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統
計
科
学
に
は
、
理
学
的
側
面
と
工
学

的
側
面
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
橋
を
架

け
る
に
は
、
物
理
や
化
学
な
ど
の
理
学
を

基
礎
に
し
な
が
ら
も
、構
造
、材
料
、地
形
、

気
象
、
河
川
、コ
ス
ト
、過
去
の
歴
史
な
ど

に
つ
い
て
の
総
合
科
学
で
あ
る
橋
り
ょ
う

工
学
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
医
者
の
仕
事

に
は
、
生
物
学
を
基
礎
に
し
つ
つ
も
臨
床

医
学
の
知
識
と
経
験
が
必
要
で
す
。
統
計

デ
ー
タ
を
扱
う
に
も
、
理
学
的
な
側
面
の

強
い
統
計
学
と
と
も
に
、
デ
ー
タ
収
集
法
、

実
際
の
統
計
調
査
に
関
す
る
知
識
、
統
計

グ
ラ
フ
の
使
い
方
、
デ
ー
タ
の
誤
用
な
ど

に
関
す
る
工
学
的
知
識
が
必
要
で
す
が
、

私
が
専
門
に
し
て
い
る
の
は
、
科
学
と
し

て
未
分
離
、
未
確
立
の
、
こ
う
し
た
統
計
工
学
で
す
。

　
本
稿
で
は
、統
計
工
学
的
な
知
識
の
一
端
と
し
て
、

高
齢
化
な
ど
の
特
定
要
因
を
考
慮
に
入
れ
た
統
計
デ

ー
タ
の
分
析
の
仕
方
を
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。

高
齢
化
に
影
響
す
る
デ
ー
タ
を
ど
う
扱
う
か
が

重
要
。
が
ん
死
亡
率
は
本
当
に
増
え
て
い
る
？

　
日
本
の
近
年
の
経
済
現
象
、
社
会
現
象
の
デ
ー
タ

推
移
を
追
う
と
き
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ

ど
、
高
齢
化
の
要
因
が
働
い
て
い
な
い
か
ど
う
か
、

ま
た
高
齢
化
の
要
因
が
ど
の
程
度
影
響
し
て
い
る
か

に
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
人
口
構

造
は
、
戦
後
す
ぐ
に
生
ま
れ
た
団
塊
の
世
代
が
多
い

こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
後
、
１
９
７
０
年
代
以
降
、

極
め
て
急
速
に
少
子
化
が
進
ん
だ
と
い
う
特
徴
を
も

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
高
齢
化（
65
歳
以
上
人
口

の
比
率
が
上
昇
す
る
と
い
う
基
準
で
見
る
こ
と
が
多

い
）の
程
度
と
ス
ピ
ー
ド
が
世
界
一
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
時
系
列
推
移
の
分
析
に
せ
よ
、
国
際

比
較
に
せ
よ
、
高
齢
化
が
影
響
す
る
す
べ
て
の
デ
ー

タ
で
高
齢
化
要
因
を
ど
う
扱
う
の
か
が
不
可
欠
の
注

意
事
項
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

日
本
人
の
最
大
の
死
因
で
あ
る「
が
ん
」に
よ
る

死
亡
者
数
、
死
亡
率
は
年
々
増
加
の
一
途
を
辿た

ど

っ
て

お
り
、が
ん
撲
滅
は
国
民
的
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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し
か
し
、
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
が
ん
の
死
亡
率
が

高
い
高
齢
者
の
人
口
割
合
が
増
え
て
い
る
た
め
で
あ

り
、
高
齢
化
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
の
で
す
。
人
口

10
万
人
当
た
り
の
死
亡
率
を
粗
死
亡
率
と
い
い
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
日
本
人
の
年
齢
構
成
が

不
変
で
あ
っ
た
ら
死
亡
率
は
ど
う
い
う
値
で
あ
る
か

を
計
算
し
た
指
標
を
年
齢
調
整
死
亡
率
と
呼
び
ま

す
。
こ
ち
ら
で
５
年
お
き
に
た
ど
る
と
、
が
ん
の
死

亡
率
は
、
男
で
は
１
９
９
５
年
を
ピ
ー
ク
に
低
下
、

女
で
は
な
ん
と
１
９
６
０
年
以
降
、
低
下
し
続
け
て

い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
同
じ
年
齢
で
あ
れ
ば
が
ん

で
死
ぬ
確
率
は
低
下
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。

　
男
女
の
比
較
で
も
こ
の
考
え
方
は
有
効
で
す
。
図

１
に
付
記
し
た
数
値
か
ら
、
男
の
が
ん
死
亡
率
は
女

の
１・
５
５
倍
で
す
。
男
性
は
女
性
よ
り
が
ん
で
死

ぬ
確
率
が
約
6
割
高
い
と
述
べ
る
の
は
正
し
い
で
し

ょ
う
か
。
平
均
寿
命
が
長
い
分
、
女
性
の
方
が
高
齢

化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
さ
す
れ
ば
、同
じ
年
齢
で
は
も

っ
と
男
性
の
が
ん
死
亡
率
は
高
い
の
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。
図
１
の
年
齢
調
整
死
亡
率
で
が
ん
死
亡

率
を
計
算
す
る
と
、
男
は
女
の
１・
９
５
倍
と
な
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
年
齢
を
考
慮
す
れ
ば
何
と
男
は

女
の
約
2
倍
も
が
ん
で
死
に
や
す
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。
男
女
の
心
身
の
違
い
ば
か
り
で
な
く
、た
ば
こ

喫
煙
率
な
ど
生
活
状
況
の
違
い
が
加
わ
っ
て
、こ
う

し
た
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
次
に
、
年
齢
調
整
後
の
値
よ
り
も
っ
と
分
か
り
や

す
く
高
齢
化
の
影
響
を
除
く
仕
方
と
し
て
、
直
接
、

年
齢
別
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま

す
。
二
つ
の
例
を
示
し
ま
し
ょ
う
。

日
本
人
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
？ 

自
殺
者

数
は
？ 
年
齢
要
因
を
考
慮
す
る
と
…
…
。

　
食
べ
過
ぎ
の
欧
米
人
か
ら
見
る
と
う
ら
や
ま
し
い

ほ
ど
に
日
本
人
は
従
来
と
比
べ
る
と
あ
ま
り
食
べ
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
農
林
水
産
省
が
農
産
物

の
生
産
・
貿
易
な
ど
か
ら
計
算
し
た
食
料
需
給
表
の

供
給
カ
ロ
リ
ー
で
も
厚
生
労
働
省
が
世
帯
対
象
に
調

査
し
て
い
る
栄
養
調
査
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
で
も
同
じ

傾
向
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
食
べ
る
量
の
少
な
い

高
齢
者
が
増
え
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

問
が
生
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、年
齢
別
に
2
区
分
し
た
値

を
算
出
し
て
み
る
と
、図
２
の
よ
う
に
、高
齢
者
で
あ

る
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
減
少
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
両
者
の
摂
取
カ
ロ
リ

ー
の
違
い
が
小

さ
く
な
っ
て
い

る
こ
と
も
分
か

り
ま
す
。
全
世

界
が
知
り
た
い

と
思
っ
て
い
る

の
で
す
か
ら
、

こ
れ
を
前
提

に
、
日
本
人
が

豊
か
な
社
会
に

も
か
か
わ
ら
ず

食
べ
過
ぎ
を
控

え
る
こ
と
が
出

来
て
い
る
要
因

を
何
と
し
て
も

突
き
止
め
な
く

て
は
な
り
ま
せ

ん
。

　
自
殺
者
数
が

毎
年
3
万
人
以

上
と
過
去
最
多

Vol.02

図1　人口10万人当たりがん死亡率の推移
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の
時
期
が
続
い
た
の
で
自
殺
が
大
き
な
社
会
問
題
と

な
り
ま
し
た
。
私
は
年
齢
要
因
を
考
慮
す
る
と
必
ず

し
も
自
殺
は
増
え
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

図
３
に
75
歳
以
上
の
高
齢
者
と
45
〜
54
歳
の
中
年
層

の
自
殺
率
の
推
移
を
示
し
ま
し
た
が
、
大
き
か
っ
た

両
者
の
差
は
戦
後
一
貫
し
て
縮
小
し
、
21
世
紀
に
入

っ
て
逆
転
し
ま
し
た
。
自
殺
が
減
っ
て
い
る
年
齢
と

増
え
て
い
る
年
齢
が
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
自
殺
を

論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
場

合
、
が
ん
死
亡
率
と
は
異
な
り
年
齢
調
整
自
殺
率
自

体
も
余
り
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
は
社
会
保
障
が
最
も
充
実
し
て

い
な
い
国
っ
て
、
本
当
？

　
最
後
に
、
も
う
一
つ
高
齢
化
要
因
を
考
慮
に
入
れ

た
分
析
を
行
う
方
法
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は

散
布
図
、
あ
る
い
は
相
関
図
を
使
う
方
法
で
す（
相

関
関
係
を
確
か
め
る
た
め
に
描
か
れ
る
散
布
図
を
相

関
図
と
呼
び
ま
す
）。
相
関
図
は
必
ず
し
も
因
果
関

係
を
あ
ら
わ
す
図
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
原
因
と
結

果
の
う
ち
原
因
に
近
い
方
の
指
標
を
Ｘ
軸
に
も
っ
て

く
る
の
が
慣
習
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
日
本
の
社
会
保
障
支
出
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
定
義
に
よ

れ
ば
、
２
０
０
９
年
に
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
22
・
２
％

と
ほ
ぼ
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
の
22
・
１
％
と
同
じ
で
す
。

そ
れ
で
は
、
日
本
の
社
会
保
障
の
充
実
度
は
社
会
保

障
支
出
の
額
か
ら
い
え
ば
平
均
的
で
あ
る
と
い
え
る

で
し
ょ
う
か
。

　
実
は
、
社
会
保
障
支
出
は
高
齢
化
と
と
も
に
増
加

す
る
の
が
普
通
で
す
。
な
ぜ
な
ら
社
会
保
障
は
、
税

を
通
じ
る
に
せ
よ
、
保
険
で
ま
か
な
う
に
せ
よ
、
お

金
を
稼
げ
る
人
か
ら
稼
げ
な
く
な
っ
た
人
へ
の
社
会

的
援
助
で
あ
り
、
主
要
部
分
は
、
生
活
保
護
な
ど
貧

富
の
差
の
解
消
と
い
う
よ
り
、
現
役
世
代
か
ら
退
職

後
世
代
へ
の
援
助
の
性
格
が
強
い
年
金
や
医
療
、
介

護
だ
か
ら
で
す
。

　
高
齢
化
率
を
Ｘ
軸
に
取
り
、
Ｙ
軸
に
社
会
保
障
支

出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
取
っ
た
相
関
図（
図
４
）を
掲

げ
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
よ
う

に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
で
は
高
齢
化
比
率
が
高
い
ほ
ど

社
会
保
障
支
出
も
大
き
い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
傾
向
を
、
も
っ
と
も
あ
て
は
ま
り
が
よ
い

直
線
で
示
し
た
も
の
が
図
中
の
一
次
回
帰
線
で
す
。

高
齢
化
要
因
を
考
慮
に
入
れ
る
と
こ
の
一
次
回
帰
線

よ
り
上
で
あ
れ
ば
社
会
保
障
が
充
実
し
て
お
り
、
下

で
あ
れ
ば
、
充
実
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
は
こ
の
一
次
回
帰
線
か
ら
下
へ
の
乖か

い

離り

度
が
最

も
大
き
い
国
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
社
会

保
障
が
最
も
充
実
し
て
い
な
い
国
と
見
な
す
こ
と
が

出
来
ま
す
。
将
来
も
っ
と
高
齢
化
が
進
む

こ
と
を
事
前
に
予
測
し
て
、
社
会
保
障
を

抑
え
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
ア

ジ
ア
の
韓
国
も
日
本
と
同
様
に
高
齢
化
の

程
度
と
比
較
し
て
社
会
保
障
の
充
実
度
が

低
い
国
で
す
。自
助
、共
助
を
重
視
し
、公

助
で
あ
る
社
会
保
障
に
は
余
り
力
を
入
れ

な
い
の
が
ア
ジ
ア
共
通
の
特
徴
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
私
は
推
測
し
て
い
ま
す
。

　
相
関
図
に
よ
る
分
析
は
、
年
齢
別
の
デ

ー
タ
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
も
可
能
で

す
。
皆
さ
ん
も
高
齢
化
の
要
因
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
ど

ん
高
齢
化
率
と
の
相
関
図
を
描
い
て
分
析

を
試
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

図4　高齢化（65歳以上の人口比率）でみた社会保障支出の対GDP比
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