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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
。
た
だ
し
文
献
数
の
少
な
い
著
作
は
こ
の
規
則
に
よ
ら
な
か
っ
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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は
じ
め
に
　

―
　

心
に
存
在
す
る
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
無
意
識

　

近
年
の
心
理
学
の
大
き
な
潮
流
で
あ
る
行
動
経
済
学
で
は
、
人
間
の
非
合
理
的
な
思
考
や
行
動
に
焦
点
を
当
て
、
そ

の
非
合
理
性
に
共
通
す
る
法
則
を
次
々
と
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
る（K

ahnem
an 2011

）。
た
と
え
ば
、「
バ
ッ
ト
と
ボ

ー
ル
の
価
格
は
合
わ
せ
て
一
ド
ル
一
〇
セ
ン
ト
で
、
バ
ッ
ト
は
ボ
ー
ル
よ
り
一
ド
ル
高
い
。
で
は
ボ
ー
ル
の
価
格
は
い

く
ら
か
」
と
い
う
問
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
、
多
く
の
者
が
直
観
的
に
答
え
て
間
違
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
場
合
、
も

う
一
度
、
熟
考
し
て
み
る
と
誰
も
が
正
し
い
答
え
に
た
ど
り
つ
く
。

　

こ
の
例
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
我
々
の
心
に
は
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
が
想
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ

は
直
観
的
判
断
の
よ
う
に
、
迅
速
か
つ
自
動
的
で
無
意
図
的
・
無
意
識
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
論
理
的

判
断
の
よ
う
に
、
時
間
は
か
か
る
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
意
図
的
・
意
識
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
シ

ス
テ
ム
の
呼
び
名
は
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
二
〇
〇
二
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学

賞
を
受
賞
し
た
心
理
学
者
の
カ
ー
ネ
マ
ン（1934

―

）が
好
ん
で
使
う
用
語
に
な
ら
い
、
シ
ス
テ
ム
1
と
シ
ス
テ
ム
2
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
シ
ス
テ
ム
1
と
は
、
い
わ
ゆ
る
省
エ
ネ
型
の
心
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
素
早
く
決
定
に
至
る
も
の

の
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
1
だ
け
に
頼
る
と
、
冒
頭
の
例
も
含
め
行
動
経
済
学
が
解
明
し
て
き
た
よ
う
に
、
非
合
理
的
な
思

考
や
行
動
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
一
方
の
シ
ス
テ
ム
2
は
、
合
理
的
な
思
考
や
判
断
に
寄
与
す
る
も
の
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の
、
時
間
や
労
力
が
必
要
な
た
め
、
と
き
に
は
判
断
の
時
期
を
逸
し
て
し
ま
う
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。

　

二
一
世
紀
も
四
半
世
紀
に
迫
ろ
う
と
す
る
今
、
我
々
の
生
活
に
は
、
猛
烈
な
勢
い
で
人
工
知
能（
A 

I
）が
は
い
り
込

ん
で
き
て
い
る
。
人
間
の
心
の
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
の
な
ら
ば
、
シ
ス
テ
ム
2
の
合
理
的
判
断
を
極

限
に
ま
で
高
め
た
A 

I
は
、
非
合
理
的
な
間
違
い
な
ど
起
こ
し
得
な
い
と
同
時
に
、
そ
の
処
理
ス
ピ
ー
ド
に
関
し
て
も

人
間
の
比
で
は
な
い
。
そ
ん
な
高
速
な
シ
ス
テ
ム
2
を
体
現
化
し
た
A 

I
と
我
々
人
間
は
ど
の
よ
う
に
共
存
し
て
い
け

ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
人
間
に
特
有
な
シ
ス
テ
ム
1
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
心
の
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
シ
ス
テ
ム
1
と
密
接
な
関

連
が
あ
る
と
さ
れ
る
無
意
識
の
心
の
は
た
ら
き
を
取
り
上
げ
、
無
意
識
の
記
憶
に
よ
る
思
考
や
行
動
へ
の
影
響
に
関
す

る
科
学
の
源
流
を
た
ど
る
こ
と
に
す
）
1
（

る
。
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
無
意
識
の
心
の
は
た
ら
き
の
何
が
問
題
と
さ
れ
、

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
調
べ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
何
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
か
を
見
て
い
く
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
以
降
に
天
文
学
と
物
理
学
の
分
野
で
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス（1473

―1543

）、
ケ
プ
ラ
ー

（1571

―1630

）、
ガ
リ
レ
オ（1564

―1642

）な
ど
に
よ
る
飛
躍
的
な
発
展
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
問
の
発
展
に
よ
っ
て
、

ポ
ア
ン
カ
レ（1854

―1912

）が
『
科
学
の
価
値
』（
一
九
〇
五
年
）で
主
張
す
る
よ
う
に
、
万
物
に
は
「
法
則
が
あ
る
」
と
い

う
こ
と
が
一
般
に
広
ま
り
、
一
七
世
紀
頃
に
は
、
科
学
と
し
て
の
心
の
研
究（
心
の
法
則
の
探
求
）の
萌
芽
が
整
っ
て
い

た
。
一
方
で
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ン
ト（1724

―1804

）は
、
そ
の
著
書
『
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
』（
一
七
八
六

年
）の
な
か
で
、
科
学
に
必
要
な
の
は
数
学（
数
量
化
）と
実
験
の
二
つ
で
あ
る
が
、
心
を
対
象
と
す
る
学
問
で
は
両
者
と

も
に
不
可
能
な
の
で
、
心
の
科
学
は
成
立
で
き
な
い
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
最
初
に
、
数
量
化
と
実
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
前
段
階
と
し
て
、
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
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紀
に
至
る
ま
で
の
無
意
識
の
研
究
を
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
を
中
心
に
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。
次
に
、
一
九
世
紀
末
以
降

の
数
量
化
と
実
験
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
科
学
的
研
究
と
し
て
、
無
意
識
の
は
た
ら
き
に
関
す
る
科
学
の
成
立
や

発
展
に
き
わ
め
て
大
き
な
貢
献
を
し
た
ゴ
ー
ル
ト
ン（1822

―1911

）、
ゼ
ー
モ
ン（1859

―1918

）、
シ
ャ
ク
タ
ー（1952

―

）の

著
作
を
中
心
に
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス（1850

―1909

）や
ク
ラ
パ
レ
ー
ド（1873

―1940

）に
よ
る
関
連
研
究
も
含
め
て
、
こ
れ

ら
の
研
究
の
意
義
を
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
無
意
識
の
は
た
ら
き
に
関
す
る
今
後
の
研
究
の
方
向
性
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

1　

イ
ギ
リ
ス
で
の
意
識
の
要
素
へ
の
注
目
　

―
　

ロ
ッ
ク
と
連
合
主
義

　

一
七
世
紀
に
活
躍
し
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
有
名
な
デ
カ
ル
ト（1596

―1650

）は
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
存
在
を
徹
底
的
に
疑
う
な
か
で
、
疑
っ
て
い
る
自
分
自
身（
す
な
わ
ち
心
）の
存
在
だ
け
は
疑
問
の
余
地
の

な
い
確
実
な
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
分
の
心
を
探
る
内
省
と
い
う
手
法
が
心
を
調

べ
る
た
め
の
標
準
的
な
研
究
方
法
と
な
る
と
同
時
に
、
そ
の
研
究
対
象
は
意
識
で
き
る
内
容
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
の
意
識
中
心
主
義
の
考
え
で
は
、
意
識
の
要
素
で
あ
る
観
念
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
生
得
的
に
も

た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
経
験
軽
視
の
生
得
的
立
場
に
強
く
反
対
し
、
す
べ
て
の
意
識
内
容
が

経
験
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
ま
た
、
意
識
の
要
素
で
あ
る
観
念
の
連
合
の
重
要
性
を
主
張
し
た
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
発
展

し
た
連
合
主
義
で
あ
）
2
（
る（W

arren 1921

）。

　

こ
の
よ
う
な
連
合
主
義
を
唱
え
た
哲
学
者
は
、
あ
ま
た
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、『
人
間
知
性
論
』（
一
六
九
〇
年
）で
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「
心
は
白
紙
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
ロ
ッ
ク（1632

―1704

）が
そ
の
代
表
と
言
え
）
3
（
る
。
連
合
主
義
者
た
ち
は
、
経
験
に
よ

り
獲
得
さ
れ
た
個
々
の
観
念
の
連
合
が
意
識
の
形
成
で
あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
連
合
主
義
の
哲
学
に
お
い
て

は
、
多
少
の
考
え
方
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
観
念
ど
う
し
が
類
似
し
て
い
た
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
時
間
的
・
空
間

的
に
接
近
し
た
り
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
観
念
の
間
に
な
か
ば
機
械
的
に
連
合
が
起
こ
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
学
習（
記
憶
）と
は
、
観
念
ど
う
し
の
間
に
連
合（
す
な
わ
ち
観
念
連
合
）を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を

記
憶
と
し
て
想
起
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
観
念
連
合
の
強
さ
に
一
義
的
に
依
存
す
る
と
さ
れ
、

学
習
と
想
起
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
連
合
主
義
者
た
ち
は
、
無
意
識
と
い
う
用
語
こ
そ

使
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
連
合（
連
想
）の
過
程
そ
の
も
の
が
無
意
識
的
・
自
動
的
に
起
こ
る
と
想
定
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
世
紀
の
末
頃
ま
で
、
ほ
ぼ
二
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
連
合
主
義
が
全
盛
を
ほ
こ
っ

て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
八
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン（1809

―1882

）の
『
種
の
起
源
』
に
よ
る
進
化
論
は
、
彼
ら
連

合
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
連
合
主
義
者
た
ち
が
強
調
し
て
き
た
生
後
の
経
験

よ
り
も
、
進
化
論
の
説
く
種
と
し
て
の
遺
伝
の
影
響
に
関
心
が
移
り
は
じ
め
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ

く
し
て
、
連
合
主
義
に
反
対
す
る
学
者
た
ち
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
連
合
主
義
の
主
張
す
る
意
識
内
の
観
念
連
合
と

い
う
説
明
の
限
界
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
無
意
識
の
は
た
ら
き
の
重
要
性
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、

ハ
ミ
ル
ト
ン（1788

―1856

）は
『
形
而
上
学
講
義
』（
一
八
六
五
年
）の
な
か
で
、
想
起
の
際
に
は
連
合
主
義
の
仮
定
す
る
よ

う
に
学
習
時
の
観
念
連
合
の
全
体
が
必
要
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
一
部
分
の
観
念
だ
け
で
も
完
全
な
想
起
が
起
こ
る
と

主
張
し
、
連
合
主
義
に
対
し
て
異
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー（1813

―1885

）は
『
心
理
生
理
学
原
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理
』（
一
八
七
四
年
）の
な
か
で
、
我
々
の
思
考
や
感
情
に
は
、
意
識
で
き
る
観
念
連
合
以
外
の
無
意
識
の
は
た
ら
き
が
関

与
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
）
4
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
頃
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
あ
れ
ほ
ど
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
た
意
識
中
心
の
連
合
主
義
に
も
、

か
げ
り
が
見
え
て
き
て
い
た
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
と
海
峡
で
隔
て
ら
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
位
置
す
る
ド
イ
ツ

で
は
、
意
識
で
は
な
く
無
意
識
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
、
少
な
か
ら
ぬ
哲
学
者
た
ち
が
早
い
時
期
か
ら
着
目

し
て
い
た
。2　

ド
イ
ツ
で
の
無
意
識
へ
の
注
目 

　
　
　

―
　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
ロ
マ
ン
主
義

　

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
あ
り（
微
積
分
法
を
発
明
し
た
）数
学
者
で
も
あ
っ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ（1646

―1716

）は
、
そ
の
晩
年

の
著
作
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』（
一
七
一
四
年
）も
含
め
、
一
貫
し
て
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
意
識
中
心
主
義
や
イ
ギ
リ

ス
の
ロ
ッ
ク
の
連
合
主
義
に
反
対
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
心
の
な
か
に
思
い
浮
か
ぶ
表
象
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
主
張

す
る
よ
う
に
内
省
に
よ
っ
て
意
識
に
の
ぼ
る
明
晰
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
あ

い
ま
い
な
表
象
の
存
在
も
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
う
無
意
識
的
な
表
象
と
は
、
い
わ
ゆ
る
微
小
表
象
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
微
小
表
象

と
い
う
概
念
を
説
明
す
る
際
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
が
好
ん
で
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
有
名
な
例
が
、「
海
辺
で
聞

く
波
の
ざ
わ
め
き
の
音
」
で
あ
ろ
）
5
（

う
。
我
々
は
波
の
ざ
わ
め
き
の
全
体
の
音（
意
識
で
き
る
明
晰
な
表
象
）を
聞
く
こ
と
が
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で
き
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
一
つ
一
つ
の
波
の
音（
微
小
表
象
）も
耳
に
届
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
意

識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
の
波
の
一
つ
一
つ
の
音
が
ど
れ
ほ
ど
小
さ
く
て
も（
つ
ま
り
意
識
で
き
な
い

無
意
識
の
あ
い
ま
い
な
微
小
表
象
で
あ
っ
て
も
）、
我
々
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

も
し
微
小
表
象
が
無
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
を
無
限
に
加
え
て
も
無
の
ま
ま
で
あ
り
、
波
の
ざ
わ
め
き
が
聞
こ
え
る
は

ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
無
意
識
の
表
象
を
問
題
と
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の
流
れ
を
く
み
、
そ
の
理
論
を
よ
り
精
緻
な
も
の
に

し
た
の
が
、
我
が
国
で
は
教
育
学
者
と
し
て
著
名
な
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
バ
ル
ト（1776

―1841

）で
あ
っ
た
。
彼
は
、『
経
験
、

形
而
上
学
、
数
学
に
新
た
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
科
学
と
し
て
の
心
理
学
』（
一
八
二
四
年
）の
な
か
で
、
意
識
と
無
意
識
の

境
界
で
あ
る
閾い

き

の
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
意
識
で
き
る
表
象
が
弱
く
な
る
と
、
そ
れ
は
閾い
き

下か

の
無
意
識
に
沈
み
込
ん
で
し
ま
う
も
の
の
、
け
っ
し
て
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
存
在
し
続
け
、
意
識
に

浮
上
す
る
機
会
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
無
意
識
に
あ
る
表
象
が
、
閾い

き

上じ
ょ
うに

あ
る
別
の
表
象
に
も
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
）
6
（

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
表
象
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
は
物
理
学
の
運
動
の
法

則
に
従
う
も
の
と
考
え
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
、
そ
の
著
書
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
数
式
に
よ
り
表
現
し
よ
う
と
試

み
て
い
）
7
（
る（
本
間2020;

稲
富1972

）。

　

こ
れ
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ
る
無
意
識
へ
の
関
心
を
下
支
え
し
て
い
た
の
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
ロ

マ
ン
主
義
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
技
術
の
発
展
の
基
礎
と
な
る
合
理
性
や
人

間
の
理
性
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
、
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
主
義
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、

こ
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
に
対
す
る
文
化
的
反
動
と
し
て
広
が
り
を
み
せ
て
い
た
の
が
、
国
家
と
し
て
の
統
一
が
遅
れ
て
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い
た
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
っ
た
。
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
、
理
性
や
社
会
よ
り
も
、
不
合
理
で
個

人
的
な
も
の
に
価
値
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
夢
、
狂
気
や
精
神
病
、
天
才
、
啓
示
、
予
知
能
力
、
運
命
な

ど
、
自
ら
の
意
思（
つ
ま
り
意
識
）で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
現
象
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

現
象
の
も
と
に
あ
る
の
が
、
心
の
奥
底
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
無
意
識
で
あ
っ
）
8
（
た（C

hertok &
 de Saussure 

1973; Ellenberger 1970;

互2016

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主
義
に
お
け
る
無
意
識
に
対
す
る
関
心
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ

り
理
論
化
さ
れ
、
人
間
の
感
情
や
行
動
が
無
意
識
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
ド
イ
ツ
で
は
広
く
一

般
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
冒
頭
に
あ
げ
た
カ
ン
ト
に
よ
る
「
科
学
に
必
要
な
の
は
数
学

（
数
量
化
）と
実
験
の
二
つ
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
答
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
あ
と
は
無
意
識
を
数
量
的
に
調
べ
る
実

験
方
法
の
登
場
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

3　

エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
無
意
識
の
記
憶
の
実
証
的
研
究

　

一
般
に
は
世
界
初
の
記
憶
の
実
験
心
理
学
者
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
一
八
七
九
年
か
ら
ベ
ル
リ

ン
の
自
宅
で
自
分
自
身
を
対
象
に
記
憶
の
実
験
を
行
っ
て
い
）
9
（
た
。
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
の
物
理

学
者
で
あ
っ
た
フ
ェ
ヒ
ナ
ー（1801

―1887

）が
創
始
し
た
感
覚
を
数
量
的
に
調
べ
る
精
神
物
理
学
的
手
法
を
記
憶
の
研
究

に
適
用
し
た
の
で
あ
っ
）
10
（
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
実
験
結
果
を
ま
と
め
た
著
作
が
、『
記
憶
に
つ
い
て
』（
一
八
八
五
年
）

で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
冒
頭
部
分
で
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
仮
定
し
た
よ
う
に
、
第
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一
に
、
意
識
か
ら
消
え
去
っ
た
も
の
が
無
意
識
の
記
憶
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
存
在
を
直
接
に

は
観
察
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
無
意
識
の
記
憶
が
我
々
の
意
識
的
な
思
考
や
行
動
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
の

二
点
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
意
識
と
無
意
識
の
表
象
の
関
係
を
フ
ェ
ヒ
ナ

ー
の
実
験
的
手
法
を
使
っ
て
実
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
彼
は
、
過
去
の
経
験
に
影
響
さ
れ
な
い
純
粋
な
記
憶
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、「W

U
X

」
な
ど
の
無
意
味
な
学

習
材
料（
無
意
味
綴
り
と
呼
ば
れ
る
）を
二
〇
〇
〇
個
以
上
作
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
を
複
数
寄
せ
集
め
、
い
く
つ
か
の
学
習
材

料
の
ま
と
ま
り（
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
）を
作
っ
た
。
次
に
、
自
分
自
身
で
こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
を
何
度
も
読
み
上
げ
て
完
全

に
暗
唱
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
時
間
を
記
録
し
た
。
こ
う
し
て
完
全
に
覚
え
た（
す
な
わ
ち
、
意
識
的
に
思
い
出
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
）あ
と
、
一
定
時
間
を
置
い
て
、
同
じ
リ
ス
ト
を
再
度
、
完
全
に
暗
唱
で
き
る
ま
で
に
か
か
る
時
間
を
測

定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
最
初
に
完
全
に
暗
唱
で
き
る
の
に
要
し
た
時
間
と
二
度
目
に
完
全
に
暗
唱

で
き
る
再
学
習
に
要
し
た
時
間
の
差（
通
常
、
一
回
目
よ
り
も
二
回
目
の
時
間
の
ほ
う
が
短
く
な
る
）を
も
と
に
節
約
率
と
呼

ば
れ
る
指
標
を
求
め
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
回
目
に
一
〇
〇
秒
か
か
っ
て
い
た
の
が
、
二
回
目
で
は
八
〇
秒
と

い
う
よ
う
に
二
〇
秒
少
な
く
済
ん
だ
場
合
、
学
習
が
二
〇
％
節
約
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
時
間
が
た

っ
て
再
度
、
完
全
に
暗
唱
で
き
る
時
間
が
一
回
目
よ
り
短
く
て
よ
い（
節
約
さ
れ
る
）の
は
、
最
初
の
記
憶
が
残
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
こ
の
節
約
率
と
い
う
数
量
化
指
標
こ
そ
が
、
無
意
識
の
記
憶
で
あ
る

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
時
間
の
経
過
に
と
も
な
っ
て
無
意
識
に
残
さ
れ
る
記
憶
が
減
少
し
て
い
く
よ
う
す

を
数
量
化
し
た
忘
却
曲
線
を
見
い
だ
し
た
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
忘
却
曲
線
を
見
る
と
、
学
習
し
た
直
後（
ほ
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ぼ
一
時
間
程
度
ま
で
）は
急
激
に
節
約
率（
つ
ま
り
無
意
識
の
記
憶
）が
減
少
し
て
い
く
が
、
そ
れ
以
降
は
ほ
ぼ
漸
近
線
と
な

り
、
一
カ
月
経
過
し
て
も
ほ
ぼ
三
〇
％
前
後
の
値
で
安
定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
）
11
（
る
。
実
際
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が

無
意
味
な
学
習
材
料
で
は
な
く
、
意
味
の
あ
る
学
習
材
料（『
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
』
と
い
う
詩
）を
使
っ
た
一
八
八
四
年
の
暗

唱
実
験
か
ら
二
二
年
後（
一
九
〇
六
年
）、
実
験
以
後
一
度
も
見
た
こ
と
も
な
く
、
何
一
つ
意
識
的
に
は
思
い
出
せ
な
い

同
じ
詩
を
再
学
習
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
七
％
の
節
約
率
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
！

こ
こ
に
お
い
て
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
に
は
じ
ま
り
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
介
し
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
至
る
ま
で
、
い
ず
れ
も
思
弁
的
に
仮
定
さ
れ
て
い
た

だ
け
の
無
意
識
の
記
憶
の
存
在
が
ド
イ
ツ
で
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
実
験
方
法
で
は
、
二
二
年
後
の
『
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
』
の
詩
の
再
学

習
以
外
は
、
純
粋
に
無
意
識
の
記
憶
だ
け
を
調
べ
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
複
数
の
学
習
材
料
の

リ
ス
ト
を
使
っ
て
再
学
習
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
リ
ス
ト
の
な
か
に
は
完
全
に
忘
れ
て
い
る
材
料
だ
け
で
は
な
く
、
ま

だ
意
識
的
な
記
憶
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
材
料
の
両
方
が
混
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

4　

ゴ
ー
ル
ト
ン
に
よ
る
無
意
識
の
記
憶
の
は
た
ら
き
の
実
証
的
研
究

　

エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が
記
憶
の
実
験
を
始
め
る
一
年
前
の
一
八
七
八
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
エ
ビ
ン
グ
ハ

ウ
ス
よ
り
二
八
歳
年
長
の
ゴ
ー
ル
ト
ン
が
、
や
は
り
自
分
自
身
を
対
象
に
風
変
わ
り
な
実
験
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
の

ち
に
『
人
間
の
能
力
と
そ
の
発
達
の
探
究
』（
一
八
八
三
年
）に
収
め
ら
れ
、
本
書
で
訳
出
さ
れ
て
い
る
連
想
を
め
ぐ
る
実

験
で
あ
）
12
（

る
。
ゴ
ー
ル
ト
ン
は
、
心
理
学
は
も
と
よ
り
、
博
物
学
、
気
象
学
、
犯
罪
学
、
統
計
学
な
ど
の
い
く
つ
も
の
分


