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本
書

の
著

者
は
改

め
て
紹

介
す

る
ま

で
も

な
く

K
l
e
i

n-
G

o
l
d
b

e
r
g
e
r

n
i

o
d

el
と

し
て
知

ら
れ

て
い

る
計

量
経

済
学

モ
デ

/
i

,

の
作

成
者

で
あ

り
,

E
c
o
n

o
7
n
e
t
r
i

c
T
h

e
o
r
y

と
題

す
る

そ
の

著
書

が
W

il
e
y

良
S

o
n

s
か

ら

出
版

さ
れ

た
と

い
う

だ
け

で
も

計
量
経

済
学

･

経
済

統
計

学
に
関

心
を

も

つ
人

々
の
注

意
を
惹

く
に
十

分
で

あ
る

･

最
速

計
量

経
済

学
に

つ
い

て

の
教

科
書

ま
た

は
参

考
書

が
国

の
内

外
で
次

々
と
刊

行
さ

れ
て

い
る

が
,

そ
の

内
容

は
当

然
の

こ
と

な
が

ら
著

者
に

よ
っ

て
相

当
に
異

な
る

.

本
吉

の
著

者
は
計

量
経

済
学

を
以

て
,

数
理

経
済
学

･

計
量

経
済

学
理

論
･

経

験
的

計
量

経
済

学
の

三
つ

の
分

野
か

ら
成

る
も

の
と

す
る

.

第
一

の
数

理

経
済

学
は
経

済
理

論
を
数

学
的

に
形

式
化

す
る

こ
と

を
目

標
と

し
,

第
二

の
計

量
経

済
学

理
論

は
統

計
的
旗

定
法

を
扱

い
,

第
三

の
経

験
的

計
量
経

済
学

と
は
具

体
的

な
資

料
に

基
づ

く
計
測

的
研

究
を
指

す
･

本
書

で
は
専

弔
一

･

ら
第

二
の
分

野
す

な
わ

ち
計

量
経

済
学

に
お

け
る
統

計
的

手
法

に
そ

の
主

題
を

限
定

し
,

具
体

的
な
計
測

は
単

に
計

算
例

と
し

て
示

さ
れ

て
い

る
に

す
ぎ

な
い

.
こ

の
点

で
は

J･
J

o
h

n
s
t
o

n
の

近
著

と
大

体
の
方

向
を
同

じ
く

し
て

お
り

,
計

量
経
済

学
の
経

済
学

的
内
容

に
重

点
を

お
く

L
.
良
.

K
l

ei
n

の
入
門

書
(
1)

と
は

著
し
く

そ
の
性

格
を
異

に
す

る
.

計
量

経
済

学
に

お
け

る
統

計
的

手
法

を
解

説
す

る
と
言

っ
て

も
,

通
常

の
参

考
書

で
よ

く
さ

れ
る

よ
う

に
=

多
く

の
主

題
に

つ
い

て
多

く
の

論
者

が
提

示
し
た

模
型

や
推

定
法

を
百
科

辞
典

的
に
展

示
す

る
と

い
う

の
で

は

体
系

的
著

作
と

し
て

余
り

に
能

の
な

い
こ

と
に

な
る

.

本
書

の
著

者
が
叙

述
の
最

終
目

標
を
同

時
方
程

式
体

系
の
推

定
と

い
う

問
題

に
定

め
て

い
る

こ
と

は
,

そ
の
研

究
の

経
歴

か
ら
見

て
当
然

の
こ

と
と

言
わ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
が

,
著
者

は
こ

の
最

終
目
標

に
向
う

に
当

っ
て

論
述

の
出
発

点
を

古
典

的
最

′J
､
二
乗

法
に

求
め

て
い

る
.

こ
の
基

礎
理

論
を
十

分
に
消

化
し

た
後

古
典

的
最

小
二
乗

法
の
要

求
す

る
前

提
免

件
が

計
量

経
済

学
的
研

究
に

と
っ

て
厳

し
す

ぎ
る

た
め

に
,

経
済

学
的

理
論
模

型
に
適

合
す

る
よ

う
な
推

定
法

を
考

え
る
必

要
が

生
じ

て
く

る
こ

と
,

そ
れ

を
解

決
す

る
た

め
に
従

来
ど

の
よ
う

な
方

法
が
考

え
ら

れ
て

き
た

か
を
説

明
し

,
最

後
に

自
然

的
な
帰

結
と

し
て

同
時

方
程

式
体

系
の
推

定
が

問
題

と
な

ら
ざ

る
を

得
な

い
こ

と
を

示
す

･
そ

の
叙

述
の
筋

道
は
極

め
て
説

得
的

で
あ

り
,

多

岐
に

わ
た

る
各

種
の
問

題
を
簡

潔
に
整

理
し

て
体

系
化

し
て

い
る
点

は
,

本
書

を
手

に
す

る
に
際

し
て
読

者
が
懐

い
た
期

待
に
応

え
て
余

り
あ

る
と

言
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

･

以
下

で
は

上
記

の
大

筋
を

は
っ
き

り
さ

せ
る

こ
と

を
念

頭
に

お
き

な
が

ら
本

書
の

概
要

を
紹

介
す

る
.

そ
の
際

こ
の

目
ヽ

･
+

的
に
n
i7

,し
て
若

干
の
個

所
で
本

吾
で
用

い
ら

れ
た

の
と

は
異

な
る
記
号

を
e3
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使
っ

て
い

る
点

に
注

意
し

て
い

た
だ

き
た

い
.

2

第
1
草

の
簡

単
な
序

論
に
続

い
て

第
2
章

で
は
行

列
識

第
3
草

で
は

統
計

学
的

予
備

知
識

が
解

説
さ

れ
る

.

本
書

は
大
学

院
学

生
に
対

す
る
講

義
の
教

科
書

と
し

て
書

か
れ

た
こ

と
を

考
え

る
と

,
こ

の
2
章

で
1
5
0
頁

余
り

を
費

し
全

体
の
約

3/
8

を
使

っ
て

い
る

の
は
少

な
か

ら
ず
冗

長
の
感

が
あ

る
.
代

数
学

や
統

計
学

の
初

等
教

科
書

に
見

ら
れ

る
定

義
や
定

理
の

説
明

は
然

る
べ

き
他

の
著

作
に
譲

り
,

本
書

の
第

3
章

以
下

で
特

に
必
要

な
概

念
や
定

理
を

一

括
し

て
示

す
に
止

め
た

方
が

よ
か

っ
た

の
で

は
な

い

か
と
思

わ
れ

る
.

本
書

の
主

な
内

容
は
第

4
孝

｢
古

典
的
線

型
回
帰

+
か

ら
始

ま
る

.

同

時
方

程
式

体
系

の
推

定
と

い
う

目
標

に
備

え
て

,
は

じ
め

か
ら

多
元

回
帰

分
析

の
タ

ー
ム

で
説

明
が

な
さ

れ
る

.

ま
ず
確

率
論

的
な
条

件
は
何

ら
前

提
せ

ず
に
単

な
る
記

述
手

段
と

し
て

の
最

小
二
乗

法
が
述

べ
ら

れ
,

次
に

撹
乱

項
の

母
平

均
と
共

分
散

行
列

に
関

す
る
前

提
を
設

け
て
最

良
線

型
不

偏
推

定
子

の
説

明
が
続

き
,

最
後

に
擾

乱
項

が
多
変

量
正
規

分
布

に
従

う

場
合

の
検

定
や
区

間
推

定
お

よ
び
多

元
回
帰

分
析

の
計
算

法
が
述

べ
ら

れ

て
い

る
･

こ
れ

ら
は

言
わ

ば
標

準
的

な
場

合
で

あ
っ

て
詳

し
く
紹

介
す

る

必
要

は
な

い
が

,
そ

れ
-

の
補

充
と

し
て

多
重

共
線

型
性

･

回
帰

独
立

変

数
を
追

加
す

る
場

合
の
問
題

な
ど

も
付

け
加

え
ら

れ
て

い
る

.

後
の
叙

述
と

対
比

す
る

た
め

に
古

典
的
線

型
回
帰

模
型

を
数

式
的

に
記

し
て

お
く

.
K

イ
L Bl

の
回
帰

独
立
変

数
と

1
個

の
回
帰

従
属

変
数

に
つ

い

て
T

組
の
観

測
値

が
あ

る
と

き
,

前
者

に
つ

い
て

の
T

x
K
■
型

の
観

測

催
行
列

を
X

,
後

者
に

つ
い

て
の

T
次

の
列

ベ
ク

ト
ル
を

y
,

回
帰

係
宗

数
列

ベ
タ

T
J
レ
(

K
次
)

を
β

,
撹

乱
項

を
示

す
T

次
の
列

ベ
ク

ト
ル

を
u

と
し

,
母
集

団
平
均

値
を

E
転

置
行
列

を
′

で
示

し
,

0
は
零

を
成

分
と
す

る
列

ベ
ク

ト
ル

,
∫

は
単

位
行

列
,

の
母

分
散

と
す

る
と

,

(
1
)[

♂
2

を
同

時
点

撹
乱
項

y
-
X
P

十
u

E
u

-
O

T
E

u
u

′

-
q

2
Z

X
は

固
定

さ
れ

て
い

て
階

数
は

K
(
≦

T)

と
い
う

の
が

古
典

的
線
型

回
帰

横
型

で
あ

る
.

M
個

の
回
帰

従
属

変
数

y
l

,
y

2
,

･
.

･

,
y

M
に

つ
い

て
上

記
と
同
様

の

模
型

が
成

立
し

.

(
2
)

の
易

合
に

は

[
y

仇
-

X
P

仇
＋

u
肌

E
u

m
-
0

,
E

u
仇

u
′

n
-

6
仇

n
Z

(
m

-
1

,
2

,

.
･

･

,
M

;
n

-
i;

2
,

･
･

･

,
M
)

X
は
固

定
さ

れ
て

い
て

階
数

は
K
(

≦
T
)

Y
-

(
y

l
,

y
2

,

-
I

,
y

M)

B
-

(β
1

,
β

2
,

-
I

,
β

M
)

U
-
(

u
l

,

L
2

-(
q

m
n)

-
E

u(
i)

u
′(
i)

と
書

き
,

0
を
成

分
零

の
行
列

と
す

る
と

,
(
2)

は

さ
事



(
3
)

と
な

る
.

(
2)

Y
-

X
B

＋
U

E
U

=
O

E
u
(
i)

u
′(

s)
-(

. a

: :

t t

*

=

s

s

(
i

-
1

,
2

,

･
･

･

,
T
;

s
-
1

,
2

,

･
･

･

,
T)

X
は
固

定
さ

れ
て

い
て

階
数

は
K
(

≦
T
)

の
各

式
に
対

し
て

最
小

二
乗

法
を
適
用

し
た

と
き

,
(
3)

の
一

般
化

さ
れ

た
残

差
分

散
g

e
n

e
r
a
l
i

z
e
d

r
e
si

d
u

a
l

v
a
r
i
a
n

c
e

i
-i

U
,

U[
は
最

小
に

な
っ

て
い

る

&抑

(

rつC
O)

3

第
5
章

お
よ

び
第

6
草

で
は
計

量
経
済

学
的
研

究
の

た
め

に
古

典
的

線

型
回
帰

模
型

を
ど

の
よ

う
に
拡

張
し
補

充
す

る
必

要
が

あ
る

か
に

つ
い

て

説
明

す
る

.

第
5
章

｢
線

型
回
帰

論
の
拡

充
+

で
は
今

ま
で

と
同

じ
よ
う

に
回
帰

独
立

変
数

値
の

行
列

X
の

固
定
性

を
前

提
し

た
上

で
他

の
諸

条

件
の
緩

和
に

つ
い

て
考

え
る

･
ま

ず
簡

単
に

曲
線

回
帰

分
析

に
触

れ
た

後
,

回
帰

独
立

変
数

と
し

て
特

殊
な
形

の
変

数
を

用
い

る
例

と
し

て
d
1

1
m-

m
y

v
a

r
i
a
b
l
e
s

の
使

い Jr
L

JO

l

に
つ

い
て
極

め
て
分

り
や

す
い
解

説
が

な
さ

れ
,

そ
れ

を
用

い
て

回
帰

分
析

と
分

散
分

析
と

の
関

係
が

示
さ

れ
る

.
定

性
的

変
数

に
つ

い
て

は
d

1
1

m
m

y
V

a
r
i
a
b
l
e
s

の
ほ

か
,

生
物

学
の

p
r
o
b
i
t

a
n
a
l
y

si
s

の
応

用
に

つ
い

て
も
他

の
個

所
で
紹

介
さ

れ
て

い
る

.

次
に
前

提
条

件
(
1)

の
う

ち
E

u
u

′
-

o
2
Z

に
代

え
て

E
u

u
′

-
q

己
A

(
た

だ
し

A
は

正
値

行
列
)

と
し

た
も

の
を

,

一

般
化

さ

れ
た

線
型

回
帰

模
型

と
名

づ
け

,
そ

こ
で

の
最

良
線

型
不

偏
推

定
子

に
つ

Jt
き

､

い
て
研
究

す
る

･
い

わ
ゆ

る
不
等

分
散

h
e
t

e
r

o
s
k

e
d

a
s
ti

c
i
t
y

の
場

合

や
,
撹

乱
項

が
一

階
の
自

己
h

nj1肩
系

列
の
賂

合
に

は
A

は
簡

単
な

形
に

な
る

.

第
5
章

の
終

り
の

と
こ

ろ
で

は
再

び
古
典

的
線

型
匝
1
帰

の
前

提
(
1)

に
戻

り
,

外
部

情
報

に
よ

っ
て

回
帰

係
数

問
に

一

定
の
制

約
条
件

の
存

在

を
仮

定
す

る
場

合
,

お
よ

び
一

部
の

回
帰

係
数

を
他

の
情

報
漉

か
ら
推

定

す
る
場

合
の
取

扱
い
方

を
述

べ
て

い
る

.

第
6
草

｢
確

率
的

回
帰

独
立

変
数

心
土
よ

る
線

型
剛
肩
+

に
お

い
て

は
,

古
典

的
最

小
二
乗

法
の
前

提
(_
1)

の
も

と
で
標

本
を

と
る

た
び

に
固

定

さ
れ

て
い

た
回

帰
独

立
変

数
値

行
列

X
が

,
一

定
で

は
な

く
て

確
率

変

数
と

な
る
場

合
を
扱

う
.

ま
ず
他

の
諸

条
件

は
前

提
(

1)
と

同
じ

で
あ

る
が

,
行

列
X

が
確

率

変
数

で
擾

乱
項

ベ
ク

ト
ル

u
と

は
独

立
に
分

布
す

る
と

い
う

単
純

な
場

合
が
扱

わ
れ

る
.

古
典

的
最

小
二
乗

推
定

子
が

一

致
性

を
も

ち
,

且
つ

r
一

-
の

と
き

の
推

定
子

の
漸

近
的

共
分

散
行

列
(
標

本
の
大

き
さ

を
T

,

母
数

β
の
推

定
子

b
の

共
分
散

行
列

を
C

と
す

る
と

き
,

T
C

が
T

一
-

の
と

き
定

数
行
列

W
に
確

率
収

束
す

る
な

ら
ば

W
/

T
を

β
の

漸
近

的
分

散
行
列

と
呼

ぶ
･
)

の
一

致
推

定
子

を
最

小
二
乗

法
で

得
る

こ

と
の

で
き

る
よ

う
に

次
第

に
模

型
を
拡

張
し

て
行

く
.

そ
し

て
撹

乱
項

が

自
己

回
帰

系
列

を
形

成
す

る
よ

う
な
模

型
を

も
特

殊
ケ

ー

ス
と

し
て

含

む
,

同
時

点
無

相
関

線
型

回
帰

模
型

に
到

達
す

る
.

こ
れ

を
前

提
条

件
(
1)

の
記

号
を
用

い
て
記

す
と

,
X

の
行

ベ
ク

ト

ル
の
う

ち
時

点
t

の
観

測
値

か
ら
成

る
も

の
を

こ
J

,
′(
i)

と
書

く
と

き
,

､
｢
‾
y

=
x
p

＋
u

亡
T
I

J

℃ヽ

･
ヽ



(

d-CC)

中ll”静
(

4
)

ll午哨#粕堰iI

u
は
系

列
相

関
を

も
た

な
い

母
平
均

0
,

母
分

散
6

2
の

定
常

確
率

過
程

に
従

う
.

I(
{)

は
定

常
確

率
過

程
に
従

い
,

そ
の

母
平
均

を
f

L
と

す
る

と
き

,
同

時
点

共
分

散
行

列
E
(

I(
t)
-
F

L)
(

I(
i)

-
F

L)
′

は
非

特
異

で
あ

り
,

且
つ

X(
i)

は
u

の
t

時

点
成

分
と
無

相
関

で
あ

る
.

さ
ら

に
二

つ
の
定

常
確

率
過

程
に

お
け

る
異

時
点

間
の
関

連
は

そ
の
間

の
時

間
間

隔
が

長
く

な
る

と
共

に
十

分
速

か

に
減

少
し

て
,

標
本

平
均

お
よ

び
標

本
同

時
点

共
分

散
行

列
は
観

測
回
数

丁
一

-
の

と
き

母
平

均
お

よ
び

母
集

団

同
時

点
共

分
散

行
列

に
確

率
収

束
す

る
.

と
な

る
.

こ
れ

を
M

個
の

式
に

つ
い

て
の

(
2)

ま
た

は
(
3)

に
拡

張

す
る

こ
と

は
容

易
で

あ
っ

て
.
(
4)

に
お

け
る

X
の
規

定
は

そ
の

ま
ま

で
,

u
を

u
m

と
す

れ
ば

よ
い

.
こ

の
模

型
で
中

心
に

な
る

の
は

X
お

よ
ぴ

u
の

同
時

点
の
成

分
が
無

相
関

と
い
う

点
で

あ
り

,
こ

の
仮

定
に

よ
っ

て
推

定
子

の
一

致
性

が
保

た
れ

る
.

第
6
章

の
終

り
の
部

分
で

は
,

こ
の

無
相

関
性

が
満

た
さ

れ
な

い
場

合

を
一

般
的

な
確

率
変

数
線

型
剛
肩

と
名

づ
け

,
変

数
誤

差
模

型
が

こ
の
部

実
員

の
一

例
と

し
て
述

べ
ら

れ
て

い
る

.
こ

の
よ
う

な
一

般
的

な
模

型
に
対

し
て

は
古
典

的
最

小
二
乗

法
は

一

致
性

を
持

ち
得

な
い

が
,

一

致
推

定
子

を
得

る
推

定
法

と
し

て
手

段
変

数
に

よ
る
方

法
が
紹

介
さ

れ
て

い
る

.

4

古
典

的
線

型
回
帰
喋
型

か
ら
出
発

し
て
前

提
条
件

を
次
第

に
緩
和

し
,

辛

一

般
化

さ
れ

た
確

率
変

数
線

型
回
帰

模
型

に
ま

で
到

達
し
た

が
,

そ
れ

ら
芸ヽ

-
1

は
す

ぺ
て

最
後

の
第

7
章

｢
同
時

線
型

関
係

の
体

系
+

を
導

き
出
す

た
め

の
準

備
に
他

な
ら

な
い

.
第

6
革

ま
で

は
一

個
の

回
帰

従
属

変
数

に
関

す

る
回
帰

式
の

推
定

を
中

心
に
考

え
,

時
に

M
個

の
回
帰

従
属

変
数

を
考

え
る

こ
と

が
あ

っ
て

も
,

そ
れ

は
前

提
条

件
(
2)

ま
た

は
(
3)

に
見

る

よ
う

に
,

同
一

の
剛
東
独

立
変

数
行

列
X

の
上

で
の

M
個

の
回

帰
従

属
変

数
y

l
,
y

2
,

-
.

,
y

M
を

二並
列

的
に

考
え

る
に

す
ぎ
ず

,
独

立
お

よ
び

従
属

の
立
場

に
あ

る
回
帰

諸
変
数

間
の
木
目
互

関
係

は
一

向
に
考

慮
さ

れ
て

い
な

い
･

も
し
経

済
諸

量
間

の
関

係
式

を
同
時

方
程

式
体

系
と

し
て

考

え
,

そ
の

体
系

を
構

成
す

る
一

個
の
方

程
式

に
つ

い
て
推

定
を
試

み
る

な

ら
ば

,
伐

り
に

そ
の
方

程
式

に
関

し
て

回
帰

独
立

変
数

と
回

帰
従

属
変

数

と
を

区
別

す
る

こ
と

が
で

き
た

と
し

て
も

,

一

般
的

に
言

っ
て

回
帰

独
立

変
数

は
確

率
変

数
と

し
て

扱
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

し
,

撹
乱

項
と

回
帰

独
立

変
数

と
の

間
の
独

立
性

は
も

ち
ろ

ん
同
時

点
無

相
関

係
性

も
保
証

さ

れ
な

い
.

そ
こ

で
は
古

典
的
最

小
二
乗

推
定

子
は

も
は

や
一

致
性

を
持

ち

得
な

い
し

,
同

時
方
程

式
体

系
か

ら
得

ら
れ

る
情

報
を
利

用
す

る
た

め
に

も
新

し
い
推

定
方

法
を
考

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
.

_ L
通

常
,

方
程

式
誤

差

模
型

を
考

え
る
場

合
に

は
撹

乱
項

は
多
変

量
正

規
分

布
に
従

う
も

の
と

し

て
出

発
し

,
最
尤

法
の

考
え
方

を
紹

介
し

た
後

に
,

全
情

報
最

尤
法

は
理

論
的

に
は
望

ま
し

い
け

れ
ど

も
計

算
量

が
大

や
く

な
る

た
め

に
簡

便
法

と

し
て

ノ他
の
諸

方
法

が
あ

る
と

い
う

よ
う

に
説

明
さ

れ
て

い
る

.

し
か

し
推

定
子

の
一

致
性

に
重
点

を
お

く
限

り
撹

乱
項

の
分

布
に

つ
い

て
正

規
性

を

前
提

す
る

必
要

は
な

く
,

本
書

で
は

正
規

性
の
仮

定
と

最
尤

法
の
説

明
は

各
種

の
推

定
法

を
紹
介

し
た
後

に
補
足

的
(･
こ
付

け
加

え
ら

れ
て

い
る

に
す

音
字



舌

ぎ
な

い
･
以

下
で

は
第

7
章

で
述

べ
ら

れ
て

い
る
推

定
法

の
考

え
方

の
大

要
を
紹

介
す

る
.

時
点

=
こ
お

け
る

M
個

の
内

生
変

数
値

を
成

分
と
す

る
列

ベ
ク

ト
ル

を
y
(
i)

,
K

佃
の
先

決
変

数
値

を
成

分
と

す
る
列

ベ
ク

ト
ル

を
x
(
i)

,
内

生
変

数
に
関

す
る

M
x

M
型

の
非

特
異

な
係

数
行

列
を

I
l

,
先

決
変

数

に
関

す
る

K
x

M
型

の
係

数
行
列

を
B

,
M

個
の
内

生
変

数
に

対
応

す

る
捜

乱
項

を
成

分
と

す
る
列

ベ
ク

ト
ル

を
u
(
i)

と
す

れ
ば

,
構

造
方
程

式
は

(
5
)

y
′(
i)

r
＋

x
′(
i)

B
＋

u
'(
i)

-
0

(
i

-
1

,
2

,
･

･
･

,
T
)

と
書

く
こ

と
が

で
き

る
.

y
'(
1)

,
.

.
･

,
y

'(
T
)

x
′(
1)

,

-
･

,
a

′(
T
)

u
'(
1)

,

.
･

･

,
u

'(
T
)

と
す

れ
ば

,
(
5)

は

(
6
)

を
行

ベ
ク

ト
ル

と
す

る
T

x
M

型
の
行

列
を

Y
,

を
行

ベ
ク

ト
ル

と
す

る
T

x
K

型
の
行

列
を

X
,

を
行

ベ
タ

レ
レ
と

す
る

T
x

M
型

の
行

列
を

U

Y
I

'＋
x

B
＋

U
=
0

と
も

書
け

る
.

た
だ

し
(
5)

の
右

辺
は

零
ベ

タ
ト

/
レ

,
(
6)

の
右

辺
は

零
行

列
で

あ
る

.
以

下
で

も
記

号
0

を
こ

の
二

つ
の
意

味
に
用

い
る

.
両

式
か

ら
得

ら
れ

る

氏抑

A

L
r)

α
〕)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
1
0)

(
l
l)

y
′(
i)

-
x

′(
i)

I
T
＋

v
′(
i)

Y
-

X
I
I
＋

v

H
=

I
B
I

T-
i

v
'(
i)

-
-

u
′(
i)

I
I-

1

V
=

-
U
I

ll
l

が
誘

導
形

で
あ

る
.

捜
乱

項
に

つ
い

て
は

･
1
2)[Z

t

u u

= (

;
(
1
2)

f
E

u
(
i)

u
′(

s)
-( 言

…喜書
芸

2
,

･
･

･

,
T

;
s

-
1

,
2

,
･

･
･

,
T
)

I

を
前
提

す
る

･
こ

れ
は

同
時

点
撹

乱
項

共
分

散
行

列
が

す
べ

て
の
時

点
を

通
じ

て
同

一

で
あ

る
こ

と
,

お
よ

び
撹

乱
項

の
異

時
点

間
無

相
関

性
を
意

味
し

,
前
提

(
3)

と
対

比
す

れ
ば

そ
の
意

味
が

理
解

で
き

る
.
(
1
2)

か

ら
誘

導
形

の
壬
党
乱
項

に
つ

い
て

･
1
3)

[ :
v V(≡ :

′(
s,

=( [;
-若

1
-
a

:
i

-
s

が
出

る
.

先
決

変
数

ベ
ク

ト
ル

X(
i)

は
外

生
変

数
の

ほ
か

ラ
グ

つ
き

内
生

変
数

を
含

む
か

ら
確

率
変

数
と

し
て
扱

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

,
確

率
過

程

(
a
(
i)
)

の
性

質
,

お
よ

び
(

3(
i)
)

と
(

u
(
i)
)

と
の

関
係

に
つ

い
て

は
,

前
提

(
4)

を
M

個
の
式

に
拡

張
し

た
場

合
の
諸

条
件

を
前

提
す

る
.

(
1
0)

ま
た

は
(
l
l)

に
よ

っ
て

(
a
(
i)
)

と
(

”(
i) l

と
の
問

に
も
同

じ
よ

う
な
条

件
が
成

立
し

て
,

誘
導
形

は
同

時
点
無

相
関

線
型

回
帰

模
型

と
な

り
,

最
小

二
乗

法
に

よ
っ

て
誘

導
形

方
程

式
係

数
の

一

致
推

定
子

を

求
め

,
且

つ
推

定
子

の
漸

近
的

共
分

散
行
列

の
一

致
推

定
子

を
計

算
す

る

こ
と

が
で

き
る

.
そ

の
際

(
5)

以
下

の
諸
式

の
形

を
見

れ
ば

分
か

る
よ

う
L
:n

に
,

両
辺

に
定

数
を

か
け

て
も

I
'

,
B

,
D

/

紘(
t)

,
V(

i)
な

ど
を

適
当

に
莞
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＼
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調
整

す
れ

ば
全

く
朴

-
の
方

程
式
体

系
を
得

る
か

ら
,

内
生

変
数

に
関

す

る
係

数
行

列
I

l

の
各

列
に

つ
い

て
特

定
番

目
(

こ
の
番

号
は
列

に
よ

っ

て
異

な
っ

て
よ

t･
､)

の
成

分
を
1

1
に

等
し

い
と

お
き

,
こ

れ
を
規

準
化

則
と
呼

ぶ
.

誘
導

形
に
対

し
て

最
′J

､
二
乗
法

を
適

用
し

〝
ぉ

よ
び

β
の
推

定
値

を

得
た

と
き

(
9)

(
1
3)

か
ら
出

る

(
1
4)

1
I
I

l

-

-
B

(
1
5)

E
-
I

'
′L
2
r

と
規

準
化

則
を
用

い
て

I
l

,
B

,
1

1

を
推

定
で

き
る

か
ど
う

か
と

い
う
所

て
認

定
の
問

題
が
論

ぜ
ら

れ
る

.
認

定
の

必
要

･

十
分

条
作

土
し

て
の
階

数
条

件
と
必

要
条

件
と

し
て

の
位

教
条
件

を
述

べ
7

L=
後

に
∴

認
定

可
能
.

′
fi
:

場
合

が
適

度
認

定
･

過
剰

認
定

に
分

か
れ

る
と

い
う

説
明

が
な

さ
れ

る

が
,

こ
の
部

分
は
特

に
簡

明
で
分

か
り

や
す

い
.
過

度
認

定
の
場

合
に

は

誘
導

形
(
8)

に
対

し
て

鼓
′ト

ニ
乗

法
を
適

川
し

た
後

(
1
4)

(
1
5)

と
規

準
化

則
を
用

い
て

構
造

)
j
荏

式
の
係

数
行
列

を
推

定
で

き
る

.
こ

の
方

法

を
間
才妾

的
最

小
二
乗

法
と

呼
ぶ

が
,

さ
き

に
(
3)

に
つ

い
て

述
べ

た

こ
と

を
回

顧
す

る
と

,
こ

の
と

き
(
8)

の
一

般
化

さ
れ

た
残

差
分

散

÷
p

t
,l

は
最

小
に

な
-

て
い

る･
過

剰
認

定
の
場

合
に

も
誘

導
形

を

最
小

二
乗

法
で
推

定
す

る
こ

と
は

で
き

る
が

,
そ

こ
か

ら
構

造
形

の
推

定

へ
進

む
こ

と
が

で
き

な
い

･
こ

れ
を

解
決

す
る

た
め

に
工

夫
さ

れ
た

諸
方

法
を
示

す
と
次

の
よ

う
に

な
る

.

5

同
時

方
程

式
体

系
の

推
定

に
当

っ
て

,
(
6)

お
よ

び
(
8)

に
一

括
さ

れ
た

体
系

に
つ

い
て
係

数
行

列
I

l

,
B

,
H

を
一

挙
に
推

定
す

る
ニ

と
を

篭
～

目
的

と
す

る
も

の
は
体

系
法

と
呼

ば
れ

,
(
6)

ま
た

は
(
8)

な
る

体
系

に
属

す
る
単

一

方
程

式
係

数
の
推

定
を
目

ざ
す

も
の

は
単

一

方
程

式
法

と

呼
ば

れ
る

.

詳
し
く

言
え

ば
,

7
r
m

,
y

m
,

u
肌

,
V

仇

(
1
6)

(
1
7)

I
'

,
B

,
1
I

,
y

,
v

の
第

m
列

を
そ

れ
ぞ

れ
r

仇
,β

,
”

,

と
す

れ
ば

,
(
6)

(
8)

は

Y
r

,
n
＋

Xj
;

,
”
＋

u
仇

-
0

(
m

-
1

,
2

,

･
-

,
M
)

y
仇

-
X

7
r
m
十

v
仇

(
m

-
1

,
2

,
･

･
･

,
M
)

と
な

り
,

こ
れ

ら
の
係

数
列

ベ
ク

ト
ル

の
推

定
を
行

な
う

の
が
単

一

方
程

式
法

で
あ

る
.

は
じ

め
単

一

方
程

式
法

に
つ

い
て

述
べ

る
.

ま
ず

二
段

階
最

小
二
乗

法
と

呼
ば

れ
る

も
の

は
,
(
1
6)

の
式

の
第

1

項
に

お
い

て
規

準
化

則
に

よ
り
係

数
が
-

1
に

な
っ

て
い

る
内

生
変

数
に

関
す

る
列

ベ
ク

ト
ル

を
移

項
し

て

(
1
8)

y
-

Y
l
r

,
m
＋

X
P

n
＋

u
仇

と
し

,
Y

l
を
構

成
す

る
列

ベ
ク

ト
ノ
レ

-
(
1
7)

を
代

入
し

て

(
1
9)

y
-

E
I
I

lr
1

7花
＋

X
P

,
a
＋
(

u
,
,
}
＋

V
IT

l
m

.
)

を
得

る
.

こ
こ

に
1
I

l
,

V
l

は
1
I

,
v

の
う

ち
(
1
8)

で
左

辺
に
移

項
し

た
変

数
に
該

当
す

:る
列

を
抹
消

し
た

も
の

で
あ

る
.

(
1
9)

は
同

時
点

無

相
関

線
型

回
帰

模
型

で
あ

る
か

ら
,

1
I

.
が
分

か
り

さ
え

す
れ

ば
X
I
I

l
お

よ
び

X
の

上
で

の
y

の
回
帰

を
最

小
二
乗

法
で
計

算
し

て
r

l
m

,

β
n
.

の
一

致
推

定
子

と
そ

の
漸

近
的
共

分
散

行
列

の
一

致
推

克
子

を
求

め
る

こ

f
事

‾
ヽ

_
i
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と
が

で
き

る
.

こ
の
前

提
に

な
っ

て
い

る
H

l
の

推
定

に
つ

い
て

は
M

-
1

偶
の

(
1
7)

に
対

し
て
最

小
二
乗

法
を
用

い
れ

ば
一

致
推

定
子

と
そ

の
漸

近
的

共
分

散
行

列
の

一

致
推

定
子

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

.
こ

の

よ
う

に
(
1
7)

と
(
1
9)

と
に
対

し
て

二
段

階
に

亘
っ

て
最

小
二

乗
法

を

適
用

す
る

の
が

二
段

階
最

小
二
乗

法
の
考

え
方

で
あ

る
が

,
手

段
変

数
に

よ
る
推

定
法

と
い

う
立

場
か

ら
見

る
と

,
第

一

段
階

で
の

最
小

二
乗

法
に

よ
る

Y
l

の
推

定
値

を
第

二
段

階
で
手

段
変

数
と

し
て

用
い

て
い

る
こ

と

に
な

る
.

ま
た
問

題
と

し
て

い
る
方

程
式

が
適

度
認

定
な

ら
ば

こ
の

方
法

は
間
接

的
最

小
二
乗

法
に
帰

着
す

る
･

H
.

T
h

e
il

は
k

ク
ラ

ス
推

定
7

･

と
い
う

概
念

を
提

示
し
た

が
,

こ
の

推
定

子
で

k
-
0

と
お

け
ば

最
′
+

＼
二
乗

推
定

子
,

k
-
1

と
お

け
ば

二
段

階
最

小
二

乗
推
定

子
と

な
る

.
-

ゴ投
的

に
言

っ
て

T
一

-
の

と
き

に
k

が
1

に
確

率
収

束
す

る
よ
う

な
k

ク
ラ

ス
推

定
子

は
(
1
6)

の
r

,
,8

.β
硯･

に
対

す
る

一

致
推

定
子

と
な

る
し

,
ノ
亨
(
k
-

1)
が

0
に
確

率
収

束
す

る

よ
う

な
k

ク
ラ

ス
推

定
子

な
ら

ば
,

そ
の
推

定
子

の
漸

近
的

共
分

散
行

列
は

二
投

階
最

小
二
乗

推
定

子
と

同
じ

に
な

る
.

本
書

で
限
定

情
報

一

般
化

戎
差

分
散

最
小

法
と
呼

ぶ
も

の
は

,
通

見

限
走

情
報

最
尤

法
と
呼

ば
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

が
,

撹
乱

項
に

つ
い

て

の
多

変
量

正
規

分
布

を
前

提
し

な
い
本

書
で

は
次

の
よ

う
に

し
て

こ
れ

を

導
き

出
す

.
い

ま
問

題
と

し
て

い
る

(
1
6)

式
に

は
M

個
の

内
生
変

数

の
う

ち
G
(

<
M
)

個
し
か

含
ま

れ
な

い
と

す
る

と
,

r
7
花

は
0

な
る
成

分

を
含

む
･

零
成

分
を
抹

消
し

て
G

次
元

の
列

べ
ク

ト
/
L

,

r
,
,L
a

を
作

り
,

そ
れ

に
対

応
し

て
Y

の
列

か
ら

G
個

を
取

り
出

し
て
作

っ
た
行

列
を

Y
G

と
す

れ
ば

,

J
F

*

Y
G
r

珊
a
＋

X
P

耶
＋

u
,
a

-
0

と
な

る
･

行
列

Y
G

に
含

ま
れ

て
い

る
G

個
の

内
生

変
数

に
つ

い
て

の

(
1
7)

式
を

ま
と

め
る

と
,

H
お

よ
び

1{
の

G
個

の
列

か
ら
作

っ
た

I
T
G

,
V

G
,

を
用

い
て

(
2
0)

を
得

る

(
2
1)

Y
a

-
X
H

G
十

V
G

同
時

に
r

m
G

に
対

す
る
条
件

式
と

し
て

(
1
4)

か
ら

1
I
G
r

,
n
a

ニ

ー
β

n

が
出

る
か

ら
,

こ
の

制
約
条

件
の

も
と

で
(
2
0)

の
一

般
化

洩
差

分
散

÷
l

V
,

G
V

GF
を
最

小
に
す

る
方

法
を
考

え
る

･
そ

れ
は

誘
導

形
に

対
す

る
最

小
二
乗

法
が
何

ら
の
制
約

条
件

を
設

け
る

こ
と

な
く

(
8)

の
一

般

化
さ

れ
た

戎
差

分
散

を
最

小
な

ら
し

め
た

こ
と

を
参

照
し

て
考

え
ら

れ
た

方
法

で
あ

る
.

上
記

の
方

法
に

よ
っ

て
得

ら
れ

る
推

定
子

は
k

ク
ラ

ス

推
定

子
の

一

種
で

あ
る

こ
と

,
r

m
,
β

,
,L

の
推

定
子

と
し

て
一

致
性

を
持

つ
こ

と
,

こ
の
推

定
子

の
漸

近
的

共
分

散
行

列
は

二
段

階
最

小
二
乗

法
に

よ
る

場
合

と
同

じ
で

あ
る

こ
と

が
分

か
る

･
さ

ら
に
適

度
認

定
の

方
程

式

に
つ

い
て

は
,

こ
の

方
法

は
問
才
妾
的
最

小
二
乗

法
に
帰

着
す

る
.

以
上

の
単

一

方
程

式
法

を
順

次
に
各

方
程

式
に

繰
返

し
て

適
用

す
れ

ば
,

体
系

が
認

定
不
能

な
方

程
式

を
含

ま
な

い
限

り
全

体
系

を
推

定
で

き

る
道

理
で

あ
る

が
,

単
一

方
程

式
法

で
は
当

面
問

題
と

し
て

い
る
式

以
外

の
他

の
方

程
式

に
つ

い
て

の
情
∃
熟

ま
極

め
て

限
ら

れ
た
形

で
し

か
利

用
さ

れ
て

い
な

い
.

こ
の

意
味

で
上

記
の
単

一

方
程

式
法

は
す

べ
て

限
定

情
報

推
定

法
で

あ
る

と
言

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
･

こ
れ

を
一

歩
進

め
て

,
ど

の
方

程
式

の
推

定
の

場
合

に
も

す
べ

て
の
方

程
式

に
関

す
る
情

報
を
利

用
!
＼

し
よ

う
と

す
る
完

全
情

報
推
末

法
は

,
全

方
程

式
体
系

を
同

時
に
推
発

す
笥
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る
体

系
法

と
な

ら
ざ

る
を
得

な
い

･
本

書
で

は
単

一

方
鍵

式
法

に
比
較

し

て
体

系
法

の
部

分
の
叙

述
が
簡

単
に

な
っ

て
い

る
が

,
こ

の
点

は
第

2

章
･

第
3
章

の
入

門
的
部

分
に
多

く
の
頁

数
を
割

い
た

こ
と

と
共

に
戎

念

に
思

わ
れ

る
.

体
系

法
の

は
じ

め
に
登

易
す

る
の

は
三

段
階

最
小

二
乗

法
で

あ
る

.

z
-(;

I

)
,

α
-

-(
rp

l

% -)
と
書

く
と

,
(
1
8)

は

(
2
2)

と
な

る
･

y
,

Z
は

m

れ
に
対

し
て

も
(
2
2)

て

(
2
3)

y
-
Z

a
m
十

u
m

ご
と

に
異

な
る

が
,

m
-
1

,
2

,
･

･
.

,
M

の
い
ず

の
形

の
式

が
成

立
す

る
か

ら
X

′

を
左

か
ら
乗

じ

X
′y

-
X

′Z
a

肌
＋

X
′

u
n

(
m

-
i

,
2

,
･

･
･

,
M
)

を
得

る
･

こ
の

M
個

の
式

全
体

に
対

し
て

同
時

に
一

般
化

さ
れ

た
最

小

二
乗

法
を
適

用
し

て
α

,
”
(

m
-
1

,
2

,
-

･

,
M
)

を
推

定
し

,
そ

の
蒙
合

に
必

要
と

な
る

E
u(

i)
u

'(
i)

-
I

-

(
q

肌
n)

q
-

n
-÷

E
u

′

-
u

n

の
計
算

の
た

め
に

は
,
(
1
8)

に
対

し
て

二
段

階
最

小
二
乗

法
を
通

用
し

た
と

き
の
娩

差
滋

-
を
用

い
て÷

滋
′

-
滋

n
を

以
て

そ
の
推

定
値

と
す

れ

ば
,

最
小

二
乗

法
を

三
艮

階
に

亘
っ

て
使

用
す

る
こ

と
に

な
る

.
こ

の
方

法
に

よ
る
推

定
子

は
-

∵致
性

を
も

ち
,

推
定

子
の
共

分
散

行
列

に
対

す
る

一

致
推

定
子

も
得

ら
れ

る
が

,
こ

の
間

の
詳

し
い
説

明
は
関

係
文

献
に
議

書

ら
れ

て
お

り
本
書

で
は
結
果

だ
け

が
示

さ
れ

て
い

る
.

な
お
構

造
方
寝

式
笥ヽ･

+

に
つ

い
て

の
撹

乱
項

が
無

相
関

で
,

E
が
対

角
行

列
で

あ
れ

ば
三

段
階

最
小

二
乗

法
は

二
段

階
最

小
二
乗

法
に
帰

す
る

.

次
に
完

全
情

報
一

般
化

残
差

分
差

最
小

法
と

い
う

の
は

,
普

鳳
完

全

情
報

最
尤

法
と
呼

ば
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

が
,

制
約

条
件

(
1
4)

の
も

と
で
誘

導
形

(
8)

の
一

般
化

残
差

分
散

を
最

小
に

す
る
方

法
と

し
て

導

入
さ

れ
る

･
こ

の
方

法
に

よ
る
推

定
子

は
一

致
性

を
も

ち
,

そ
の
漸

近
的

共
分
散

行
列

は
三
良

階
最

小
二
乗

法
の

そ
れ

と
同

C
,
に

な
る

.

以
上

に
述

べ
た
各
種

の
推

定
法

の
優

劣
に

つ
い

て
は

,
こ

れ
を
統

計
理

論
的

立
場

か
ら
詳

細
に
比

較
検

討
す

る
こ

と
は

未
開
発

の
領

域
に
属

す
る

が
,

計
算

の
た

め
の
労

力
と

い
う
点

か
ら
見

る
な

ら
ば

,
単

一

方
程

式
の

推
定

な
ら

ば
二
良

階
最

小
二
乗
法

が
,

全
体

系
の
推

定
な

ら
ば

三
段

階
最

小
二
乗

法
が

よ
ろ

し
い

で
あ

ろ
う

と
さ

れ
る

.

も
っ
と

も
全

体
系

の
推

定

の
場

合
に
撹

乱
項

の
共

分
散

行
列

E
に
関

す
る
情

報
が
存

在
す

る
な

ら

ば
,

完
全
情

報
一

般
化

規
差

分
散

最
小

法
の
方

が
良

い
と

い
う

.

最
後

に
こ

の
よ

う
に

し
て
推

定
さ
れ

た
方

程
式

体
系

の
応

用
と

し
て

,

予
測

の
問
題

･

動
態

模
型

の
構

成
な

ど
に

つ
い

て
簡

単
な
解

説
が

な
さ

れ

て
い

る
が

,
こ

の
部

分
は

L
･

R･
K
l
e
i
n

と
の
共

著
(
2)

の
理

論
的

骨

組
を
示

し
た

も
の

と
見

る
こ

と
が

で
き

る
.

6

以
上

か
ら
分

か
る

よ
う

に
本

書
は

同
時

方
程

式
体

系
の
推

定
法

を
中

心

に
し

て
計

量
経

済
学

に
お

け
る
統

計
的
手

法
を
統

一

的
に
解

説
し
た

も
の

と
し

て
勝

れ
た
内

容
を

も
つ

･
K
l
e
i
n-

G
ol

d
b

e
r
g

e
r

”
()
d

c
l

の
推

定
法

手
芋

ヽ
.
〟



に
つ

い
て
我

国
で
刊

行
さ

れ
て

い
る

二
･

三
の
著

作
(
3)

を
併

せ
読

む

な
ら

ば
,

本
書

の
簡

明
な
叙

述
を
補

う
こ

と
が

で
き

同
時

方
程

式
体

系
の

推
定

に
つ

い
て

の
理

解
を

一

層
深

め
る

こ
と

が
で

き
る

で
あ

ろ
う

･

最
後

に
本

書
の
す

ぐ
れ

た
叙

述
を
通

読
し
た

後
に

お
い

て
も

,
な

お
且

っ
筆
者

に
残

る
問
題

点
を
記

す
な

ら
ば

,
同

じ
く

確
率

論
的

模
型

を
構

成

す
る
易

合
で

も
,

情
報

理
論

や
待

合
せ

理
論

で
は

そ
の
模

型
の
性

質
が
極

め
て
納

御
勺

で
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

,
計

量
経

済
学

で
の
確

率
論

的
前

提
条

件
に

は
,

い
か

に
も

未
だ
無

理
な

点
が

残
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
思

わ

れ
る

.
そ

の
一

つ
の
例

は
同

時
方
程

式
体

系
の
擾

乱
項

に
つ

い
て
異

時
点

間
錬

相
関
性

を
前

提
し

て
い

る
の

が
こ

れ
で

あ
っ

て
,

近
代

数
理

統
計

学

を
経
済

模
型

の
計
測

に
用

い
皇
道

は
未

だ
大

い
に
戎

さ
れ

て
い

る
と
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わ

れ
る

.
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