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凡 例

凡
例

・
文
献
参
照
は（Turing 1937

）（
美
濃2008

）の
よ
う
に
著
者
姓
と
出
版
年
で
示
し
、
文
献
書
誌
は
巻
末
に
ま
と

め
た
。

・
原
注
は
各
著
作
の
末
尾
に
置
い
た
。

・
原
文
の
斜
体
、
隔
字
体
な
ど
に
よ
る
強
調
は
、
原
則
と
し
て
傍
点
や
太
字
体
と
し
た
。

・
訳
者
に
よ
る
短
い
補
足
は
本
文
中〔
　
〕に
入
れ
て
記
し
、
長
め
の
訳
注
は
各
著
作
の
末
尾
に
置
い
た
。

・
各
翻
訳
に
関
す
る
書
誌
事
項
な
ど
の
詳
細
は
、
冒
頭
に
付
し
た
導
入
に
記
し
て
い
る
。
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1　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
時
代
ま
で
の
感
情
研
究

　

本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
感
情
」
は
、
我
々
人
間
に
と
っ
て
、
個
人
の
生
存
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
他
者
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
要
す
る
社
会
生
活
に
お
い
て
も
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
心
の
側
面
で
あ
る
。
そ
の
重
要
性

は
人
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
動
物
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
感
情
に
関
す
る
研
究
を
振

り
返
っ
て
、
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
非
常
に
幅
広
い
学
問
分
野
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

そ
の
幅
広
い
分
野
の
な
か
か
ら
、
本
書
で
は
原
著
と
し
て
、
哲
学
者
・
心
理
学
者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、

生
理
学
者
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
キ
ャ
ノ
ン
、
神
経
学
者
・
神
経
科
学
者
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ダ
マ
シ
オ
の
三
者
に
よ
る
感
情

に
関
す
る
論
考
を
取
り
上
げ
る
。
な
ぜ
こ
の
三
者
に
よ
る
論
考
を
取
り
上
げ
た
か
に
つ
い
て
、
感
情
研
究
の
歴
史
的
変

遷
を
振
り
返
り
な
が
ら
説
明
し
た
い
。

　

感
情
研
究
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
と
い
う
意
味
で
、
ま
ず
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
は
、
哲
学
お
よ
び
心

理
学
で
あ
る
。
歴
史
的
に
み
て
も
、
心
の
哲
学
に
関
す
る
主
要
な
論
考
で
は
、
古
く
か
ら
感
情
の
問
題
が
正
面
か
ら
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
避
け
て
通
れ
な
い
と
い
っ
た
方
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
で

は
、
サ
ブ
テ
ー
マ
と
し
て
「
感
情
に
お
け
る
身
体
の
問
題
」
に
焦
点
を
当
て
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な

ど
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
お
け
る
感
情
論
に
始
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
「
心
身
二
元
論
」、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る



3

イントロダクション

「
エ
チ
カ
」、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
「
道
徳
感
情
論
」、
そ
し
て
本
書
で
取
り
上
げ
る
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
情
動
の

末
梢
起
源
説
」
に
至
る
ま
で
、
い
ず
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
感
情
の
問
題
の
背
景
と
し
て
、
身
体
の
扱
い
方
の
問
題

が
多
角
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。

　

心
理
学
研
究
の
歴
史
を
繙
く
と
、
や
は
り
多
く
の
研
究
者
が
感
情
を
「
心
」
の
重
要
な
一
側
面
と
し
て
取
り
上
げ
て

き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ど
こ
を
ル
ー
ツ
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
本
書
で
取
り
上

げ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
そ
の
筆
頭
格
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
以
前
に
は
、「
自
然

淘
汰
説（
自
然
選
択
説
）」
で
知
ら
れ
る
進
化
生
物
学
者
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
、『
人
お
よ
び
動
物
の
表
情
に
つ
い
て
』
と

い
う
タ
イ
ト
ル
の
書
物
を
一
八
七
二
年
に
出
版
し
て
お
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
こ
の
名
著
に
感
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
書

に
収
録
し
た
論
考
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
感
情
の
研
究
が
、
当
初
か
ら
生
物
学

や
進
化
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
今
と
な
っ
て
は
、
こ
れ
は
当
然
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
り
、
研

究
対
象
と
し
て
「
感
情
」
を
取
り
上
げ
る
際
に
、「
進
化
」
と
い
う
視
点
は
欠
か
せ
な
い
。
他
の
心
の
側
面
と
比
べ
て

も
、
感
情
は
進
化
の
影
響
が
特
に
強
い
側
面
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
感
情
の
研
究
に
は
、
他
と
は
異
な
る
ア
プ

ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
広
く
も
た
れ
て
い
た
。

　

本
書
に
抜
粋
を
収
録
し
た
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
る
『
心
理
学
原
理（The Principles of Psychology

）』
は
、
一
八
九

〇
年
に
出
版
さ
れ
た
、
全
二
八
章
に
及
ぶ
大
著
で
あ
り
、
心
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
関
し
て
、
網
羅
的
か
つ
独
創
的
な

ス
コ
ー
プ
を
示
し
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
の
後
の
心
理
学
の
発
展
に
お
け
る
礎
に
な
っ
た
著
作
で
あ
る
と

い
え
る
。
こ
の
著
作
の
後
半
部
分
で
「
感
情
」
が
ひ
と
つ
の
章
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
始
め

と
す
る
そ
れ
以
前
の
研
究
を
も
と
に
し
つ
つ
、
独
自
な
切
り
口
に
よ
る
感
情
理
論
を
構
築
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、



4

梅田　聡

感
情
を
取
り
上
げ
る
際
、
行
動
と
し
て
表
出
さ
れ
る
反
応
に
加
え
、
感
情
の
主
観
的
な
側
面
の
解
釈
に
も
重
点
を
置
い

て
い
た
。
そ
し
て
「
感
情
を
感
じ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
も
と
に
思
索
を
展
開
し
た
点
が

大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。
こ
の
著
作
の
出
版
後
、
学
習
、
注
意
、
思
考
、
記
憶
、
知
覚
、
時
間
な
ど
、
心
理
学
に
お
け

る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
理
論
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
実
験
が
数
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
二
〇
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
そ
の
科
学
的
デ
ー
タ
の
蓄
積
は
相
当
量
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
で

取
り
上
げ
る
「
感
情
」
に
つ
い
て
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

2　

心
理
学
に
お
け
る
感
情
研
究
の
暗
黒
時
代

　

心
理
学
の
歴
史
に
お
け
る
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
、
行
動
主
義
の
台
頭
で
あ
る
。
行
動
主
義
は
、
一
九
一
三

年
に
ワ
ト
ソ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
心
理
学
の
よ
う
に
「
内
観
に
基
づ
く
意
識
」
を

対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
観
察
可
能
な
行
動
」
の
み
を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
基
づ
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
外
部
か
ら
提
示
さ
れ
る
刺
激（stim

ulus, 

S
）に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
反
応（response, 

R
）が
観
察
さ
れ

る
か
に
焦
点
を
当
て
る
、
い
わ
ば
「
S
―

R
連
合
」
の
視
点
で
行
動
を
観
察
す
る
重
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

方
法
論
は
、
そ
の
後
、
科
学
的
な
デ
ー
タ
の
蓄
積
と
い
う
意
味
で
、
実
験
科
学
と
し
て
の
心
理
学
の
発
展
に
大
き
く
貢

献
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
行
動
主
義
が
提
唱
さ
れ
る
背
景
に
は
、「
古
典
的
条
件
づ
け
」
と
い
う
分
析
手
法
を
見
出

し
た
、
ロ
シ
ア
の
パ
ヴ
ロ
フ
に
対
す
る
肯
定
的
な
姿
勢
に
加
え
、
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
潮
流
を
な

し
て
い
た
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
に
対
す
る
、
否
定
的
な
姿
勢
が
関
与
し
て
い
た
。



5

イントロダクション

　

ワ
ト
ソ
ン
の
打
ち
立
て
た
行
動
主
義
と
い
う
心
の
捉
え
方
は
、
瞬
く
間
に
普
及
し
、
心
の
状
態
を
科
学
的
に
把
握
す

る
た
め
の
方
法
論
的
な
枠
組
み
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
学
習
を
中
心
と
し
て
、

心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
理
解
が
急
速
に
進
ん
だ
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
観
察
可
能
で
あ
る
行
動
の

み
を
対
象
と
す
る
と
い
う
方
法
論
的
な
制
約
か
ら
、
感
情
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
が
、
か
な
り
限
定
的
に
し
か
行
わ
れ

な
く
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
感
情
に
関
す
る
心
理
学
の
研
究
を
振
り
返
る
と
、
動
物
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な

恐
怖
に
よ
る
逃
避
行
動
、
恐
怖
の
条
件
づ
け
、
他
の
個
体
に
対
す
る
攻
撃
行
動
な
ど
、
ま
さ
に
「
目
に
見
え
る
情
動
反

応
」
の
み
が
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
目
に
は
見
え
な
い
主
観
的
な
感

情
」
は
、
研
究
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
が
長
く
続
き
、
心
理
学
に
お
け
る
感
情
研
究
は
、

主
観
的
な
側
面
を
研
究
対
象
か
ら
除
外
し
な
か
っ
た
別
の
学
問
領
域
に
大
き
な
遅
れ
を
取
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
目
に
見
え
る
情
動
反
応
」
だ
け
を
心
理
学
の
対
象
と
す
る
の
で
は
、
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
。
動
物
の
場
合
に
は
、

大
き
な
問
題
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヒ
ト
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
驚
い
て
も
い
な
い
の
に
、
驚
い
た
振
り
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
の
敵
意
も
も
っ
て
い
な
い
の
に
、
怒
っ
た
表
情
を
浮
か
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
表

出
さ
れ
た
行
動
だ
け
を
観
察
し
て
も
、
心
の
中
の
感
情
状
態
は
正
確
に
は
見
え
て
こ
な
い
。
そ
し
て
徐
々
に
、
ヒ
ト
の

感
情
的
な
側
面
の
研
究
に
は
、
こ
う
し
た
情
動
的
な
行
動
だ
け
で
な
く
、
心
の
内
側
を
科
学
的
に
調
べ
る
方
法
が
必
要

だ
と
い
う
見
方
が
燻
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
そ
の
後
に
大
き
く
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
、
情
報
処
理
的
観
点

を
重
視
す
る
認
知
主
義
の
台
頭
に
火
を
つ
け
る
き
っ
か
け
の
一
つ
に
も
な
っ
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
シ
ャ
ク
タ
ー
と
シ
ン
ガ
ー
に
よ
る
「
感
情
の
二
要
因
説
」、
す
な
わ
ち
、
感
情
の
生
起

に
は
、
生
体
に
お
け
る
変
化
の
認
識
と
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
と
な
る
認
知
と
い
う
二
つ
の
要
因
が
関
与
す
る
と
い
う
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説
が
提
案
さ
れ
た（Schacter and Singer 1962

）。
同
時
期
に
ア
ー
ノ
ル
ド（A

rnold 1960

）や
ラ
ザ
ル
ス（Lazarus 1966

）に

よ
っ
て
も
、
感
情
に
関
連
の
深
い
「
認
知
的
評
価
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
理
論
、
す
な
わ
ち
、
刺
激
の
関
係
性
お
よ
び
有

益
性（
有
害
性
）の
認
識（
一
次
的
評
価
）と
、
対
処
可
能
性
の
認
識（
二
次
的
評
価
）と
い
う
二
段
階
の
評
価
が
感
情
に
は

含
ま
れ
る
と
い
う
理
論
が
提
唱
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
感
情
理
論
は
、
生
理
学
的
実
験
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
方
法
論
を
積

極
的
に
採
用
し
て
お
り
、「
生
理
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
九
七
〇

年
代
初
頭
か
ら
の
急
速
な
認
知
主
義
の
発
展
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
感
情
研
究
は
、
認
知
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
研
究
が
中
心
と
な
り
、
ヒ
ト
を
対
象
と
し

た
研
究
も
急
激
に
増
え
た
。
そ
し
て
、
感
情
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
迫
る
研
究
が
次
々
と
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
中
に
は
「
目
に
は
見
え
な
い
主
観
的
な
感
情
」
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
感
情
の

研
究
は
、
後
述
す
る
生
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
神
経
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
複
合
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
感
情
研
究
が
中
心
的
で
あ
る
。

3　

情
動
と
気
分

　

こ
こ
で
、
本
書
で
使
用
す
る
用
語
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
感
情
に
関
連
す
る
用
語
に
つ
い
て
は
、
専
門
領
域

で
も
議
論
が
あ
り
、
英
語
表
現
と
の
対
応
も
一
貫
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
英
語
に
よ
る
文
献
の

な
か
で
も
一
貫
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
上
に
、
用
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
分
野
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
部
分
も

あ
る
。
英
語
、
日
本
語
の
対
応
ま
で
含
め
る
と
、
用
語
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
事
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
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感
情
を
意
味
す
る
英
語
表
現
と
し
て
最
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、em

otion

で
あ
る
。
こ
の
語
源
は
、
外
へ
の

（e-

）動
き（m

otion

）を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
動
き
や
行
動
と
い
う
要
素
を
重
視
し
、

em
otion

を
原
則
的
に
は
「
情
動
」
と
訳
す
。
情
動
と
は
、
一
般
に
、
生
体
が
外
部
か
ら
刺
激
を
受
け
取
り（
例
：
ヘ

ビ
を
見
る
）、
身
体
の
内
部
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ（
例
：
ど
き
ど
き
す
る
）、
そ
れ
が
原
因
で
生
体
に
行
動
を
起
こ

さ
せ
る（
例
：
逃
げ
る
）よ
う
な
心
的
状
態
を
い
う
。
生
体
に
行
動
を
生
じ
さ
せ
る
刺
激
が
消
失
す
る
と
、
そ
れ
に
伴
う

心
的
状
態
は
徐
々
に
弱
ま
り
、
や
が
て
消
失
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
情
動
は
一
過
性
の
心
的
状
態
で
、
何
ら
か
の

行
動
を
誘
発
す
る
も
の
と
定
義
で
き
る
。

　

情
動
と
関
連
の
深
い
概
念
と
し
て
、m

ood

とfeeling

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
のm

ood

は
、
一
般
に
は
「
気
分
」
と

訳
さ
れ
、
本
書
で
も
そ
の
訳
を
当
て
た
。
気
分
は
、
情
動
の
よ
う
な
一
過
性
の
心
的
状
態
で
は
な
く
、
持
続
性
の
あ
る

心
的
状
態
を
意
味
す
る
。
気
分
は
、
外
的
な
刺
激
の
有
無
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
点
も
、
情
動
と
の
違
い
で
あ
る
。

　

情
動
と
気
分
の
違
い
は
、
障
害
の
側
面
か
ら
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。「
情
動
障
害（em

otional disorder

）」
と

は
、
一
過
性
の
心
的
状
態
の
障
害
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
ば
、
恐
怖
対
象
で
あ
る
ヘ
ビ
な
ど
が
現
れ
た
と
き
に
、「
過

剰
な
」
逃
避
行
動
を
示
し
た
り
、
他
者
か
ら
𠮟
責
さ
れ
た
と
き
に
、「
猛
烈
な
」
攻
撃
行
動
を
示
し
た
り
す
る
症
状
を

も
つ
障
害
で
あ
る
。
行
動
の
強
さ
だ
け
で
は
な
く
、
対
象
と
な
る
刺
激
が
な
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ

ま
で
も
行
動
が
持
続
し
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
異
常
な
「
持
続
性
」
ま
た
は
「
固
執
性
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
他
者
に
少
し
だ
け
い
や
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
、
す
な
わ
ち
、
弱
い
刺
激
に
対
し
て
、
す
ぐ
に
怒
り

出
し
て
し
ま
う
「
易
怒
性
」
や
、
よ
く
考
え
ず
に
即
座
に
行
動
を
起
こ
し
て
し
ま
う
「
衝
動
性
」
な
ど
も
、
広
い
意
味

で
は
情
動
障
害
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
気
分
障
害（m

ood disorder

）」
と
は
、
代
表
的
に
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は
、
う
つ
病
や
双
極
性
障
害
な
ど
の
障
害
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
外
部
に
は
、
何
ら
気
分
状
態
を
悪
化
さ
せ
る
よ
う
な

強
い
刺
激
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
抑
う
つ
状
態
が
持
続
し
た
り
、
逆
に
気
分
状
態
を
高
揚
さ
せ
る
よ
う
な
強
い

刺
激
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
躁
状
態
が
持
続
し
た
り
す
る
場
合
が
気
分
障
害
に
当
た
る
。
気
分
障
害
は
、
以
前
は

「
情
緒
障
害
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
情
動
と
気
分
と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
る
心
の
状
態
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
区

別
さ
れ
て
い
る
。
精
神
医
学
の
文
献
で
は
、
む
し
ろ
気
分
に
関
す
る
記
述
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
上
、
情
動
障
害
の
意

味
に
対
し
て
はaffective disorder

と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
気
分
障
害
で
あ
るm

ood dis-

order

を
以
前
、affective disorder

と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
も
あ
り
、
整
理
が
困
難
で
あ
る
の
が
現
状
で

あ
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
英
語
のaffect

あ
る
い
はaffection

も
、
や
は
り
「
情
動
」
あ
る
い
は
「
感
情
」
と
訳

さ
れ
、
デ
カ
ル
ト
の
時
代
か
ら
感
情
を
表
す
用
語
と
し
て
頻
繁
に
使
わ
れ
て
き
た
用
語
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
文
献
で

はpassion

と
い
う
用
語
も
使
わ
れ
て
お
り
、「
情
念
」
と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。em

otion

よ
り
も
広
い
意

味
で
、
持
続
的
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
時
代
や
言
語
に
よ
っ
て
も
異
な
り
、
日
常

的
に
は
「
情
熱
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
傾
向
が
強
い
た
め
、
簡
単
に
整
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
本
書
で
は

passion

は
限
定
的
に
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
の
議
論
は
避
け
て
お
く
。

　

affect

に
戻
る
と
、
こ
れ
は
、
現
代
で
も
感
情
研
究
の
分
野
で
は
、
頻
繁
に
使
わ
れ
る
用
語
で
あ
る
。
一
般
に
は

「
感
情
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
本
書
で
も
、
特
別
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、「
感
情
」
と
訳
し

た
。affect

は
、
何
か
に
作
用
す
る
、
働
き
か
け
る
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
の
単
語
か
ら
き
て
お
り
、「
欲
望
」
と

訳
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
近
年
の
こ
の
用
語
の
使
わ
れ
方
を
概
観
す
る
と
、
快
―

不
快
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ（
肯
定
）―
ネ
ガ
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テ
ィ
ブ（
否
定
）な
ど
の
対
立
的
な
感
情
の
状
態
を
表
現
す
る
場
合
に
使
わ
れ
る
傾
向
が
比
較
的
強
く
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
ヒ
ト
に
限
ら
ず
、
動
物
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
な
、
よ
り
身
体
の
状
態
に
依
存
す
る
、
広
い
意
味
で
の
感
情
状

態
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ダ
マ
シ
オ
は
、
よ
り
詳
細
に
こ
の
語
を
定
義
し

て
お
り
、
日
本
語
の
翻
訳
本
で
も
他
の
用
語
と
区
別
す
る
た
め
に
「
ア
フ
ェ
ク
ト
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
で
取
り
上
げ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
原
著
を
み
る
と
、em

otion, affection, passion

が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、

厳
密
な
定
義
を
し
た
上
で
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
も
比
較
的
曖
昧
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
本
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
用
語
に
対
し
て
、
基
本
的
に
は
「
情
動
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
た
。

4　

主
観
的
感
情
と
感
覚

　

感
情
の
文
脈
に
お
け
るfeeling

と
い
う
用
語
は
、「
主
観
的
に
感
情
を
感
じ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
書
で
は
、

feeling

に
対
し
て
は
、「
感
情
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
た
。
主
観
的
感
情
と
は
、
対
象
と
な
る
人
が
主
観
的
に
感
情
を

「
感
じ
て
い
る
」
心
的
状
態
を
意
味
す
る
。
先
に
例
を
挙
げ
た
と
お
り
、
あ
る
人
が
「
勢
い
よ
く
逃
げ
る
」
と
い
う
、

感
情
的
に
見
え
る
行
動
を
示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
が
本
当
に
主
観
的
に
「
怖
い
」
と
い
う
感
情
を
感
じ
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
。
主
観
的
感
情
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
対
象
と
な
る
人
が
経
験
と
し
て
感
情
を
感
じ
て
い
る
状
態
、

な
い
し
は
内
容
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
情
動
的
感
情（em

otional feeling

）と
い
う
用
語
も
、
意
味
的
に
は
問
題
の

な
い
使
い
方
で
あ
り
、
実
際
、
英
語
の
文
献
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
日
本
語
で
は
用
法
を
理
解
し
て

い
な
い
と
、
同
語
反
復
的
だ
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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主
観
的
感
情
と
い
う
心
の
側
面
は
、
ワ
ト
ソ
ン
が
行
動
主
義
に
お
い
て
「
観
察
不
可
能
な
対
象
」
と
し
て
排
除
し
た

も
の
で
あ
る
。
ワ
ト
ソ
ン
以
前
に
「
内
観
」、
す
な
わ
ち
外
部
か
ら
直
接
観
察
で
き
な
い
内
省
的
な
意
識
体
験
を
、
心

理
学
の
研
究
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
心
理
学
者
・
哲
学
者
で
あ
る
ヴ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
当

時
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
の
教
授
を
務
め
て
い
た
ヴ
ン
ト
は
、
一
八
七
九
年
、
世
界
で
初
め
て
の
心
理
学
実
験
室
を
設

立
し
、
心
を
実
験
的
に
測
定
す
る
と
い
う
方
法
論
を
構
築
し
、「
実
験
心
理
学
」
と
い
う
分
野
の
確
立
に
貢
献
し
た
。

ヴ
ン
ト
は
、
感
情
に
つ
い
て
、
当
初
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
影
響
を
受
け
、
身
体
的
要
素
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
た
が
、
後

に
精
神
的
な
要
素
の
重
要
性
を
主
張
し
、
感
情
を
五
感
に
次
ぐ
第
六
感
と
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
感
情
の
主

観
的
な
側
面
を
表
す
用
語
と
し
てA

ffekt（
ド
イ
ツ
語
。
英
語
のaffect

に
あ
た
る
）を
用
い
、
感
覚
と
し
て
感
情
を
重

要
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
感
情
を（
1
）快
・
不
快
、（
2
）覚
醒
・
抑
制
、（
3
）緊
張
・
緩
和
と
三
つ
の
次

元
で
捉
え
る
「
感
情
の
三
次
元
説
」
を
提
唱
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、（
1
）の
次
元
に
つ
い
て
は
支
持
さ
れ

た
も
の
の
、（
2
）お
よ
び（
3
）に
つ
い
て
は
感
情
の
成
分
と
し
て
扱
う
こ
と
に
異
論
も
呈
さ
れ
、
ヴ
ン
ト
自
身
の
論
調

も（
1
）の
み
を
強
調
す
る
「
一
次
元
説
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

現
代
の
感
情
に
関
す
る
心
理
学
的
理
論
の
ひ
と
つ
に
、
ラ
ッ
セ
ル
と
バ
レ
ッ
ト
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
コ
ア
・
ア
フ

ェ
ク
ト
理
論（core affect theory

）が
あ
る（R

ussell and B
arret 1999

）。
こ
の
理
論
で
は
、
快
・
不
快
の
次
元
を
「
感
情

価（valence

）」、
緊
張
・
緩
和
の
次
元
を
「
覚
醒
度（arousal
）」
と
し
て
二
次
元
で
定
義
で
き
る
心
の
状
態
を
「
コ

ア
・
ア
フ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。
コ
ア
・
ア
フ
ェ
ク
ト
は
、
必
ず
し
も
意
識
的
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
無
意
識
的

に
も
生
じ
る
心
の
状
態
、
あ
る
い
は
感
情
の
感
覚
で
あ
り
、
こ
れ
が
知
覚
や
意
思
決
定
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
側
面

に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
コ
ア
・
ア
フ
ェ
ク
ト
理
論
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
感
情
価
と
覚
醒
度
と
い
う


