
rA0)



た
だ
し

r
j

j
"

h
y

と
し
て
、

~?
r
3T

k
€

が
対
角
行
列
に
な
る
ょ
う
に
す
る
。
次
に
、
苒
び
導
か
れ
た
行
列
の
対
角
要
素 

以
外
の
要
素
，で
絶
対
値
が
最
大
な
栗
素
を
選
び
、
同
様
な
手
続
き
を
く
り
，か
え 

す
。
こ
の
直
交
変
衡
の
く
り
か
え
し
の
段
階
に
あ
っ
て
、
既
に
変
換
さ
れ
た
ひ 

が

o
に
止
ま
る
と
い
う
保
証
は
な
い
.。
し
か
し
な
が
ら
、
変
換
の
度
に
対
角
要 

素
以
外
の
要
素
の
自
乘
和
が
2

も

だ
け
減
ず
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て 

R
が
対
角
行
列
に
収
束
す
る
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
お
り
、
対
角
要
素
以
外
の
要 

素
が
悪
求
さ
れ
る
精
度
で

r
^
a
oと
な
れ
ば
、
.計
算
を
終
了
す
れ
ば
ょ
い
。
 

対
角
要
素
が
求
め
る
解
即
ち
固
有
値
を
あ
た
え
る
こAJ

に
な
る
。

.
,

い
ま
対
角
行
列
を
0
、
R
に
最
初
の
直
交
変
換
を
ほ
ど
こ
し
て
得
ら
れ
る
行 

列
を

0
に
如
を
つ
け
て
表
記
す
れ
ば
、'.
各
変
換
は
、
 

b=BJ.* 

e

—

l

) 

D

f、

と
表
記
さ
れ
る
。
た
.だ
し
、
変
換
順
序
は
、

1)/
2
+
ゃ
；

0.=
1,

2,:…

31
1

,
み=j

+
l

し+
2,

i
e 

で
得
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

各
段
階
に
お
け
る
少
箇
の
変
換
の
積
を■

J
,
B
=
w
_
r
:

 :
.
B
1
3

 

B
1
2
.

と
あ
ら
わ
し
、
又
、
A

n

—

0

箇

の

可

能

な

組

合

せ

(j ,

ぢ

す
べ
て
に
つ
い 

て
変
換
を
ほ
ど
こ
し
た
と

き

、

ミ
番
自
の
く
り
か
え
し
に
お
け
る
変
換
の
積 

を
、Bi“

n(Bi

r.2,…
…

色，

す

1,
2,

.

.

.

.

.
V

1〇

四

(

ニ
三
ニ)

と
あ
ら
わ
せ
ば
、
ミ
番
目
.の
く
り
か
え
し
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
対
角
行
列 

は
、

-.
=
1-.
.
2
,.

.
•セ
.

で
あ
た
.え
ら
れ
る
•
こ
と
で
i
番
目
の
く
り
か
え
し
ま
で
の
変
換
行
列
の
債 

.を
、
.

と
す
れ
ば
、
.前
掲
式
は
、

D
i

=
p

i
R

p
i

、

.

と
も
あ
ら
わ
せ
石
。
ド
即
ち
以
は
相
関
行
列
杈
と
の
関
係
で
明
記
で
ぎ
る
。

P
回
の
く
り
か
え
し
に
よ
っ
て
、
解
は
次
の
形
で
あ
た
え
ら
れ
る
。

p
=
B
t
o
,
a
-
l

 B
、=
B
.

W
B
、
H
D 

た

だ

し

B

=

^

=,w
fc
w

-
1
.

…
…

wB
i
,

D
の
対
角
要
素
ん
は
只
の
固
有 

値
で
あ
り
、
最
終
の
変
換
行
列

^
3の
行
は
そ
れ
に
対
応
す
る
只
の
固
有
べ
ク
タ 

I

令

H(alJ3a2p:.…

公
^

を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
各
因
子
負
荷
量
文

p

n

^

r

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

若

干

の

問

題

点

I

以
上
、
主
成
分
分
析
を
地
域
区
分
に
適
用
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
て 

ぎ
た
が
、.最
後
に
、
本
稿
で
は
意
識
的
に
論
じ
な
か
っ
た
、
な
い
し
論
及
し
得 

な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
問
題(

そ
れ
は
す
べ
て
蜇
要
な
も
の
で
あ
る)

が
あ
る
こ 

と
を
指
摘
し
て
お
ぐ
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ

の

う

ち

、

特
に
重
要
な
も 

の
は
、
㈠
因
子
の
回
転
、
㈡
共
通
性
の
推
定
と
で
あ
ろ
う
。

㈠

因
子
回
転
の
目
的
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
抽
出
さ
れ
た
因
子
の
適
切
な 

解
釈
に
あ
る
。
既
に
く
り
か
え
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
分
析
の
目
的
は
、

仰 

箇
の
変
量
を

OT
箇
の
因
子
で
説
叨
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、こ
の
場
合
、各
因
子
が 

と
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
が
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
基
域
の
特
性
を
可
能
な
か
ぎ
り
多
数
の
変
量
と
の
関
係
に
お
い
て
観
察
す 

る
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
基
域
を
本
来
多
面
的
性
格 

を
も
っ
て
い
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
結
果
形
成
さ
れ
る
地
域
を
一
つ
の 

ま
と
ま
り
あ
るe

ntity

と
し
て
考
え
て
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
側
面
か
ら
み 

て
も
可
能
な
か
ぎ
り
同
質
的
で
あ
る
こ
と
を
望
む
か
ら
で
あ
る
が
、

主
成
分 

分
析
は
、
こ
の
意
か
ら
い
え
ば
、
S
域
の
性
格
の
基
本
的
側
面
を
因
子
と
い 

う
か
た
ち
で
浮
彫
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
抽
出
さ
れ
た
因 

子
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
ち
、
た
と
え
ば
、
基
域
の
経
済
的
側
面
或
い
は
政 

治
的
側
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
を
解
釈
し
、
こ
れ
ら
各
側
面
の
関
係
を
知
る
. 

こ
と
は
、
地
域
分
析
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
基
本
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い 

う
ま
で
も
な
い
。
地
域
区
分
を
単
に
統
計
的
処
理
に
終
ら
せ
な
い
た
め
に
も

、
 

.因
子
回
転
に
よ
る
各
因
子
の
解
釈
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

.

㈡

問
題
は
共
通
性
の
推
定
、
よ
り
明
確
に
い
え
ば
、
政
の
対
角
要
素
と
し 

て^
=
1

を
用
い
る
か

5
A
0
.
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
も
■基
本
的
に
.は
同
.じ 

で
あ
ろ
う
。
実
際
に
因
子
分
析
に
お
い
て
こ
の
い
ず
れ
を
用
い
る
か
は
、
 

T
h

g.:stone 

(
1
9
4
7
)

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

調
査
の
問
題
意
識
に
依
存
す 

る
わ
け
で
あ
っ
て
、
分
析
の
目
的
が
単
に

W
次
元
空
間
に
.お
け
る
基
域
の
点
と 

し
て
の
位
置
づ
け
で
あ
る
場
合
に
は
、
対
角
要
素
に
は

1
が
.使
用
さ
る
べ
き 

で
あ
る
が
、
他
方
、
目
的
が
変
量
間
の
相
関
関
係
の
適
格
な
苒
生
に
あ
る
な
ら

地
域
区
分
の
た
め
の
主
成
分
分
析

/
;

ば
、
推
定
さ
れ
た
共
通
性
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
こ
う
し
た
基 

本
的
認
識
と
は
別
，に
、
' い
ず
れ
を
利
用
し
た
方
が
よ
り
計
算
過
程
上
有
効
か
と 

.い
う
技
術
上
の
問
題
も
あ
る
。Greig-Smith (

1
9
6
4
)

は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
 

G
ood

a
l
l

のVictorian Mallee

.の
分
析
を
菡
礎
に
し
て
、

こ
の
問
題
に
つ 

い
て
、

「

分
析
の
こ
ま
い
か
い
方
法
上
の
差
異
は
、

生
態
学
的
結
論
に
道
大
な 

影
響
を
あ
た
え
な
い」

と
述
べ

.て
い
る
し
、

又
、

p
o
l
ê
L
o
h
n
e
s 

(1962) 

は
、
少
く
と
も
主
成
分
分
析
に
関
す
る
限
り
、
対
角
耍
素
に

1
を
お
く
こ
と
は 

さ
し
つ
力
え
な

-

> 

Vや
む
.し
ろ
、
そ
れ
が
望
ま
し
い
と
い
うH. F. Kaiser 

の
：報
告
を
あ
げ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
特
に
蜇
要
な
問
題
点
を
ニ
つ
あ
げ
た 

が
、
要
す
る
に
、
こ
れ
は
、
地
域
区
分
と
い
う
作
業
を
限
定
的
に
考
え
る
か
、
 

或
い
は
よ
り
広
範
囲
.に
地
域
の
理
解
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
を
と
う
扱
う
力

と
I

V

う
こ
と
力
き
ま
つ
て
く
る

と
I

つ
て
よ
か
ろ

う
。
 

こ
れ
と
は
別
に
、
主
成
分
分
析
の
包
括
的
理
解
の
た
め
.に
こ
れ
ら
を
吟
味
検
討 

す
る
こ
と
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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絢

子

I

「

過
渡
期
の
理
論」

に
つ
い
て
I

レ
オ
ン

•
ヮ
ル
ラ
ス
の
.「

資
本
形
成
お
ょ
び

信
用
.の
モ
デ
ル」

‘に
'つ
-い
て
：
：
..

..

.

宮

尾

尊

弘

——

定
常
均
衡
お
ょ
び
成
長
均
衡
の
存
在
証
明
^

—

資

料

•
研
究
ノ
|
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工
業
化
と
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
、
ド
ィ
ッ
：.
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渡

辺

國

褒
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適
消
費
の
理
論
に
つ
い
て
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ノ
ー
ト
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済
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.

.

田

中

宏

.
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.
新
刊
紹
介

書

評

大
前
朔
郎
•

池

田

信

共

著
.

『

日
本
労
働
運
動
史
論
|

大
正
ー
〇
年
の■

川
崎•

三

菱
神
戸
両
造
船
所
争
議
の
研
究』

_

飯

.田

鼎

わ
が
国
の
労
働
運
動
史
に
か
ん
す
る
本
格
的
研
究
は
、
は
じ
め
ら
.れ
た
ば
か 

り
で
あ
る
。
史
料
の
蒐
集
お
よ
び
編
纂
と
な
ら
ん
で
、
こ
れ
ら
の
上
に
立
っ
た 

科
学
的
研
究
の
成
果
が
次
第
に
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
明 

治
抑
.の
黎
明
期
に
属
す
る
も
.の
か
、
あ
る
い
は
戦
後
の
運
動
史
が
多
く
、
大
正 

期
、
ま
さ
し
く
、
日
本
に
お
け
る
独
占
資
本
主
義
の
成
熟
と
こ
れ
を
背
景
と
し 

て
の
労
働
組
合
運
動
の
全
国
盼
、な
発
展
と
い
ぅ
時
点
で
の
研
究
は
、
，実
に
寥
 々

た
る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
当
時
の
労
働
. 

者
階
溆
の
運
動
の
生
々
し
い
姿
を
正
確
に
伝
え
る
.史
料
が
絶
対
的
に
不
足
し
て 

い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'。
.官
憲
の
苛
酷
な
弾
圧
に
よ
る
史 

料
保
存
の
困
難

'と
、
こ

れ

に

加

え

.
て
第
一
：
一

.次
世
界
大
戦
に
よ
る
焼
失
の
双
罾
が
, 

研
究
者
の
こ
の
時
期
の
労
働
運
動
史
へ
の
接
近
を
い
ち
じ
る
し
く
制
約
し
て
い 

た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
こ
の
よ
ラ
な
悪
条
件
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
を
克
服
し
、
 

書

評

. 

'

第
一
次
的
史
料
の
充
分
な
評
価
の
上
に
立
っ
て
.、
こ
の
時
期
の
労
働
運
動
史
の 

.

.一
断
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
な
業
で
.は
な
い
。
こ
こ
に
■と
り
あ
げ
た 

大
前

•
池
田
両
氏
の
共
同
労
作
は
、
.
こ

の
意
味
で
ま
こ
と
に
意
義
深
い
研
究
成 

果
で
あ
る
と
い
わ
な
：け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
は
い
ま
、
.わ
が
国
の
労
働 

組
合
運
動
の
研
究
を
は
じ
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、
本
書
か
ら
実
に
多
く
の
こ
と 

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
と
で
本
書
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
紹
介
と
.と
も 

に
、
、
，
所

見

の

一

.端
を
披
歷
し
て

^
た
い
と
考
え
_る
。

ニ

著
者
は
、
'そ
の
.

「

は
し
が
き」

の
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
。

「

本 

書
の
中
心
テ
ー
マ
は
、

神
戸
の
ニ
大
造
船
所
、

川
崎
造
船
所
と
三
菱
神
戸
造 

船
所
に
お
け
る
.大
1£
ー
0
年

(

ー
九
ニ
一)

の
大
争
議
で
あ
る
。

そ
九
は
、
 

戦
前
の

0-
本
労
働
運
動
史
上
に
お
け
る
画
期
的
な
争
議
で
あ
っ
た
。
参

in
,入
員 

一
一
一
万
人
、

直

接

の

争

議

日

数

五

O

日
に
お
よ
ぶ
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま 

た
、
お
.な
じ
こ
ろ
お
こ
な
わ
れ
た
大
阪
地
方
の
争
議
と
と
も
に
、
わ
が
国
に
お 

い
て
は
じ
め
て
、
明
確
に
団
体
交
渉
権
を
要
求
し
て
闘
わ
れ
た
争

^
で
あ
っ 

た
。
，そ
し
て
つ
い
に
は
、
争
議
団
が
工
場
管
理
宣
言
を
発
表
し
、
こ
れ
を
弾
圧 

す
る
た
め
.に
軍
隊
'が
出
動
し
た
深
刻
な
.争
議
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
争
議
は
第
一 

次
大
戦
ブ
ー
ム
期
が
ら
戦
後
恐
慌
期
へ
移
行
す
る
に
あ
た
づ
て
、
経
営
者
が
と 

っ
た
労
働
者
支
配
の
強
化
I

い
わ
ゆ
る
飴
と
鞭
と
の
ニ
面
を
も
っ
た
労
務
管 

理——

に
た
い
す
る
労
働
者
の
強
力
で
創
意
あ
る
闘
争
で
あ
っ
た
。

」

こ
の
叙
述 

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
も
画
期
的
で
あ
っ 

た
が
、.
そ
の
要
求
は
団
体
交
渉
権
、

争
方
式
は
土
場
管
理
と
い
う
点
で
ま
こ

一
〇
七

(

ニ
三
五)


