
発行　総務省統計局

監修 : 宮川公男
（一橋大学名誉教授・麗澤大学名誉教授）



プロローグ

“統計”が大切 !?

…
以
上
が
、

私
ど
も
の

ご
提
案
で
す

ご
清
聴

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

TK物産小会議室

TK物産社員
大
おお

杉
すぎ

洋
よう

平
へいTK物産課長

福
ふく

森
もり

真
ま

理
り

子
こ
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ど
う
で
し
ょ
う

今
度
の
Ａ
社
へ
の

プ
レ
ゼ
ン
で
す
が
、

こ
の
よ
う
に

訴
え
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す

私
は

い
い
と

思
い
ま
し
た

け
ど
…

ほ
か
に

意
見
は
？

…
な
い

よ
う
ね

こ
ち
ら
の
熱
意
は

そ
れ
な
り
に

伝
わ
る
と
思
う

で
も
…
、

な
ぜ
こ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る

こ
と
が
あ
ち
ら
の
会
社
の

利
益
に
な
る
の
か
の

説
得
力
が
イ
マ
イ
チ
ね

Ａ
社
の
あ
の
部
長
、

理
詰
め
の

人
で
す
か
ら
ね
…

こ
れ
は

大
き
な
案
件

だ
か
ら
、
失
敗
は

許
さ
れ
な
い

ぞ
…

正
直
な
と
こ
ろ
、

自
分
自
身
で
も
、

何
か
が
足
り
な
い
と

感
じ
て
は
い
る
ん

で
す
が
…

大
杉
く
ん
、“
統
計
”
の

重
要
性
を
ど
れ
く
ら
い

感
じ
て
い
る
？

ハ
ア
？

統
計
っ
す
か
あ

3



統
計
っ
て

い
ろ
ん
な
こ
と
を

グ
ラ
フ
な
ん
か
で
表
す
、

あ
れ
の
こ
と
で
す
か
？

そ
う

統
計
っ
て
、

こ
の
社
会
の
中
で
、

す
ご
く
重
要
な

も
の
な
の

今
の
プ
レ
ゼ
ン
の
中

に
も
、
グ
ラ
フ
は

い
く
つ
か
入
れ
て

い
ま
し
た
け
ど
…

そ
う
ね

で
も
、
出
典
も
書
い
て

な
か
っ
た
し
、

根
拠
と
し
て

ど
う
か
と
思
う
も
の
も

あ
っ
た
わ

そ
う
言
わ
れ
る
と

確
か
に

客
観
的
な
根
拠
を

示
す
た
め
に
は
、

統
計
の
こ
と
を
十
分
に

知
っ
て
お
く
と
い
い
わ

そ
れ
で
説
得
力
が

ぐ
っ
と
上
が
る
の

で
も
、
具
体
的
に

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
…

こ
、

こ
れ
は
…
？

＊
ｅ
‐
Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
と

い
う
政
府
統
計
の

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
よ

さ
ま
ざ
ま
な
統
計
が

見
ら
れ
る
の

＊https://www.e-stat.go.jp/
ほかにも、主な統計データを視覚的にわかりやすく利用できる
「統計ダッシュボード」のサイト（https://dashboard.e-stat.
go.jp）もあります。
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こ
こ
で
手
に
入
れ
ら
れ
る
デ
ー
タ

か
ら
、
自
分
が
訴
え
た
い
こ
と
の

根
拠
に
な
る
デ
ー
タ
を
使
う
と
、

説
得
力
が
増
す
は
ず
よ

へ
え
、

役
に
立
ち
そ
う

で
す
ね

こ
れ
っ
て
、

役
所
が
つ
く
っ
て

い
る
ん
で
す
よ
ね

ど
う
し
て
役
所
が

そ
ん
な
こ
と
を

し
て
い
る
ん
で
す
か

最
近
は
ビ
ッ
グ

デ
ー
タ
や
デ
ー
タ

サ
イ
エ
ン
ス
と

い
う
言
葉
も

聞
く
わ
ね

国
会
で
の
議
論

で
も
統
計
の

図
や
表
が

よ
く
使
わ
れ
て

い
る
の

二
人
と
も

ぴ
ん
と
来
て

い
な
い
み
た
い
ね

じ
ゃ
あ
、
こ
の
国
で
、

統
計
が
ど
う
取
り
入
れ

ら
れ
て
き
た
か
、

レ
ク
チ
ャ
ー
し
ま
し
ょ
う
か

統
計
の
重
要
性
に
つ
い
て

わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と

思
う
か
ら
…

福
森
課
長
は
、

そ
の
方
面
に

お
詳
し
い
の
で
す
か

以
前
に

い
ろ
い
ろ
調
べ
た

こ
と
が
あ
る
の
よ

ま
だ

始
め
な
い
で

く
だ
さ
い
ね

わ
か
っ
た

で
は
、
き
み
た
ち
の

プ
レ
ゼ
ン
力
ア
ッ
プ
の

た
め
の
指
導
の
一
環

と
い
う
こ
と
で
、

レ
ク
チ
ャ
ー
し
ま
す

私
も
統
計
に
つ
い
て

知
り
た
い
で
す
！

も
ち
ろ
ん
、

私
も
ぜ
ひ

じ
ゃ
あ
私
、

何
か
飲
み
物
を

買
っ
て
き
ま
す

少
し
長
く
な
る
か
も

し
れ
な
い
わ

仕
事
の
あ
る
人
は
、

戻
っ
て

こ
う
し
て
、「
近
代
日
本
を
築
い
た
統
計
」
の

レ
ク
チ
ャ
ー
が
始
ま
っ
た
の
だ
。
あ
な
た
も
、

彼
ら
と
い
っ
し
ょ
に
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
て

み
よ
う
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
先
生
、

私
は
政
治
家
を

志
し
て
い
ま
す

ほ
う

き
み
の
言
う

“
政
治
”
と
は

何
か
ね

古
代
ギ
リ
シ
ャ
。

今
日
の
統
計
学
の
源
流
は
、
は
る
か

２
０
０
０
年
以
上
昔
の
こ
の
時
代
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

第1章

近代統計に貢献した福澤と大隈

こ
の
よ
う
に
、
国
や
社
会
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
始
ま
っ

た
の
が
統
計
学
の
源
流
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

民
衆
の
幸
福
を
計
り
、

国
を
富
ま
せ
、

兵
を
強
く
す
る

こ
と
で
す

ほ
う

兵
を
強
く
す
る

と
言
う
が
、

ど
の
国
と
戦
う
と

い
う
の
か

そ
の
国
の
兵
力
は

い
か
ほ
ど
か

わ
が
国
の
兵
は
何
人

あ
れ
ば
よ
い
か

食
料
や
金
銀

な
ど
の
生
産
は

ど
れ
ぐ
ら
い
か

…
そ
、

そ
れ
は
…

政
治
と
は
、
兵
の
数
、

そ
れ
を
動
員
す
る
た
め
の

財
源
な
ど
の

考
え
が
な
け
れ
ば

な
し
と
げ
ら
れ
ぬ

町
に
出
歩
く
ひ
ま
が

あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
を

調
べ
て
み
る
こ
と
だ
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17
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
、「
統
計
」
は
国
勢
学
と
し
て
重
要

視
さ
れ
、「
統
計
は
国
を
医
す
る
」
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ

た
。
１
６
６
０
年
11
月
20
日
に
、ヘ
ル
ム
ス
テ
ッ
ト
大
学
で
、

コ
ン
リ
ン
グ
が
国
家
学
の
名
の
下
に
初
め
て
統
計
学
の
講

義
を
し
た
。
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
統
計

の
重
要
性
に
注
目
し
、
統
計
局
を
設
立
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
確
率
的
に
と
ら
え
る

考
え
方
か
ら
も
、
統
計
学
が
お
こ
っ
た
。
こ

れ
が
３
つ
め
の
統
計
学
の
源
流
で
あ
る
。

統
計
学
は
、
こ
れ
ら
の

３
つ
の
流
れ
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
の

一
方
、
大
量
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
出

生
・
死
亡
な
ど
社
会
現
象
の
中
の
規
則

性
を
見
出
す
こ
と
。
こ
れ
が
２
つ
め
の

統
計
学
の
源
流
で
あ
る
。

ナポレオン・
ボナパルト

統計を重視し、
統計局をつくる。

死亡率の計算、
それによる生
命保険料金の
算定など

サイコロの出目の
確率の調査

詳
し
く
は
、

18
〜
19
ペ
ー
ジ
を

見
て
く
だ
さ
い
ね

17 世紀
ドイツ

18世紀フランス

7



19
世
紀
後
半
。
長
く
太
平
の
時
代
を
続
け

て
い
た
日
本
が
、
激
動
の
時
代
を
迎
え
て

い
た
。

国
の
独
立
を
お
び
や
か
さ
れ
な
い
た
め
に
も
西

洋
文
化
を
学
び
、
取
り
入
れ
る
こ
と
を
急
務
と

考
え
た
幕
府
は
、西
洋
へ
留
学
生
を
派
遣
し
た
。

二
人
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
統
計
学
の
考
え
が

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

ス
タ
チ
ス
チ
キ
…

“
人
間
仲
間
”
の

事
実
を
知
る
学
問
か
…

治
国
経
世
の

学
…

世
の
中
で

最
も
重
要
な

学
問
だ

こ
れ
を

“
表
紀
”
と

名
づ
け
よ
う

津
つ

田
だ

真
ま

道
みち

西
にし

周
あまね

2人はオランダのライデン大学で学んだ。

“
人
間
仲
間
”
と
は

今
の
“
社
会
”

と
い
う
意
味
よ

ペリー来航

桜田門外の変
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こ
う
し
て
、１
８
６
０

（
万ま

ん

延え
ん

元
）
年
に
刊
行

さ
れ
た
の
が
『
万ば

ん

国こ
く

政せ
い

表ひ
ょ
う

』
だ
っ
た
。

福ふ
く

澤ざ
わ

諭ゆ

吉き
ち

だ

お
な
じ
み
の

あ
の
人
よ

同
じ
こ
ろ
、
統
計
学
に
関
心
を
持
ち
、

そ
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
人
が
い
た
。

１
８
３
５
（
天て

ん

保ぽ
う

５
）
年
に
、
大
阪
で

生
ま
れ
、
そ
の
後
中な

か

津つ

藩
（
大
分
県
）

で
育
っ
た
福
澤
は
、
長
崎
や
大
阪
で
蘭

学
を
学
び
、
後
に
慶け

い

應お
う

義ぎ

塾じ
ゅ
く

を
設
立
す

る
な
ど
、
教
育
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

早
く
か
ら
西
洋
の
学
問
に
接
し
て
い
た

福
澤
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
統
計
書
の
翻
訳
に

取
り
組
ん
で
い
た
。

そ
う
だ

“
政
表
”
が

い
い
！

“
ス
タ
チ
ス
チ
ク
”
を

何
と
翻
訳
す
べ
き
か
…
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日
本
と
西
洋
の

文
明
を
比
較
し
、

日
本
に
必
要
な
も
の
は

何
か
を

論
じ
た
本
だ

ぜ
ひ

読
ん
で
ほ
し
い

“
ス
タ
チ
ス
チ
ク
”
で
す

激
動
の
幕
末
を
経
て
、
明
治
時
代
を
迎
え
、

日
本
は
近
代
化
へ
と
歩
み
始
め
る
。

１
８
７
５
（
明
治
８
）
年
、
福
澤
は

『
文ぶ

ん

明め
い

論ろ
ん

之の

概が
い

略り
ゃ
く

』
を
刊
行
し
た
。

文
明
な
く
し
て

国
の
独
立
は

保
て
ま
せ
ん

文
明
の
進
歩
の

た
め
に
は
、
国
全
体
の

智
徳
が
重
要
で
す

人
心
の
働
き
に
は

全
体
と
し
て
見
る
と

一
定
の
規
則
が

あ
り
ま
す

そ
れ
を
明
ら
か
に

す
る
方
法
が

人
の
心
な
ど

変
わ
り
や
す
く

偶
然
に
左
右
さ
れ
、

不
規
則
な
も
の
を

と
ら
え
る
こ
と
な
ど

で
き
る
の
で
す
か

？

そ
れ
は

国
全
体
の
人
々
の

智
徳
を
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
り
、

人
心
の
変
化
に
よ
っ
て

変
わ
る
も
の
で
す
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菓
子
屋
が
菓
子
を
つ
く
り

す
ぎ
れ
ば
余
っ
て
し
ま
い
、

だ
れ
が
い
つ
菓
子
を

買
い
に
来
る
か
、

一
人
一
人
の
事
情
は

不
規
則
で
予
測
が

で
き
ま
せ
ん

町
の
菓
子
屋
を
ご
覧
な
さ
い

次
の
日
に
持
ち
越
せ
な
い
菓
子
を
、

毎
朝
い
く
つ
つ
く
れ
ば
よ
い
か
、

ち
ゃ
ん
と
考
え
て
い
る
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か

１
日
に

い
く
つ

つ
く
れ
ば

ち
ょ
う
ど
よ
い
か
、

あ
る
い
は
、

天
候
な
ど
に

よ
っ
て

多
く
つ
く
る
か
、

少
な
め
に

つ
く
る
か
を

決
め
て
い
ま
す

し
か
し
、

菓
子
屋
は
、

長
年
の
経
験
で
、

少
な
す
ぎ
れ
ば

も
う
け
損
ね
ま
す

一
人
一
人
で
は
な
く
、

街
中
の
人
々
の
行
動
を
観
察
し
、

規
則
性
を
見
出
す
の
が

“
ス
タ
チ
ス
チ
ク
”
と
い
う

こ
と
な
の
で
す

今
で
言
う

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ね
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西
洋
で
は
、
も
の
ご
と
を

調
査
す
る
際
、
何
事
に
も

“
ス
タ
チ
ス
チ
ク
”
を

使
い
ま
す

人
口
、
物
価
、

病
気
に
か
か
る
率
、

死
亡
率
な
ど
な
ど
で
す

そ
し
て
、
そ
の
結
果
か
ら
、

例
え
ば
「
物
価
が
高
い
年
は
、

結
婚
す
る
者
の
数
が
少
な
く
、

物
価
が
安
い
年
は

結
婚
す
る
者
の

数
が
多
い
」
と
い
っ
た

傾
向
が
わ
か
る
の
で
す

以
上
で
す

ご
清
聴

あ
り
が
と
う

福
澤
諭
吉
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
早
く
統
計

の
重
要
性
に
気
づ
い
た
一
人
と
言
っ
て
よ
い
。

文
明
を
進
歩
さ
せ
、

わ
が
国
の
独
立
を

維
持
し
て
い
く

た
め
に
は
、

“
ス
タ
チ
ス
チ
ク
”
は

欠
か
せ
ま
せ
ん
！
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大
隈
重
信
は
、

１
８
３
８（
天
保
９
）

年
に
肥ひ

前ぜ
ん（

佐
賀
県
）

に
生
ま
れ
た
。

一
方
、
福
澤
と
同
じ
よ
う
に
、
統
計
の

重
要
性
に
気
づ
い
て
い
た
人
が
い
た
。

あ
ー

早わ

稲せ

田だ

大
学
を

つ
く
っ
た

大お
お

隈く
ま

重し
げ

信の
ぶ

だ

慶
應
義
塾
の

福
澤
諭
吉
と

並
ぶ
、

こ
の
人
で
す
！

大
杉
く
ん
は

両
方
受
け
た
の
よ
ね

そ
の
後
、
大
隈
は
政
府
で

財
政
や
金
融
に
つ
い
て
の

行
政
を
担
っ
て
い
た
。

砲
術
家
の
父
の
影
響
も

あ
っ
て
、
幼
少
の
こ
ろ

よ
り
数
学
や
自
然
科
学

を
好
み
、
西
洋
の
学
問

に
興
味
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
、
長
崎
で
英
学

を
学
ん
だ
。
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新
政
府
の
基
礎
づ
く
り
と

近
代
化
を
進
め
て

い
く
上
で
、
安
定
し
た

税
収
は
必
須
で
す

こ
れ
ま
で
の
年
貢
で
は

な
く
、
土
地
に
対
す
る

一
定
の
租
税
を
も
っ
て

地
租
と
し
ま
し
ょ
う

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、

ど
こ
に
ど
れ
だ
け
の
土
地
が

あ
る
か
、
税
収
は
ど
れ
ほ
ど

見
込
め
る
か
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば

話
に
な
ら
ん
の
で
は
…

こ
う
し
て
、
１
８
７
１
（
明
治
４
）
年
に
大
蔵

省
に
統
計
司
が
置
か
れ
、
し
ば
ら
く
し
て
統
計

寮
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ほ
う

ア
メ
リ
カ
で
は
、

財
務
を
扱
う
役
所
に

そ
れ
を
扱
う
部
署
が

あ
る
そ
う
で
す

欧
米
に
は
、

ス
タ
チ
ス
チ
ク
と

い
う
考
え
が

あ
る
そ
う
で
す

わ
が
国
に
も

ぜ
ひ
…
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一
方
、
こ
れ
に
や
や
遅
れ
て
、
太
政

官
正
院
に
政
表
課
と
い
う
部
署
も
置

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
人
に
は
憲
法
制
定
と

国
会
開
設
の
運
動
を
進

め
る
ね
ら
い
も
あ
り
…

は
い
、
喜
ん
で

優
れ
た
人
材
を
選
ん
で

紹
介
し
ま
し
ょ
う

福
澤
さ
ん

政
府
の
行
政
機
構
の
整
備
と

統
計
の
進
歩
は
最
重
要
課
題
だ

ぜ
ひ
協
力
を

“
政
表
”
と
い
う
の
は
、

福
澤
諭
吉
の
訳
語

で
し
た
ね

15



統
計
院
の

設
立
を

提
案
し
ま
す

現
在
の
国
勢
を

は
っ
き
り

さ
せ
な
け
れ
ば

政
治
は
で
き
ま
せ
ん

現
在
の
国
勢
を
一
目
で

わ
か
る
よ
う
に
す
る

も
の
は
統
計
を
お
い
て

あ
り
ま
せ
ん

政
府
の
財
政
が

苦
し
い
折

な
の
に
…

わ
れ
わ
れ
が
経
費

節
減
を
し
い
ら
れ
て

い
る
の
に
…

統
計
の
重
要
性
を

わ
か
ら
な
い

や
つ
ら
め

１
８
８
１
（
明
治
14
）
年
、

政
府
の
会
議
の
場
。

こ
う
し
て
統
計
院
が
設
立
さ
れ
、

大
隈
が
院
長
に
就
任
し
た
。

し
か
し
…

大
隈
は
さ
ま
ざ
ま
な
非
難
を

受
け
た
。
ま
た
、
政
治
的
な

争
い
も
あ
っ
て
、
大
隈
は
免

職
さ
れ
、
政
府
を
去
っ
た
。

統
計
院
は
予
算
を
削
減
さ

れ
、
そ
の
後
、
規
模
を
縮
小

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

大
隈
は
そ
の
後
も
統
計
に

関
心
を
持
ち
、“
統
計
伯
（
伯

爵
）”
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど

だ
っ
た
。
後
に
、
政
府
に

返
り
咲
い
た
時
も
大
隈
は
、

統
計
に
力
を
入
れ
た
。

そ
し
て
…
、

大
蔵
官
僚

統
計
院
な
ど
、

大
隈
の
道
楽
で
は

な
い
か
っ
！

軍
高
官

政
府
高
官

16



１
８
９
８
（
明
治
31
）
年
、

大
隈
内
閣
成
立
。

内
閣
統
計
局

と
す
る

内
閣
書
記
長
官

管
理
下
の
統
計
課
を

昇
格
し
、

１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
、

第
二
次
大
隈
内
閣
成
立
。

１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
、

「
統
計
ノ
進
歩
改
善
ニ
関
ス

ル
件
」
を
公
布
。

慶
應
義
塾
の
福
澤
、

早
稲
田
の
大
隈
が
と
も
に

統
計
に
関
心
が

深
か
っ
た
と
は
、

お
も
し
ろ
い
で
す
ね

全
省
庁
は
、

統
計
の
改
善
と
進
歩
に

努
力
す
べ
し
！

17



統計学の歩み

ドイツ イギリス フランス

人口や産業などの
調査に見る国勢学

出生・死亡などの
法則

賭け事の勝ち負け

統計学の形成

統合

近代統計学の父
ケトレー国・社会の実態を

とらえる
確率的な事象を
とらえる

近代的統計学

大量の事象を
とらえる

　人類が社会的な集団を営み始めたころから、人口や土地、生産などについての調査が行
われていたと言われています。古代文明が起こったバビロニア、エジプト、中国などでは、徴
兵や収税を目的とした人口調査が行われていたという記録があります。
　現在の統計学につながる近代的統計学のもとになったのは、主に3つの流れだとされて
います。1つ目は、17世紀のドイツで、国家や社会の実態を把握するために人口や産業の調
査をすることに始まったものです。2つ目は、同じころのイギリスで行われた出生や死亡など
についての法則を研究するものです。そして、3つ目は、17〜18世紀のフランスで、賭けの
勝ち負けの研究から数学の確率論に発展したものです。これらが、19世紀のベルギーのケ
トレー（1796〜1874）によって統合されました。ケトレーは、人口、犯罪、社会事象などを
調査・分析するための統計学を研究し、「近代統計学の父」と称されます。

近代的な統計学の成立

column:01



ナポレオン

ナイチンゲール

クリミア戦争での死因分析のグラフ

1769
1790
1795
1801

デンマーク
アメリカ
オランダ
イギリス

各国の近代的人口
センサスの始まり

　16世紀以降のヨーロッパでは、各国が勢力を伸ばすた
め、国力を高めようとしていました。そのためには、人口や
財政、産業などに関する調査が重要であるという意識が
起こりました。こうした意識は、18世紀から19世紀にか
けてさらに高まり、国の体制が整えられるようになりまし
た。
　フランスで皇帝の地位についたナポレオン（1769〜
1821）も、統計の重要性に目をつけ、1801年に統計局
を設置し、政府による統計が整備されました。欧米諸国で
は、18世紀から19世紀にかけて近代的な人口調査（セ
ンサス）が行われるようになりました。

　「近代看護教育の生みの親」として知ら
れるナイチンゲール（1820〜1910）は、
数学や統計に興味を持ち、ケトレーの考え
を信奉していました。
　クリミア戦争に従軍した際、ナイチン
ゲールは、イギリス軍の戦死者や傷病者の
データを分析し、直接の戦闘による死者よ
り、衛生状態の問題による死者の方が多い
ことを明らかにし、グラフを用いてわかりや
すく説明しました。
　ナイチンゲールは、統計学の先駆者とし
ても知られているのです。

統計の重要性を知っていたナポレオン

ナイチンゲールと統計学



こ
れ
が

西
洋
の

学
問
か
っ
！

母
上
！

父
上
！

緒
方
洪
庵
の
私
塾
で
す

後
に
、
福
澤
諭
吉
も

学
び
ま
す

緒方洪庵

西
洋
の
文
物
を
扱
う
上
野
舶
来
店
に

奉
公
に
出
た
。

幼
い
こ
ろ
、

漢
方
医
で
あ

る
祖
父
に
学

ん
だ
杉
は
、

医
師
を
め
ざ

し
て
い
た
ら

し
い
が
、
９

歳
の
こ
ろ
、

両
親
を
相
次

い
で
失
う
。

杉
亨
二
は
、

１
８
２
８
（
文
政

11
）
年
、
長
崎
の

酒
屋
に
生
ま
れ

た
。
当
時
の
長
崎

は
、
西
洋
に
開
か

れ
た
唯
一
の
窓

だ
っ
た
。

明
治
時
代
の
日
本
に
統
計
や
統
計
学
を

根
づ
か
せ
る
功
績
の
あ
っ
た
人
と
し

て
、
杉す

ぎ

亨こ
う

二じ

の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。

１
８
１
０
～
１
８
６
３
年

備び
っ

中ち
ゅ
う

（
岡
山
県
）
の

生
ま
れ
。
江
戸
や
長

崎
で
医
学
を
学
び
、

大
阪
に
蘭
学
塾
（
適て
き

塾じ
ゅ
く

）
を
開
い
た
。

奉
公
中
も
、
杉
は
学
問
へ

の
熱
意
を
持
ち
続
け
た
。

店
に
は
蘭
学

者
が
多
く
出

入
り
を
し
て

い
て
そ
の
中

に
は
、
緒お

方が
た

洪こ
う

庵あ
ん

も
い
た
。

や
が
て
、
杉
は

大
阪
の
適
塾
で

学
び
始
め
る
。

第2章

“統計”の広がり
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杉
は
さ
ら
に
江
戸
に
出
て
西
洋
の
学

問
を
深
め
、
勝か

つ

海か
い

舟し
ゅ
う

の
塾
で
教
え
、

幕
府
が
開
い
た
学
問
所
に
勤
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。

杉
は
、

徳
川
家
に
従
っ
て

駿
河
（
静
岡
県
）
に
移
っ
た
。

あ
ら
ゆ
る
学
問
で
、

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
が

も
と
に
な
っ
て

い
る
よ
う
だ

こ
ち
ら
の
本
で
も
、

人
口
や
男
女
の
割
合
、

出
生
、
死
亡
な
ど
に

つ
い
て
政
府
が
調
査
し
た

結
果
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
る

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
…

バ
イ
エ
ル
ン
の
教
育
に

つ
い
て
述
べ
た

こ
の
本
で
は
、

人
々
の
識
字
率
に

つ
い
て
の
調
査
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

お
奉
行
、

こ
の
地
を

治
め
る
た
め
、

ま
ず
は
、

人
口
調
査
を

し
ま
し
ょ
う

１
８
６
７
（
慶
応
３
）
年
、

江
戸
幕
府
が
終
わ
り
を
告
げ
、

翌
年
に
明
治
時
代
が
始
ま
る

統
計
の
重
要
性
に

気
づ
い
た
ん
で
す
ね

人
と
し
て
生
ま
れ
て

き
た
か
ら
に
は
、
他
の

者
が
な
さ
ぬ
こ
と
を

な
し
と
げ
た
い
も
の
だ

私
に
と
っ
て
、

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク

こ
そ
が
、
そ
れ
に

あ
た
る
の
だ
！

う
む

さ
っ
そ
く

取
り
か
か
る

べ
し 江戸

駿
す る

河
が

21



お
ぬ
し
の

名
前
は
？

こ
の
調
査
を

『
駿す
る

河が
の

国く
に

人に
ん

別べ
つ

調し
ら
べ

』

と
い
い
ま
す

杉
ど
の
、

ち
ょ
っ
と

待
た
れ
い
！

は
？

人
口
調
査
を

中
止
せ
よ
と
？

と
こ
ろ
が
…
調
査
の
途
中
で

徳
川
家
の
重
役
が
…

駿
河
で
の
人
口
調
査
は
中
止
さ
れ
、
沼
津
と

原
の
分
だ
け
集
計
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
う
わ
さ
が
明
治
政
府
に
伝
わ

り
、
１
８
７
０
（
明
治
３
）
年
、
大
隈
重
信

か
ら
招
か
れ
て
働
い
て
い
た
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

に
推

薦
さ
れ
、
政
府
に
招し

ょ
う

聘へ
い

さ
れ
た
。

こ
の
家
の

家
族
は
何
人
で

あ
る
か

へ
い

８
人
で

ご
ざ
い
ま
す

え
〜
〜
！　

そ
ん
な
！

政
府
で
さ
え

な
さ
ら
ぬ
こ
と
を

当
藩
に
て
行
う
は
、

ち
と

さ
し
さ
わ
り
が
…

わ
か
ら
ず
や
の

重
役
め
…

杉
亨
二
、

政
府
へ
の

出
仕
を
命
ず

は
い
、
喜
ん
で
！

私
は
、
清
水
の

次
郎
長
と
い
う
者
で
す
。

渋沢栄一

22



フ
フ
フ

呉文聰

こ
の
中
に
呉く

れ

文あ
や

聰と
し

（
→

ｐ
36
～
37
）
も
い
た
。

後
に
、「
表
記
学
社
」
は

「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
」
と

名
前
を
変
え
ま
し
た

う
む

余
も
同
じ

考
え
で
あ
る

杉
は
、
民
部
省
に
勤
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。

１
８
７
１（
明
治
４
）年
、大
蔵
省
に
統
計
司（
後

に
統
計
寮
）
が
設
立
さ
れ
て
い
た
が
、
杉
は
太

政
官
正
院
政
表
課
の
主
任
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

杉
は
そ
こ
で
大
隈
に
対
し
、

建
白
書
を
提
出
し
た
。

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の

研
究
の
た
め
の

集
ま
り
で
す

政
府
と
し
て

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク

の
し
く
み
を

整
え
る
こ
と
が

肝
要
で
す

そ
れ
に

ひ
き
か
え

こ
ち
ら
は

わ
ず
か

４
人
…

う
ー
む

統
計
寮
は

27
人
の

大
所
帯
か

１
８
７
６
（
明
治
９
）
年
、
杉
は
、
政
表
課
員
ら
と
と
も
に
、

「
表
記
学
社
」
を
設
立
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
杉
は
、
統
計
年
鑑
と
も
言
え
る

『
日
本
政
表
』
を
刊
行
し
た
。

23



よ
し
、

こ
こ
に
し
よ
う

そ
う
だ
な

で
は
、
ど
こ
か

１
国
を
選
ん
で

試
験
調
査
を

行
お
う

し
か
し
、

い
き
な
り
全
国
規
模
の

調
査
は
な
か
な
か

難
し
い
か
と
…

全
国
規
模
の
セ
ン
サ
ス

︵
国
勢
調
査
︶
こ
そ
、

国
家
に
必
要
な
こ
と
だ

な
ん
と
し
て
も
セ
ン
サ
ス

を
な
し
と
げ
た
い

１
８
７
９
（
明
治
12
）
年
12
月
31
日
午
後
12
時
現
在
の
調

査
と
し
て
、「
甲か

斐い
の

国く
に

現げ
ん

在ざ
い

人に
ん

別べ
つ

調し
ら
べ

」
が
実
施
さ
れ
た
。

ま
た
、
１
８
７
８
（
明
治
11
）
年
に
は
、
統
計
資
料

を
集
め
、会
員
の
研
究
に
供
す
る
目
的
で
「
製
表
社
」

（「
東
京
統
計
協
会
︿
後
に
国
勢
調
査
実
施
を
推
進
す

る
力
に
な
っ
た
民
間
団
体
﹀」）
を
創
設
し
た
。

杉
に
は
、
大
き
な
目
標
が
あ
っ
た
。

う
う
む

人
口
が
多
過
ぎ
な
い
こ
と
、

管
内
で
の
移
動
が
少
な
い

こ
と
、
東
京
に
近
く
、
指
導
や

連
絡
が
便
利
な
こ
と
、

こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す

と
こ
ろ
が
よ
い
な
…

は
い

ど
こ
が
よ
い

で
し
ょ
う
か

24



こ
の
調
査
に
は
約

２
０
０
０
人
の
調
査

員
が
動
員
さ
れ
、
約

５
７
６
０
円
の
調
査

費
用
が
か
か
っ
た
。

実
際
に

住
ん
で
い
る
者

の
み
申
し
出
る

よ
う
に

へ
い

６
人
で
す

１
人
は
今
東
京
に

お
り
ま
す
が
…

こ
の
家
に
は
何
人

住
ん
で
お
る
か
な
？

当
時
、

米
１
升
が
10
・
5
銭

ほ
ど
だ
っ
た
の
で
、

現
在
米
１
升
を

１
５
０
０
円
と

す
る
と
当
時
の

貨
幣
価
値
の

１
万
４
０
０
０
倍
で

調
査
費
は

８
０
６
４
万
円

く
ら
い
に
な
り
ま
す

で
は

５
人
で
す

甲
斐
国
の
人
口
は
、

39
万
７
４
１
６
人
か

そ
し
て
調
査
結
果
が

ま
と
め
ら
れ
た
。

25



ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の

専
門
家
を
養
成
す
る

学
校
が
必
要
で
す

第
１
章
に
も

あ
り
ま
し
た
ね

こ
れ
か
ら

お
互
い

が
ん
ば
ろ
う

一
方
、
１
８
８
２
（
明
治
15
）
年
、

杉
は
統
計
院
院
長
の
鳥と

り

尾お

小こ

弥や

太た

に
提
案
し
た
。

し
か
し
、
こ
の

年
の
政
変
に
よ

り
、
統
計
院
の

生
み
の
親
の
大

隈
が
失
脚
。

わ
っ

１
８
８
１
（
明
治

14
）
年
、
統
計
院
が

で
き
る
と
、
大
隈
重

信
が
院
長
、
杉
が
大

書
記
官
に
就
任
。

統
計
院
は
、
規

模
を
縮
小
さ
れ

て
い
っ
た
。

わ
っ

そ
れ
な
ら
！

財
政
が

厳
し
い
の
で

と
て
も
無
理
！

く
そ
〜
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で
も
、

そ
の
後
の
統
計
の

発
展
に
寄
与
し
た

人
材
を
輩
出

し
て
い
ま
す

よ
う
し
、

有
能
な
専
門
家
を

世
に
出
す
ぞ
！

渋
沢
栄
一
ら
、
財
界
の
支
援
を
受
け
て
１
８
８
３
（
明
治
16
）
年
、
私
立
学
校
の

共
立
統
計
学
校
が
設
立
さ
れ
、
杉
が
教
授
長
に
就
任
し
た
。

だ
が
、
共
立
統
計
学
校
は
、

一
期
の
卒
業
生
を
出
し
た

だ
け
で
廃
校
に
な
っ
た
。

と
ほ
ほ
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書
物
を
読
む
の
が

つ
ら
い
の
で
、

辞
任
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す

左
目
が

よ
く
見
え
な
い

う
ー
む
、

目
が
…

規
模
は
大
幅
に

縮
小
さ
れ
て

し
ま
っ
た

統
計
院
が
廃
止
さ
れ
、
内
閣
統
計
局
が
発
足
し
た
。

１
８
８
５
（
明
治
18
）
年
、
内
閣
制
発
足
。

伊い

藤と
う

博ひ
ろ

文ぶ
み

が
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
。

伊藤博文

58
歳
に
し
て
杉
は

政
府
を
去
り
、
二

度
と
戻
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

し
か
し
、
国
勢
調

査
を
実
現
さ
せ
た

い
と
い
う
思
い
は
、

生
涯
ゆ
ら
ぐ
こ
と

が
な
か
っ
た
。

28



そ
れ
に
つ
い
て
は

次
の
章
で
ね

で
も
…

国
勢
調
査
は

実
現
し
た
ん
で
す
か

長
寿
だ
っ
た
ん

で
す
ね

何
と
し
て
も

国
勢
調
査
を

実
現
さ
せ
た
い
！

し
か
し
、

以
後
は
民
間
に
あ
っ
て
統
計
の
普
及
に
努
め
た
。

１
９
１
０
（
明
治
43
）
年
に
は
国
勢
調
査
準
備
委

員
会
委
員
と
な
り
、
長
年
の
念
願
で
あ
っ
た
国
勢

調
査
の
実
現
の
た
め
に
尽
力
し
た
。

第
１
回
の
国
勢
調

査
が
行
わ
れ
る

の
を
見
ず
し
て
、

１
９
１
７
（
大
正

６
）
年
、
89
歳
で

永
眠
。
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そ
ん
な
に

漢
字
で
書
き
た
い
な
ら

私
が
書
い
て

教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う

ど
っ
ち
も
だ
め
！

専
門
家
の

杉
さ
ん
は

ど
う
お
考
え

で
す
か

い
や
い
や

や
は
り

統
計
で
し
ょ
う

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の

日
本
語
訳
は

や
は
り
政
表
が

よ
ろ
し
い
か
と

そ
れ
は
…

次
の
章
に
進
む
前
に

ー

実
は
、
杉
に
は
あ
る

信
念
が
あ
っ
た
。
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エエ〜 !!
こ
れ
が

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク

と
い
う

漢
字
で
す

そ
れ
は
、

有
名
な
あ
の
人
が

関
わ
っ
て
い
る
の
！

で
も
今
の
よ
う
に
、

「
統
計
」
と
言
う
よ
う
に

な
っ
た
の
は
ど
う
し
て

で
す
か
？

あ
は
は
は
は

杉
さ
ん
の

信
念
は

す
ご
い
ね

ス　　タ チ　　ス チ　ッ　ク
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ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
と

書
く
べ
き
で
あ
る

「
政
表
」
が
よ
か
ろ
う

福澤諭吉

「
統
計
」「
政
表
」の
ほ
か
に
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
訳
語
が
あ
っ
た
。

１
８
７
１
（
明
治
４
）
年
、

大
蔵
省
に
統
計

4

4

司
、
太
政
官

正
院
に
政
表
4

4

課
が
置
か
れ
た
。

「
統
計
」
と
い
う
訳
語
を
考
え
た
の
は
、

幕
府
の
学
問
所
で
あ
る
開
成
所
の
教
授
を

務
め
た
柳や

な

河が
わ

春し
ゅ
ん

三さ
ん

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

英
語
のstatistic

、
ま
た
は
ド
イ

ツ
語
のS

tatistik

を
日
本
語
で
表

す
た
め
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
訳
語
が

考
え
ら
れ
た
。

幕
末
か
ら
明
治
時

代
に
か
け
て
、
西

洋
の
文
化
が
た
く

さ
ん
入
っ
て
く
る

と
、
そ
れ
ら
を
日

本
語
と
し
て
表
す

た
め
に
、
多
く
の

新
語
が
つ
く
ら
れ

た
。

し
か
し
、
明
治
時
代
半
ば
ま
で
に
、「
統
計
」

と
い
う
訳
語
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
。

freedom＝自由

love＝恋愛

society　=社会

製
表

綜
計

国
治

国
勢

形
勢表

記
知
国

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
杉
亨
二
は
、「
ス

タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
を
そ
の
ま
ま
使
う
の
が

よ
い
と
い
う
立
場
だ
っ
た
。

柳河春三
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そ
う
、

文
豪
の

森も
り

鷗お
う

外が
い

よ

こ
の
人
っ
て
、

た
し
か
…

後
に
は
、
陸
軍
軍
医
総
監
、
陸
軍
医
務

局
長
と
い
う
要
職
に
就
い
て
い
る
。

そ
ん
な
折
に
起
こ
っ
た
の
が
、
訳
字
論

争
と
呼
ば
れ
る
騒
動
だ
っ
た
。

そ
の
当
事
者
の
一
人
が
、
陸
軍
医
学
舎

教
官
の
森も

り

林り
ん

太た

郎ろ
う

で
あ
る
。

森
鷗
外
こ
と
森
林
太
郎
は
、
今
で
こ
そ

文
豪
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
…
、

陸
軍
軍
医
と
し
て
勤
務
し
、
30
歳
で

医
学
博
士
と
な
る
。

東
京
大
学
医
学
部
を

卒
業
後
、
ド
イ
ツ
へ

留
学
。

森
林
太
郎
は
、

１
８
６
２
（
文ぶ

ん

久き
ゅ
う

２
）

年
、
石い

わ

見み

（
島
根
県
）

の
医
師
の
家
に
生
ま

れ
た
。

ず
っ
と
医
学
の
道
を
歩
ん
で
い
た
。

森林太郎
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ふ
う
む

わ
か
っ
た

雑
誌
で
こ
の
手
紙
に

回
答
し
ま
し
ょ
う

森
先
生
、

…
と
い
う

わ
け
な
ん

で
す
が
…

や
れ
や
れ

「『
医
学
統
計
論
』
の
序
文
で
、

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
に
触
れ
ず
、

統
計
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
は

ど
う
い
う
わ
け
か
？　

な
ぜ

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
と
言
わ
な
い

　
　
　
　

の
か
」
だ
と
？

匿
名
の
手
紙
か

何
だ
ろ
う

エ
ス
テ
ル
レ
ン
著
、

呉く
れ

秀
し
ゅ
う

三ぞ
う

訳
の

『
医
学
統
計
論
』
で
す
ね

序
文
を
書
き
ま
す
よ

杉
亨
二
ら
が
お
こ
し
た
表

記
学
社
は
、
こ
の
こ
ろ
、

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
と
名

乗
っ
て
い
た
。
杉
の
弟
子

に
あ
た
る
今い

ま

井い

武た
け

夫お

は
、

森
の
回
答
を
ス
タ
チ
ス

チ
ッ
ク
社
へ
の
攻
撃
と
受

け
止
め
た
。

私
は
、『
医
学
統
計
論
』
の
序
文
を
呉
秀
三

く
ん
に
書
い
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
か
ら
書

い
た
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、「
統
計
」
と
い

う
語
が
よ
く
な
い
と
思
え
ば
使
わ
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。「
統
計
」
は
、「
物
を
計
り
之こ

れ

を
統す

べ
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
。

「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
の
訳
語
と
し
て
悪
く

は
な
い
。「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
を
そ
の
ま

ま
使
う
べ
し
と
は
愚
劣
な
考
え
だ
。

し
ば
ら
く
し
て
編
集
部
に
手
紙
が
届
く
。

「
統
計
」
を
巡
る
訳
字
論
争
が
起
こ
っ
た
の
は
、

１
８
８
９
（
明
治
22
）
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

な
ん
だ
、

こ
の
言
い
よ
う
は
！

森
林
太
郎
が
、
呉
秀
三
か
ら
依
頼

さ
れ
て
『
医
学
統
計
論
』
に
序
文

を
書
き
、
刊
行
さ
れ
る
。
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昔
の
「
統
計
」
が
今
の
「
統
計
」

の
定
義
に
当
た
ら
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
に

「
統
計
」
を
用
い
る
べ
き
で
な
い
と

は
言
え
な
い
。

中
国
の
辞
書
に
は
「
統
計
」
と
い
う
語

に
は
「
合
計
」
と
い
う
意
味
し
か
な
い
。

人
間
社
会
の
事
実
を
研
究
す
る
科
学
で

あ
る『
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
』が「
合
計
学
」

と
は
随
分
情
け
な
い
こ
と
だ
。

そ
う
ね
え
…

第
３
章
は
、

杉
亨
二
を
は
じ
め
、
多
く
の

統
計
学
者
の
悲
願
だ
っ
た

国
勢
調
査
の
実
施
が

ど
れ
だ
け
た
い
へ
ん
だ
っ
た

か
に
つ
い
て
の
話
よ

意
外
な
人
が

統
計
に
関
係
し
て

い
る
ん
で
す
ね

こ
う
し
て
、「
統
計
」
と
い
う
訳
語
が
日
本
に
定
着

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
陰
に
、
文
豪
森
鷗
外

が
関
わ
っ
て
い
た
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
の
語
は
世
間
で
の

通
り
は
悪
か
っ
た
。
１
８
９
２
（
明
治
25
）
年
、

当
の
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
自
体
が
、
杉
も
合
意
し

て
社
名
を
「
統
計
学
社
」、刊
行
す
る
雑
誌
名
を
『
統

計
学
雑
誌
』
と
変
更
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
統
計
」
を
巡
る
主
張
は
、
互
い
に
譲
ら
ず

数
回
に
わ
た
る
長
い
や
り
と
り
が
重
ね
ら
れ
た
。
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日本の統計理論を確立した呉文聰

呉文聰

呉文聰が編集・執筆に
携わった雑誌

column:02

　杉亨二と並んで、日本の近代統計学の確立に寄与した
人として、呉文聰（くれあやとし／ぶんそう）が挙げられ
ます。
　呉は1851（嘉

か
永
えい
4）年に、安芸藩浅野家の医師の次男

として江戸・青山に生まれました。少年〜青年期に漢学、
英語を学び、後には福澤諭吉の慶應義塾で学んだことも
あります。
　1873（明治6）年から工部省電信寮訳文課に勤めま
したが、統計のことを耳にして、1875（明治8）年に、太
政官正院政表課に勤めます。このとき政表課長を務めて
いたのが杉亨二でした。呉は杉から統計学を学び、日本
の近代化のために統計のための調査機関を整備するとい
う志を共にすることになりました。

　1876（明治9）年、杉を中心とする「表記学社」の設
立には、呉も関わっています。呉は、イギリスの統計学会
の論文を紹介するほか、自らも統計学に関する論文の執
筆や編集に携わりました。
　呉は、過去の現象から現在がわかり、現在の現象から
未来を予測できる統計学は、人類の幸福を増進させる最
適な学問であると考えました。呉は、統計の考え方を広め
るため、自ら政治家になるという考えも持っていました。
　1879（明治12）年に実施された「甲斐国現在人別調」
には、呉も手伝いとして参加しています。

杉亨二に統計学を学ぶ

統計学は未来を予測する



呉文聰の著書

第1回国勢調査を周知するハガキ

　1880（明治13）年、呉は内務省に移り、衛生局
で衛生統計に携わります。その後、政治活動に移っ
たり、官界に戻ったりしながら、統計学についての大
学での講義、著書の執筆などもしています。
　1895（明治28）年、農商務省にいた呉は、同志
と共に日本での国勢調査実施を衆議院に働きかけ
る運動をしました。この結果、「国勢調査執行建議」
が衆議院を通過しました（→p38）。
　その功績は杉亨二にまさるとも言われています。

　1895（明治28）年、国際統計会議で1900（明
治33）年の世界人口センサスが決議されると、日本
政府は、アメリカでの国勢調査視察のために呉を派
遣しました。呉は半年余りアメリカとヨーロッパを視
察し、帰国後に、国勢調査実施を政党や新聞社など
に働きかけました。
　1902（明治35）年に制定された「国勢調査ニ
関スル法律」は、呉が原案作成に関係しています。
　日本での国勢調査実施を夢見た呉でしたが、その
実施を目の当たりにすることはかなわず、1918（大
正7）年に66歳で亡くなりました。
　なお、「センサス」を「国勢調査」と訳したのは、呉
のようです。

統計学の普及に努める

国勢調査実施を夢見て



「
国
勢
調
査
執
行

建
議
」
を

可
決
し
ま
す

第3章

日本初の国勢調査を実施
多
額
の

費
用
が

か
か
る
し

な
あ
…

ぜ
ひ

国
勢
調
査
を
！

さ
て
、
杉
亨
二
を
は
じ
め
、
多
く
の
統
計
学
者

の
悲
願
で
あ
っ
た
国
勢
調
査
の
実
施
は
、
ど
の

よ
う
な
道
を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

杉
亨
二
に
よ
っ
て
、「
甲
斐
国
現
在
人
別
調
」

が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
１
８
７
９
（
明
治
12
）

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
→
ｐ
24
）。

そ
の
後
、
杉
は
、
た
び
た
び
国
勢
調
査
の
必
要

性
を
申
し
出
た
が
、
政
府
の
関
心
は
薄
か
っ
た
。

１
９
０
０
年
を
期
し
て
、

世
界
人
口
セ
ン
サ
ス
を

実
施
す
る
こ
と
を

決
議
し
ま
す

各
国
は
人
口
セ
ン
サ
ス
を

実
施
さ
れ
る
べ
く
…

日
本
の
衆
議
院
会
議

１
８
９
５
（
明
治
28
）
年
。

ス
イ
ス
・
ベ
ル
ン
で
の
国
際
統
計
会
議
。
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つ
い
に

や
っ
た
ぞ

ロ
シ
ア
の
脅
威
が
増
す

中
、
軍
事
費
の
増
強
が

喫
緊
の
課
題
で
あ
る

ほ
か
の
こ
と
に
予
算
を

さ
く
わ
け
に
は

　

い
か
な
い
！

「
国
勢
調
査
ニ
関
ス
ル
法
律
」

が
成
立
し
た
。

１
９
０
５

︵
明
治
38
︶
年
に
、

第
１
回
国
勢
調
査
を

実
施
し
ま
す

１
９
０
４
（
明
治
37
）
年
、
日
露
戦

争
勃
発
。
そ
の
た
め
、１
９
０
５
（
明

治
38
）
年
の
国
勢
調
査
実
施
は
見
送

ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

１
８
９
８
（
明
治
31
）
年
、
縮
小
さ
れ
て

い
た
内
閣
統
計
課
が
、
内
閣
統
計
局
に
復

活
。
そ
し
て
、１
９
０
２
（
明
治
35
）
年
、

つ
い
に
…
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こ
の
人
、
平
民
宰
相
と
し
て

知
ら
れ
る
原は

ら

敬た
か
し

で
あ
る
。

原
敬
は
、
１
８
５
６

（
安あ

ん

政せ
い

３
）
年
、
盛も

り

岡お
か

藩
（
岩
手
県
）
の

家
老
の
家
に
生
ま
れ

た
。

い
っ
た
い
、

国
勢
調
査
は

い
つ
実
現
す
る
ん

で
す
か
？

も
う
少
し
先
、

こ
の
人
が

首
相
の
時
期
よ

１
９
０
０
（
明
治
33
）
年
に
立
憲
政
友
会
の
創
立
に

参
加
し
、
１
９
０
２
（
明
治
35
）
年
か
ら
衆
議
院
議

員
と
な
る
。

１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
に
首
相
と
な
る
。

爵
位
を
固
く
断
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
民
宰
相

と
呼
ば
れ
た
。

新
聞
記
者
を
経
て
、

外
務
省
に
入
省
す
る
。
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私
は
、
早
く
か
ら
統
計
の

重
要
性
を
感
じ
、
杉
亨
二

先
生
と
も
親
し
く
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た

東
京
統
計
協
会
の
会
長
も

務
め
ま
し
た

お
も
し
ろ
い
、

願
っ
て
も
な
い

こ
と
だ

私
も
同
行
さ
せ
て

く
だ
さ
い

原
敬
は
、
新
聞
記
者
時
代
に
渡わ

た

辺な
べ

洪こ
う

基き

と
交
遊
が
あ
っ
た
。

１
８
８
０
（
明
治
13
）
年
ご
ろ

協
会
の
仕
事
で

日
本
各
地
の
実
情
を

調
査
し
ま
す

渡辺洪基

原
は
後
に
パ
リ
公
使
館

に
派
遣
さ
れ
た
。

東
京
統
計
協
会
の

渡
辺
さ
ん
か
ら

手
紙
だ

「
フ
ラ
ン
ス
で

実
施
さ
れ
て
い
る

人
口
セ
ン
サ
ス
の

状
況
を
知
ら
せ
て

ほ
し
い
」
か

原
は
、
各
地

の
調
査
に
同

行
し
た
。

原敬
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１
９
１
８
（
大
正

７
）
年
に
首
相
に

な
る
と
、

原
は
、
こ
の
よ
う
に
、

若
い
こ
ろ
か
ら
統
計

の
重
要
性
を
痛
感
し

て
い
た
。

な
る
ほ
ど

国
民
に
国
勢
調
査
の

重
要
性
を
知
ら
し
め
て

そ
の
の
ち

国
勢
院
を

設
立
し
ま
す

フ
ラ
ン
ス
の
調
査
は

進
ん
で
い
る
な
あ

国
に
と
っ
て
、

国
勢
調
査
が
い
か
に

重
要
な
こ
と
か
…

調
査
票
を
個
別
に

配
付
し
て
記
入
さ
せ
、

後
は
回
収
す
る
だ
け
か

い
つ
か
き
っ
と

私
の
手
で

国
勢
調
査
を

実
施
さ
せ
て
み
せ
る
ぞ

そ
し
て
つ
い
に
そ
の
時
が
来
る
。
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こ
の
年
の
10
月
１
日
、
記
念
す
べ
き

第
１
回
国
勢
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

統
計
の
重
要
性
に
理
解
の
あ
る
首

相
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
実
現
し
た

の
で
あ
っ
た
。

阪谷芳郎

国
勢
調
査
を

実
施
し
ま
し
ょ
う

１
９
０
６
（
明
治
39
）
年
に
、
44
歳
と

い
う
若
さ
で
大
蔵
大
臣
に
な
っ
た
阪さ

か

谷た
に

芳よ
し

郎ろ
う

は
、
早
く
か
ら
統
計
の
重
要
性
を

認
識
し
て
い
た
。

内
閣
統
計
局
の
広
大
な
敷
地
の
選
定
、
第

19
回
国
際
統
計
会
議
の
開
催
な
ど
の
事

績
が
あ
る
が
、
国
勢
調
査
実
現
へ
の
働
き

か
け
は
、
最
も
大
き
な
事
績
と
言
え
る
。

阪
谷
は
、
東
京
統
計
協
会
の
会
長
を
40
年

間
に
も
わ
た
っ
て
務
め
た
が
、
そ
の
間
、

何
度
も
国
勢
調
査
実
施
の
建
議
・
陳
情

を
繰
り
返
し
て
い
た
。

そ
し
て
…

１
９
２
０
（
大

正
９
）
年
、
統

計
局
と
軍
需
局

を
統
合
し
て

国
勢
院

が
設
立

さ
れ
た
。
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国
勢
調
査
を
推
進
し
て
い
た
人
た
ち

の
喜
び
は
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
っ
た
。

国
勢
調
査
へ
の

協
力
を
呼
び

か
け
る

ポ
ス
タ
ー
も

つ
く
ら
れ
ま
し
た

見
た
か
っ
た

で
し
ょ
う
ね

当
時
の

国
勢
調
査
へ
の

意
気
込
み
が

感
じ
ら
れ
ま
す
ね

し
か
し
、
こ
の
時
、
杉
亨
二
の
姿
は
な
か
っ
た
。

３
年
前
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
同

じ
く
、
呉
文
聰
も
他
界
し
て
い
た
。
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１
９
２
１
（
大
正
10
）
年
11
月
、
原
敬

は
東
京
駅
頭
に
お
い
て
凶
刃
の
た
め
に

命
を
失
う
。

さ
ら
に
そ
の
２
か
月
後
、
大
隈
重
信
が
病

没
。
統
計
の
発
展
に
寄
与
し
た
２
人
の
首

相
経
験
者
が
相
次
い
で
世
を
去
っ
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
統
計
を
日
本
に
根
づ
か
せ
る
べ
く
尽
力
し
た

人
々
の
意
志
は
、
そ
の
後
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
今

日
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
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そ
う
い
う
こ
と

統
計
の
重
要
性
を

少
し
は
わ
か
っ
て

も
ら
え
た
か
し
ら

エピローグ

社会を支える統計

こ
れ
が
、

日
本
へ
の

統
計
導
入
物
語
よ

い
ろ
い
ろ
な
物
語
が

あ
る
ん
で
す
ね

統
計
に
熱
い
思
い
を

注
い
だ
人
た
ち
が

こ
ん
な
に
い
た
な
ん
て

明
治
時
代
以
降
、

さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を

た
ど
っ
て
、
現
在
の

総
務
省
統
計
局
に

い
た
っ
て
い
る
の

先
人
が
積
み
重
ね
て

き
た
成
果
が
結
実
し
て

社
会
に
役
立
っ
て

い
る
ん
で
す
ね

は
い

自
分
の
プ
レ
ゼ
ン
に

足
り
な
い
も
の
が

わ
か
っ
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す

明治時代以来の統計局の変遷

大蔵省統計司

大蔵省統計寮

（廃止）

太政官正院政表課

太政官統計院

内閣統計局

統計課

内閣統計局

内閣国勢院

統計局（企画院外局）

内閣統計局

総理庁統計局

総理府統計局

総務庁統計局

総務省統計局
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ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
っ
て

聞
い
た
こ
と

あ
る
で
し
ょ

で
も

今
ひ
と
つ

実
感
が
わ
か
な
い

ん
で
す
が
…

現
代
社
会
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
統
計
や

そ
の
考
え
方
が
使
わ
れ
て

い
る
と
言
っ
て
も

い
い
く
ら
い
な
の

生命保険の
保険料

選挙予測

販売戦略

視聴率

は
い

よ
く
耳
に
し
ま
す

Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
が
進
ん
で
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に

大
量
の
デ
ー
タ
が

あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

こ
れ
ま
で
と
は
け
た
違
い
に

大
量
の
情
報
を
扱
え
る

　

よ
う
に
な
っ
た
わ

ビッグデータを構成するデータ（例）

ソーシャル
メディアデータ

カスタマーデータ

オフィスデータ ログデータ

マルチ
メディアデータ

ウェブサイト
データ

センサーデータ

オペレーション
データ

ソーシャルメディア
において参加者が書
き込むプロフィール、
コメント等

CRMシステムにお
いて管理等される
DM等販促データ、
会員カードデータ等

オフィスのパソコン
等において作成等さ
れるオフィス文書、
Eメール等

ウェブサーバ等にお
いて自動的に生成等
されるアクセスログ、
エラーログ等

ウェブ上の配信サイ
ト等において提供等
される音声、動画等

ECサイトやブログ
等に蓄積等される購
入履歴、ブログエン
トリー等

GPS、IC カードや
RFID 等において検
知等される位置、乗
車履歴、温度、加速
度等

販売管理等の業務シ
ステムにおいて生成
等される POSデー
タ、取引明細データ
等

ビッグデータ

出典：総務省情報通信審議会 ICT基本戦略ボード「ビッグデータの
活用に関するアドホックグループ」資料
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そ
う
、

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
は
、

景
気
の
動
向
や

顧
客
調
査
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の

活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
わ

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の

活
用
は
こ
れ
か
ら

ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
ね

そ
う
い
う
こ
と

わ
か
っ
て
も
ら
え
た
よ
う
ね

そ
う
か
、
だ
か
ら
政
府
の

機
関
が
統
計
調
査
を
し
て

そ
の
成
果
を
国
民
が

利
用
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
る
ん
で
す
ね

統
計
は
社
会
全
体
の

情
報
基
盤
と
し
て

私
た
ち
の
生
活
に

役
立
て
ら
れ
て
い
る
の

そ
れ
も
、

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
、

い
や
統
計
の
考
え
方
が

も
と
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
ね

先
人
の
努
力
に
感
謝
ね

私
た
ち
の
仕
事
に
も
統
計
は
重
要

だ
け
ど
、
国
の
た
め
の
統
計
の

役
割
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
わ

今
の
よ
う
に
統
計
を

扱
う
態
勢
が

整
え
ら
れ
る
ま
で
に
は

た
く
さ
ん
の
人
の
努
力
と
、

長
い
時
間
が

か
か
っ
て
い
る
こ
と
も

わ
か
り
ま
し
た
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が
ん
ば
り
ま
す
！

が
ん
ば
っ
て

く
だ
さ
い
！

こ
れ
か
ら
も
っ
と
勉
強
し
て
、

説
得
力
の
あ
る
プ
レ
ゼ
ン
が
で

き
る
よ
う
に
し
ま
す

な
ん
だ
か
自
信
が

わ
い
て
き
ま
し
た

あ
、
は
い
…

え
ー
と

他
人
事
じ
ゃ
な
い
わ

あ
な
た
に
も

期
待
し
て
い
る
か
ら
…

■おわり■

この作品に登場した偉人たちの名言をいくつか掲げておきましょう。

「統計全体の思想なき人は共に文明の事を語るに足らざるなり」福澤諭吉

「議論で国政をやつて行く。……議論を決するものは一つの証拠である。……ここ

に拠るべきの統計が有るか無いかである」大隈重信

「学問のみでは理論に偏して実用に乏しく、方法のみでは活用を失い死物となる

……スタチスチックは学問と方法と一つの則りに合体して作用するもの」杉亨二

「……統計という方法はそれを応用する領域が到るところにある」森林太郎

「国勢調査今夜実行なるが不幸にして大雨、困難事も多からんと思ふ」原敬

「国勢調査なるものがないので所詮甲
こう

論
ろん

乙
おつ

駁
ばく

の水掛論になる。『其最後の鉄案を下

すべき統計上の標準』がなければならない」阪谷芳郎
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本書では 1920（大正 9）年の第 1回国勢調査までの統計学の歴史を振り返ってきましたが、その後大正
から昭和に入って太平洋戦争後、アメリカから市場調査（MR）、品質管理（QC）、オペレーションズリサー
チ（OR）など統計学を利用したさまざまな手法が導入され、さらにコンピュータや通信技術（IT）の発
展により統計学の重要性が大きく高まりました。
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本作品で学ばれる皆さんへ〜監修者より

　近年、統計学の人気が多くの人の間で高まっており、新聞には統計学書の広告が、書店に
は統計学関係の書籍が数多く並んでいます。また大学ではデータサイエンスのような名称の
学部や学科目が新設され、ビジネス界ではビッグデータというような言葉が大きな話題に
なっています。そして、政官界では証拠（統計データなど）に基づいた政策立案（EBPM）と
いうような考え方が注目されるようになってきております。
　統計と統計学の歴史は非常に古いのですが、日本におけるはっきりとした生成と発展の始
まりは明治維新期前後といえるでしょう。そこには皆さんもよくご存じの有名な偉人たちが
多く関わっていましたが、彼らの共通の思想は「治国経世」の学を目指した統計の源流にあ
りました。統計的データ・情報の稀少性に悩んだ当時と比較して、現代は氾濫とか洪水とも
いわれるほど大量のデータ・統計に悩んでいる面もあります。明治150年を迎えた今年、あら
ためて明治維新期からの統計と統計学の歴史を振り返って学び、現代における統計と統計学
のあり方を考えてみることは大きな意義があるでしょう。
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