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は
じ
め
に：

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
行
動
経
済
学
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

札
幌
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授

玉

山

和

夫

プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
経
済
学
と
し
て
米
国
で
は
す
で
に
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
行
動
経
済
学
は
、
こ
れ
も
実
践
的
学
問
で
あ
る

経
営
学
と
距
離
が
近
い
。
本
学
経
営
学
部
で
は
、
経
営
学
科
に
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
専
攻
を
設
け
て
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
ま

で
含
め
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
教
育
研
究
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
学
・
学
部
と
し
て
注
力
し
て
い
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
を

さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
、
学
問
分
野
と
し
て
は
経
済
学
に
属
す
る
行
動
経
済
学
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
べ
く
本
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は
企
画
・
実
施
さ
れ
た
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
泰
斗
コ
ト
ラ
ー
は
「
行
動
経
済
学
と
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
別
称
で
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に

も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
両
者
の
間
で
学
術
的
な
研
究
が
組
織
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
本
学
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
研
究
し
て
い
る
碓
井
和
弘
教
授
、
ア
メ
リ
カ
で
行
動
経
済
学
を
学

ん
だ
名
古
屋
商
科
大
学
の
岩
澤
誠
一
郎
教
授
、
音
楽
心
理
学
を
行
動
経
済
学
と
結
び
付
け
て
い
る
東
京
福
祉
大
学
の
保
原
伸
弘
専
任

講
師
、
に
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
か
ら
講
演
を
い
た
だ
い
た
。

以
下
に
、
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
意
味
も
含
め
て
、
各
氏
の
講
演
の
内
容
か
ら
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で

あ
る
玉
山
が
興
味
を
持
っ
た
点
を
概
観
す
る
。
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碓
井
教
授：

今
日
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
、
人
間
の
行
動
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
自
身
が
気
づ
か
な
い
ニ
ー
ズ
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
「
日
常
の
あ
た
り
ま
え
」
を
「
奇
妙
な
も
の
」
と
し
て
見
る
姿
勢
で
あ
る
。
あ
た
か
も
文
化
人
類
学
者
が
異
文
化
の
フ
ィ
ー

ル
ド
で
と
る
態
度
の
よ
う
に
。
こ
う
し
た
観
察
姿
勢
に
よ
っ
て
、「
自
社
」
も
気
づ
か
な
い
「
顧
客
」
も
気
づ
か
な
い
「
未
知
の
窓
」

を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
消
費
者
行
動
は
理
性
よ
り
も
感
情
に
よ
り
強
く
影
響
を
受
け
る
。
そ
し
て
感
情
は
感
覚
へ
の
刺
激
か
ら
生
ま
れ
る
。
つ
ま

り
五
感
を
刺
激
す
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
が
成
り
立
つ
。
そ
の
経
路
を
脳
科
学
は
、
感
覚
刺
激
情
報
は
論
理
的
思
考
を
司
る
大
脳

皮
質
と
感
情
を
司
る
扁
桃
核
に
送
ら
れ
、
消
費
者
行
動
に
影
響
を
与
え
る
と
解
釈
す
る
。

岩
澤
教
授：

そ
も
そ
も
人
の
認
識
・
判
断
に
お
い
て
は
、「
知
覚
」「
直
観
」
と
い
う
「
速
い
」
シ
ス
テ
ム
１
が
「
推
論
」
と
い
う
「
遅
い
」
シ

ス
テ
ム
２
に
対
し
て
優
位
で
あ
る
。
ま
た
、
人
は
置
か
れ
た
環
境
の
な
か
で
あ
る
特
定
の
要
素
（S

a
lien

ce ：

顕
著
性
）
に
注
目
し
、

そ
の
要
素
に
含
ま
れ
る
情
報
が
過
大
に
評
価
さ
れ
判
断
に
影
響
を
与
え
る
。
だ
か
ら
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
費
用
で「
品
質
」にS

a
lien

ce

を
見
出
す
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
ー
化
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
八
〇
年
代
にS

ta
rb
u
ck
s

が
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
業
界
で
な
し
得
た
よ
う
に
。
そ
し
て
、
や
は
り
最
後
は
「
感
情
」
で
あ
る
。「
お
客
さ
ん
は
、『
何
を
し
て
く

れ
た
か
』
は
覚
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、『
ど
ん
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
た
か
』
は
決
し
て
忘
れ
な
い
」。
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保
原
講
師：

遅
い
テ
ン
ポ
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
で
人
は
レ
ス
ト
ラ
ン
に
長
く
滞
在
し
客
単
価
も
高
く
な
る
。
ド
イ
ツ
の
曲
を
聴
い
た
客
は
ド
イ
ツ
・
ワ
イ

ン
を
フ
ラ
ン
ス
・
ワ
イ
ン
よ
り
も
選
別
す
る
。
逆
も
真
。
そ
し
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
方
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
よ
り
も
、
人
に
高
価

な
ワ
イ
ン
を
買
わ
せ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｍ
は
単
純
作
業
の
効
率
を
上
げ
る
が
、
知
的
作
業
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
と
な
る
。
音
楽
は
偏
桃
体

を
刺
激
し
投
資
を
促
す
が
、
幸
せ
な
曲
の
方
が
悲
し
い
曲
よ
り
も
効
果
が
持
続
す
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、

流
行
歌
の
テ
ン
ポ
が
速
い
と
き
景
気
は
上
向
き
傾
向
で
あ
り
、
バ
ブ
ル
崩
壊
に
先
立
っ
て
流
行
歌
の
テ
ン
ポ
は
遅
く
な
り
だ
し
て
い

た
。す

で
に
米
国
で
は
一
定
の
市
民
権
を
え
て
い
る
行
動
経
済
学
は
、
今
後
日
本
で
も
活
発
に
研
究
さ
れ
て
い
く
分
野
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
経
済
学
の
分
野
に
留
ま
る
こ
と
は
な
く
、
社
会
科
学
全
般
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
な
か

で
経
営
学
も
行
動
経
済
学
を
理
論
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
一
つ
に
く
わ
え
る
こ
と
で
、
よ
り
広
範
な
基
盤
を
築
く
こ
と
が
出
来
る

だ
ろ
う
。

ま
た
、
行
動
経
済
学
も
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
理
論
の
最
前
線
お
よ
び
直
接
的
な
刺
激
情
報
を
得
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
さ
ら
に
現
実

的
な
枠
組
み
を
模
索
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

本
企
画
に
賛
同
い
た
だ
き
講
師
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
聴
講
さ
れ
た
皆
様
に
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

今
回
の
我
々
の
企
画
が
、
今
後
の
さ
ら
な
る
研
究
へ
の
足
掛
か
り
に
な
り
う
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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講演１

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
と
行
動
観
察

札
幌
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授

碓

井

和

弘

１．

は
じ
め
に

本
講
演
で
は
、
ま
ず
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
登
場
し
た
背
景
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
を
振
り
返
る

こ
と
で
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
そ
の
理
論
の
使
命
が
何
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
後
に
、
ど
の
よ
う
な
問

題
に
直
面
し
、
ど
の
よ
う
な
研
究
か
ら
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
行
動
観
察
と
ニ
ュ
ー
ロ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

行
動
観
察
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
で
の「
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」を
実
践
す
る
一
つ
の
方
法
と
考
え
ら
れ
、
近
年
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
現
場
で
の
実
践
が
進
ん
で
い
る
。
一
方
、
ニ
ュ
ー
ロ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
脳
科
学
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
消
費
者
行
動
は

理
性
に
基
づ
く
よ
り
は
感
情
に
よ
り
強
く
影
響
を
受
け
る
傾
向
が
高
い
こ
と
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
脳
科
学
の
急
激
な
発
展
に
よ
っ

て
証
明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
今
回
の
シ
ム
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
が
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
現
場
に
ど
う
貢
献
し
う
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て

お
き
た
い
。
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２．

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
登
場
と
理
論
の
生
成

２．

１

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
登
場
し
た
背
景

一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
で
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
実
践
さ
れ
始
め
た
。
新
興
消
費
財
産
業
部
門
の
企
業
、
例
え
ば
シ
ン
ガ
ー
・

ミ
シ
ン
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
、
プ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ド
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
タ
バ
コ
と
い
っ
た
企
業
が
、

新
し
い
経
営
手
法
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
取
り
組
み
、
成
果
を
上
げ
始
め
て

﹇
１
﹈

い
た
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
、P

ro
d
u
ct-o

u
t

（
作
れ
る
も
の
を
売
る
）
か
らM

a
rk
et-in

（
売
れ
る
も
の
を
作
る
）
と
い
う
経
営
理
念

の
転
換
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
転
換
を
必
然
的
な
も
の
と
し
た
契
機
が
、
南
北
戦
争
と
西
漸
運
動
の
終
焉
で
あ
る
。

南
北
戦
争
（
一
八
六
一
〜
六
五
年
）
以
前
の
ア
メ
リ
カ
は
、
企
業
規
模
も
小
さ
く
、
農
業
中
心
の
後
進
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
南

北
戦
争
は
、
工
業
お
よ
び
農
業
生
産
の
発
展
を
著
し
く
促
進
し
た
。
戦
争
中
の
軍
需
品
に
対
す
る
供
給
の
増
大
は
、
北
部
の
工
業
発

展
を
促
進
し
た
。
特
に
軍
隊
の
制
服
と
し
て
政
府
に
買
い
上
げ
ら
れ
た
毛
織
物
工
業
が
飛
躍
的
に
成
長
す
る
。
工
業
生
産
力
の
増
大

は
、
同
時
に
物
流
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
必
要
と
し
鉄
道
建
設
が
進
ん
だ
。
ま
た
、
戦
争
は
農
産
物
の
需
要
を
高
め
、
戦
争
中
の
農
業

労
働
力
の
不
足
を
補
う
新
し
い
農
業
機
械
の
採
用
は
生
産
性
を
高
め
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
よ
う
に
南
北
戦
争
を
契
機
と
し
て
、
戦
争
の
時
期
を
含
む
一
九
世
紀
最
後
の
四
〇
年
間
に
産
業
は
急
速
に
成
長
し
た
。
一
九

世
紀
末
に
は
、
製
造
工
業
品
の
年
生
産
額
が
農
産
物
の
ほ
ぼ
倍
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
は
一
八
八
〇
年
代
に
農
業
国
か
ら
工
業
国
に
転

化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
八
八
〇
年
代
は
、
独
立
戦
争
後
約
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
精
力
的
に
続
け
ら
れ
て
き
た
、
広
大
な
自
由
地
を
め
ざ
し
た
西
漸
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運
動
の
終
わ
り
の
時
で
も
あ
っ
た
。
開
拓
す
る
土
地
が
あ
り
、
農
民
が
自
由
に
土
地
を
私
有
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
間
は
、
国
内
市

場
は
絶
え
ず
横
へ
横
へ
と
拡
大
し
た
。
し
か
し
国
内
市
場
の
外
延
拡
大
が
そ
の
限
界
に
達
す
る
と
、
資
本
間
競
争
は
激
化
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
消
滅
と
共
に
、
膨
大
な
移
民
が
都
市
に
溢
れ
て
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ
た
。
そ
れ
と
共
に
南
北

戦
争
以
降
の
生
産
の
機
械
化
は
、
失
業
を
増
大
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

消
費
力
の
低
迷
に
よ
っ
て
、
企
業
間
競
争
は
さ
ら
に
激
し
く
な
り
、
資
本
の
集
積
と
集
中
が
進
む
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
戦
争
を

契
機
と
す
る
産
業
と
生
産
力
の
著
し
い
発
展
は
、
過
剰
生
産
と
恐
慌
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
そ
の
た
め
、
市
場
が
外
延
的
に
拡
大
す
る

状
況
で
のP

ro
d
u
ct-o

u
t

、
す
な
わ
ち
「
作
れ
る
も
の
を
作
っ
て
売
る
」
の
発
想
で
は
通
用
し
な
く
な
り
、「
市
場
の
ニ
ー
ズ
を
取
り

込
ん
で
売
れ
る
も
の
を
作
っ
て
売
る
」と
い
うM

a
rk
et-in

へ
の
発
想
の
転
換
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て「
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
」
が
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

２．

２

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
生
成

一
九
世
紀
末
、
先
進
的
な
企
業
に
よ
っ
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
法
は
広
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
に
よ
る

理
論
の
体
系
化
は
、
一
九
一
五
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
父
、
元
祖
と
称
さ
れ
るA

.

W
.S
h
a
w

の
著
作
、“S

o
m
e P

ro
b
lem

s in M
a
rk
et D

istrib
u
tio
n
”

が
そ
れ
で

﹇
２
﹈

あ
る
。

シ
ョ
ー
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
が
社
会
的
に
有
益
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
当
時
社
会
科
学
と
し
て
す
で
に
地
位
を

確
立
し
て
い
た
経
済
学
と
の
対
比
を
試
み
た
。
彼
は
、
経
済
学
で
の
需
要
曲
線
と
、
企
業
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
場
合
の
需
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要
曲
線
を
描
い
て
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
方
が
現
実
を
よ
り
良
く
説
明

で
き
る
理
論
だ
、
と
主
張
し
た
。

経
済
学
で
の
消
費
者
は
価
格
に
反
応
す
る
と
想
定
す
る
が
、
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
論
で
の
消
費
者
は
多
様
な
欲
望
を
持
つ
も
の
と
想
定
し
、
企
業

が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
行
え
ば
価
格
を
引
き
下
げ
な
く
と
も
売
り
上
げ
を

増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
し
た
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
、
欲

望
へ
の
刺
激
で
あ
り
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
は
そ
れ
を
専
門
的
に
扱
う
学

問
だ
と
、
シ
ョ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
シ
ョ
ー
は
、ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
で
は
、経
験
と
勘
に
頼
っ
て
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
を
し
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
論
は
経
験
や
勘
が
無
く
て
も
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
行
え
る
よ
う

に
す
る
の
が
使
命
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

３．

揺
ら
ぐ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
現
場
と
理
論
研
究

３．

１

困
惑
す
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
現
場

シ
ョ
ー
が
一
九
一
五
年
に
著
し
た
論
文
以
降
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
研

図１ 経済学とマーケティングの需要曲線
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究
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
（
製
品
政
策
、
流
通
政
策
、
販
売
促
進
政
策
、
価
格
政
策
）
を
個
別
に
研
究
す
る
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
機
能
要
素
論
」
に
始
ま
り
、
個
別
の
機
能
を
統
合
管
理
す
る
「
マ
ネ
ジ
リ
ア
ル
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
」
へ
、
そ
し
て
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
活
動
を
他
の
経
営
機
能
な
い
し
経
営
資
源
と
連
動
さ
せ
な
が
ら
市
場
環
境
に
向
け
て
組
織
的
方
向
付
け
を
図
る
「
戦
略
的
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
論
」
へ
と
推
移
し
て
き
た
。

こ
の
間
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
研
究
で
の
鍵
概
念
に
関
す
る
論
争
や
適
用
範
囲
の
拡
大
に
関
す
る
論
争
等
が
あ
り
な
が
ら
、
一
方

で
心
理
学
や
統
計
学
、
経
済
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
多
様
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

そ
し
て
日
本
で
は
、
バ
ブ
ル
経
済
を
経
て
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
現
場
で
異
変
が
口
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
石
井
淳
蔵
（
一

九
九
三
）『
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
神
話
』は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
に
お
い
て
極
め
て
危
機
的
な
地
殻
変
動
が
起
き
て
い
る
こ
と
を

示
﹇
３
﹈

し
た
。

「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
常
識
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
消
費
者
志
向
や
顧
客
第
一
主
義
が
強
調
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
実
践
に
お
ろ
せ
ば
よ
い
の
か
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
大
規
模
な
サ
ー
ベ
イ
調
査
を
や
っ
て
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
と
や
ら
を

確
か
め
て
み
て
も
製
品
開
発
に
結
び
つ
く
ア
イ
デ
ア
を
言
っ
て
く
れ
る
消
費
者
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
開
発
担
当
者
は
、『
何

が
欲
し
い
の
か
、
何
が
し
て
欲
し
い
の
か
、
消
費
者
か
ら
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
も
ら
え
れ
ば
そ
の
通
り
作
る
だ
け
の
技
術
は
あ
る
』

と
さ
え
断
言
す
る
。」

消
費
者
は
自
分
の
欲
望
を
把
握
し
て
お
り
、
そ
れ
を
言
葉
に
で
き
る
と
い
う
の
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
前
提
で
あ
っ
た
。
し
か
し

実
際
に
は
、
消
費
者
自
身
、
自
分
の
欲
望
を
表
現
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
生
産
者
の
側
か
ら
選
択
的
な
焦
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点
が
あ
て
ら
れ
て
は
じ
め
て
消
費
者
に
と
っ
て
意
味
を
持
ち
始
め
る
と
い
う
の
が
、
む
し
ろ
実
態
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
消
費
者
は
「
な
ん
と
な
く
嫌
だ
」
と
い
う
曖
昧
な
感
情
を
持
つ
と
き
、
自
分
も
相
手
も
納
得
す
る
よ
う
な
合

理
的
指
標
を
口
に
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
肝
心
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で

あ
る
消
費
者
の
こ
と
が
、
見
え
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

３．

２

消
費
者
理
解
の
新
し
い
手
法

プ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ド
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
、
世
界
中
で
独
自
の
研
究
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
創
り
だ
し
て

﹇
４
﹈

い
る
。
同
社
は
、
研
究
開

発
担
当
者
自
ら
が
一
般
家
庭
を
訪
問
す
る
。
そ
の
目
的
は
消
費
者
の
声
を
技
術
開
発
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
げ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た

ニ
ー
ズ
は
消
費
の
現
場
に
行
か
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
も
は
や
不
満
点
を
消
費
者
に
聞
い
て
も
出
て
こ
な
く

な
っ
て
い
る
が
、
ち
ょ
っ
と
イ
ラ
っ
と
す
る
、
ち
ょ
っ
と
面
倒
く
さ
い
と
い
う
の
は
観
察
か
ら
見
え
て
く
る
と
い
う
。
調
査
担
当
者

が
訪
問
調
査
で
重
視
す
る
の
は
、
暮
ら
し
全
般
の
観
察
と
何
気
な
い
会
話
で
あ
る
。
消
費
者
が
ど
ん
な
こ
と
に
興
味
を
持
ち
、
何
に

不
満
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
研
究
開
発
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
い
う
。

消
費
者
が
何
気
な
く
口
に
し
た
言
葉
か
ら
、
消
費
者
自
身
で
さ
え
も
自
覚
し
て
い
な
い
ニ
ー
ズ
を
探
り
だ
そ
う
と
す
る
事
例
は
他

に
も
あ
る
。
自
動
車
業
界
で
は
、
実
際
に
起
こ
る
の
が
将
来
で
あ
る
た
め
に
現
時
点
で
の
現
実
デ
ー
タ
で
の「
検
証
が
困
難
な
情
報
」、

あ
る
い
は
あ
る
人
が
あ
る
時
点
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
じ
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
再
現
が
難
し
い
情
報
」
を
用

い
て
、
５
年
10
年
に
及
ぶ
寿
命
を
前
提
と
し
た
製
品
コ
ン
セ
プ
ト
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
車
に
関
す
る
不
満

9



や
車
に
関
連
し
た
生
活
シ
ー
ン
に
関
し
て
口
に
出
し
た
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
て
、
消
費
目
的
や
消
費
ニ
ー
ズ
を
探
り
だ
そ
う
と
し

て
﹇
３
﹈

き
た
。

石
井
淳
蔵
（
一
九
九
三
）『
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
神
話
』
で
は
、
そ
れ
を
「
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
と
い
う
手
法
と
し
て
紹
介
す
る
。

「
当
た
り
前
・
常
識
」
と
し
て
自
明
視
さ
れ
る
日
常
を
、
例
え
ば
文
化
人
類
学
者
が
常
に
異
文
化
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
と
る
態
度
の
よ
う

に
、
あ
え
て
「
奇
妙
な
も
の
」
と
し
て
見
る
見
方
を
と
る
。
そ
の
調
査
で
は
、
調
査
者
の
考
え
方
の
枠
組
み
や
使
い
慣
れ
た
言
葉
を

押
し
付
け
ず
に
、
消
費
者
の
自
然
な
態
度
を
調
べ
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

４．

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ

４．

１

行
動
観
察
が
開
け
る
窓

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
に
お
い
て
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
現
実
を
掴
み
取
る
手
法
だ
と
指
摘
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
そ

の
ま
ま
研
究
の
進
展
に
直
結
し
た
と
は
言
え
な
い
状
態
が
続
い
た
。
し
か
し
近
年
、
行
動
観
察
の
研
究
が
進
み
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

現
場
で
の
実
践
が
進
ん
で
い
る
。

こ
の
実
践
と
研
究
を
牽
引
す
る
大
阪
ガ
ス
行
動
観
察
研
究
所
・
松
波
晴
人
所
長
に
よ
れ
ば
、
行
動
観
察
は
既
存
の
枠
組
み
の
中
で

正
解
を
出
す
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
答
え
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
さ
え
も
わ
か
ら
な
い
「
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
？
」
に
つ

い
て
、
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
創
る
方
法
論
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
こ
と
に
時
間
を
か
け
る
前
に
、
何
よ

り
も
本
質
を
と
ら
え
る
こ
と
に
注
力

﹇
５
﹈

す
る
。
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松
波
（
二
〇
一
四
）
で
は
、
心
理
学
の
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」

を
ビ
ジ
ネ
ス
に
応
用

﹇
６
﹈

す
る
。「
盲
点
の
窓
」は
、
消
費
者
は
気

づ
い
て
い
る
が
企
業
は
気
づ
い
て
い
な
い
状
態
で
、
一
般
的

な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
リ
サ
ー
チ
が
こ
こ
に
属
す
る
。「
秘
密

の
窓
」
は
、
企
業
は
気
づ
い
て
い
る
が
消
費
者
は
気
づ
い
て

い
な
い
状
態
で
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
こ
こ
に
あ
て
は
ま
る
。
広
告
や
営
業
な
ど
の
販
売
促
進

政
策
に
よ
っ
て
、
消
費
者
に
自
社
が
提
供
す
る
価
値
を
伝
え

よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、「
未
知
の
窓
」こ
そ
、
行
動
観
察
で

開
け
よ
う
と
す
る
窓
で
あ
る
。

行
動
観
察
に
必
要
な
力
は
５
つ

﹇
７
﹈

あ
る
。

①
当
た
り
前
の
事
実
を
拾
い
上
げ
る
発
見
力

②
気
づ
い
た
点
を
体
系
化
す
る
分
析
力

③
分
析
結
果
か
ら
改
善
策
を
見
出
す
発
想
力

④
心
理
学
や
人
間
工
学
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
生
か
し
た

専
門
力
…
例
え
ば
、
書
店
で
の
行
動
観
察
の
場
合
、「
情
報

図２ ビジネス版「ジョハリの窓」
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は
ま
ず
左
上
に
目
が
い
く
」「
雑
誌
が
減
っ
て
い
る
と
人
は
売
れ
て
い
て
面
白
い
も
の
だ
と
思
う
」「
右
利
き
の
人
が
多
い
の
で
右

手
で
取
り
や
す
く
す
る
」
な
ど
。

⑤
解
決
に
向
け
共
に
寄
り
添
っ
て
い
く
姿
勢
、
共
感
力
…
例
え
ば
、
店
舗
販
売
に
関
す
る
改
善
依
頼
の
場
合
、
す
ぐ
に
問
題
点
を
見

つ
け
て
も
店
員
に
「
〜
は
お
か
し
い
」
と
は
言
わ
ず
「
ど
う
し
て
〜
で
す
か
」
と
尋
ね
る
。
ま
た
、
客
と
店
員
の
全
員
が
幸
せ
か

ど
う
か
を
考
え
着
地
点
を
探
す
。

行
動
観
察
は
、「
他
者
理
解
」
か
ら
「
自
己
理
解
」
を
す
る
方
法
論
で
も
あ
る
。
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
で
自
己
を
理
解
し
、
そ
の

上
で
意
思
決
定
を
す
る
。
そ
れ
ま
で
囚
わ
れ
て
き
た
「
常
識
」
と
い
う
名
の
フ
レ
ー
ム
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
変

化
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
変
化
を
生
み
出
す
プ
ロ
セ
ス
な
の
で

﹇
６
﹈

あ
る
。

４．

２

五
感
刺
激
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

現
代
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、「
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
」か
ら
の
脱
却
が
あ
る
。
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
と
は
、
企
業
間

の
技
術
水
準
が
同
質
化
し
差
別
化
が
困
難
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
消
費
者
か
ら
す
れ
ば
ブ
ラ
ン
ド
の
差
異
を
識
別
で
き
な
い
状
態
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
企
業
は
、
ブ
ラ
ン
ド
の
輪
郭
を
明
確
な
も
の
と
す
る
方
法
を
追
求
す
る
と
同
時
に
、
生
き
残
る
た
め
に
い

か
に
し
て
「
消
費
者
の
期
待
を
上
回
る
」
の
か
を
絶
え
ず
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
方
策
の
一
つ
が
、

先
の
「
未
知
の
窓
」
を
ど
う
開
け
る
か
、
の
取
り
組
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
方
策
が
、
脳
科
学
を
活
用
し
た

ニ
ュ
ー
ロ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
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G
.
Z
a
ltm

a
n

は
、
す
べ
て
の
認
識
の
少
な
く
と
も
九
五
％
は
心
の
影
の
部
分
に
あ
た
る
認
識
外
で
起
こ
り
、
多
く
と
も
た
っ
た

五
％
だ
け
が
高
位
意
識
で
起
こ
る
と
い
う
「
九
五
対
五
の
法
則
」
か
ら
、
無
意
識
の
分
析
が
い
か
に
重
要
な
の
か
を
説
い
て

﹇
８
﹈

い
る
。

M
.
L
in
d
stro

m

は
、
世
界
一
三
ヵ
国
で
六
〇
〇
人
の
調
査
員
が
数
千
人
の
消
費
者
を
対
象
に
フ
ォ
ー
カ
ス
グ
ル
ー
プ
調
査
を
、
そ

し
て
日
英
米
で
実
施
し
た
定
量
調
査
を
も
と
に
、
理
性
よ
り
も
感
情
に
よ
り
強
く
影
響
を
受
け
る
消
費
者
行
動
を
分
析
し
て

﹇
９
﹈

い
る
。

リ
ン
ス
ト
ロ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
（
顧
客
）
を
も
つ
ブ
ラ
ン
ド
は
顧
客
の
感
情
を
し
っ
か
り
と
捉
え
て
い
る
。
消

費
者
の
理
性
の
働
き
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
直
接
感
情
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
ブ
ラ
ン
ド
が
も
っ
と
も
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
。

そ
の
感
情
は
、
感
覚
へ
の
刺
激
か
ら
生
ま
れ
る
。
視
覚
、
聴
覚
、
皮
膚
感
覚
が
刺
激
を
受
け
る
と
そ
の
刺
激
の
中
継
地
点
と
な
る

視
床
が
、
大
脳
皮
質
の
論
理
的
思
考
を
つ
か
さ
ど
る
連
合
野
と
感
情
を
つ
か
さ
ど
る
扁
桃
核
に
送
り
、
感
情
と
論
理
的
思
考
が
一
緒

に
な
っ
て
消
費
者
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
は
、
情
報
で
飽
和
状
態
に
な
っ
て
い
る
世
界
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
こ
れ
以
上
増
や
し
て
も

効
果
は
な
い
と
考
え
る
。
感
情
と
い
う
も
の
を
基
盤
に
置
い
た
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
ブ
ラ
ン
ド
は
、
視
覚
と

聴
覚
だ
け
に
訴
え
か
け
る
２
次
元
ブ
ラ
ン
ド
か
ら
皮
膚
感
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
を
含
め
た
５
次
元
ブ
ラ
ン
ド
へ
の
転
換
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
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５．

む
す
び
に
か
え
て

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
を
最
初
に
体
系
化
し
た
シ
ョ
ー
は
、
経
済
学
と
の
対
比
か
ら
何
と
か
市
民
権
を
得
た
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
、
欲
望
へ
の
刺
激
で
あ
り
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
は
そ
れ
を
専
門
的
に
扱
う
学
問
だ
と
語
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
根
底
か
ら
揺
ら
い
で
し
ま
っ
た
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
は
本
当
に
消
費
者
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
欲
望
を
扱
う
こ

と
が
で
き
る
の
か
、と
い
う
自
問
自
答
が
生
ま
れ
て
き
た
。そ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
で
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
行
動
観
察
と
ニ
ュ
ー
ロ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
、
消
費
者
と
欲
望
を
分
析
す
る
有
益
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
企
業
組
織
で
は
、
革
新
的
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
や
新
し
い
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
リ
サ
ー
チ
方
法
が
現
場
で
模
索

さ
れ
よ
う
と
も
、
組
織
の
ト
ッ
プ
の
意
向
で
採
否
が
決
ま
る
、
あ
る
い
は
簡
単
に
変
更
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
問

題
は
、
絶
え
ず
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
本
講
演
と
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
行
動
経
済
学
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
関
わ
っ

て
考
察
す
れ
ば
、
岩
澤
誠
一
郎
先
生
の
ご
講
演
の
ヒ
ト
の
意
思
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
セ
イ
リ
ア
ン
ス
理
論
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

現
場
の
行
動
観
察
に
お
け
る
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
知
見
に
基
づ
く
理
解
」
と
「
リ
フ
レ
ー
ム
さ
れ
た
イ
ン
サ

﹇
６
﹈

イ
ト
」（
こ
こ
で
の
リ
フ

レ
ー
ム
と
は
、
そ
れ
ま
で
常
識
と
さ
れ
て
き
た
枠
組
み
を
、
新
し
い
視
点
・
発
想
で
前
向
き
に
つ
く
り
直
す
こ
と
）
を
提
供
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
行
動
観
察
は
た
だ
じ
っ
く
り
と
観
察
し
て
い
れ
ば
何
か
が
出
く
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
観
察
情
報
が
意
味
あ

る
情
報
と
し
て
浮
か
び
あ
が
る
た
め
に
は
、
知
見
や
イ
ン
サ
イ
ト
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
行
動
経
済
学
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
現
場
へ
の
重
要
な
貢
献
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
行
動
経
済
学
で
の
消
費
者
行
動
や
消
費
者
心
理
に
つ
い
て
の
知
見
は
、
マ
ー
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ケ
テ
ィ
ン
グ
論
と
の
共
通
項
も
多
い
こ
と
か
ら
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
も
ま
た
多
く
の
学
び
を
そ
こ
か
ら
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
と
価
値
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
保
原
伸
弘
先
生
の
「
音
楽
心
理
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
の
ご
講
演
は
、
脳
科
学
の
発
展
を
背
景
に
持
つ
ニ
ュ
ー
ロ
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
現
場
で
強
く
求
め
て
い
る
研
究
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
他
の
研
究

者
の
実
験
デ
ー
タ
に
よ
る
研
究
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
実
験
に
よ
る
研
究
は
、
今
後
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
者
に
と
っ
て
も
貴

重
な
研
究
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注
﹇
１
﹈

白
髭
武
（
一
九
七
八
）『
ア
メ
リ
カ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
発
達
史
』
実
教
出
版

﹇
２
﹈

S
h
a
w
,
A
.
W
.
(1915)

“S
o
m
e P

ro
b
lem

s in M
a
rk
et D

istrib
u
tio
n
”

（
伊
藤
康
雄
・
水
野
裕
正
訳
（
一
九
七
五
）『
市
場
配
給
の
若
干
の
問

題
点
』
文
眞
堂
）

﹇
３
﹈

石
井
淳
蔵
（
一
九
九
三
）『
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
神
話
』
日
本
経
済
新
聞
社

﹇
４
﹈

市
橋
和
彦
（
二
〇
〇
八
）『
成
功
は
洗
濯
機
の
中
に
』
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社

﹇
５
﹈

松
波
晴
人
（
二
〇
一
三
）『「
行
動
観
察
」
の
基
本
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

﹇
６
﹈

松
波
晴
人
（
二
〇
一
四
）「
行
動
観
察
を
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
げ
る
５
つ
の
ス
テ
ッ
プ
』『
Ｄ
Ｉ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ

ビ
ュ
ー
』
二
〇
一
四
年
八
月
号
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

﹇
７
﹈
「
知
ら
れ
ざ
る
『
行
動
観
察
』
の
威
力
」『
週
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
二
〇
一
一
年
一
月
八
日
新
春
号

﹇
８
﹈

Z
a
ltm

a
n
,
G
era

ld
.
(2003)

“H
o
w
 
C
u
sto
m
ers T

h
in
k
”

（
藤
川
佳
則
・
阿
久
津
聡
訳
（
二
〇
〇
五
）『
心
脳
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
』
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
社
）
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﹇
９
﹈

L
in
d
stro

m
,
M
a
rtin

.
(2005)

“B
ra
n
d S

en
se”

（
ル
デ
ィ
ー
和
子
訳
（
二
〇
〇
五
）『
五
感
刺
激
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
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講演２

行
動
経
済
学
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

名
古
屋
商
科
大
学
経
済
学
部
学
部
長
・
同
大
学
院
教
授

岩
澤

誠
一
郎

（
要
約
）
行
動
経
済
学
研
究
の
立
場
か
ら
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
及
び
そ
の
見
通
し
を
提
示
す

る
。
伝
統
的
な
経
済
学
が
消
費
者
の
合
理
的
な
選
択
行
動
を
想
定
し
て
き
た
の
に
対
し
、
行
動
経
済
学
は
そ
う
し
た
想
定
で
は
説
明

で
き
な
い
選
択
行
動
に
焦
点
を
当
て
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
こ
の
展
開
を
牽
引
し
て
き
た
の
は
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の

議
論
、
特
に
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
理
論
で
あ
る
が
、
近
年
の
行
動
経
済
学
は
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
ヒ
ト
の
意
思
決
定
の
実
相
に
迫
る
こ

と
で
、
従
来
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
が
見
出
し
て
き
た
知
を
再
発
見
し
、
ま
た
新
た
な
知
見
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
小
論

で
は
最
近
の
行
動
経
済
学
研
究
の
中
か
ら
、
ア
ン
ド
レ
イ
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
ら
が
展
開
し
て
い
る
セ
イ
リ
ア
ン
ス
理
論
を
中
心
に

紹
介
し
た
い
。
そ
こ
で
は
例
え
ば
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
・
コ
ー
ヒ
ー
と
最
近
の
日
本
の
ラ
ン
ド
セ
ル
業
界
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
統

一
的
な
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

１．

伝
統
的
経
済
学
と
行
動
経
済
学
、
そ
し
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

行
動
経
済
学
（b

eh
a
v
io
ra
l eco

n
o
m
ics

）
は
最
近
誕
生
し
た
経
済
学
の
一
分
野
で
あ
る
。
後
で
み
る
よ
う
に
そ
の
重
要
な
基
礎
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を
担
っ
て
い
る
の
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
に
よ
る
認
知
心
理
学
の
研
究
で
あ
り
、
そ
の
研
究
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
行
わ

れ
て
き
た
。
だ
が
そ
れ
ら
を
基
礎
と
す
る
経
済
学
的
な
議
論
が
行
動
経
済
学
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
の

こ
と
で
あ

１る
。

行
動
経
済
学
と
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
れ
以
前
の
経
済
学
を
「
伝
統
的
経
済
学
」
と
呼

２ぶ
。
伝
統
的
経
済
学
と
行
動
経
済
学
の
最

大
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
想
定
す
る
人
間
像
の
相
違
に
あ
る
。
伝
統
的
経
済
学
が
理
論
を
展
開
す
る
際
に
は
、
人
間
が「
利
己
的
」

か
つ
「
合
理
的
」
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
人
間
は
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
か
ら
得
ら
れ
る
自
分
の
満
足
｜「
効
用

（u
tility

）」｜
を
最
大
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
動
す
る
。
ま
た
、
効
用
の
最
大
化
に
向
け
、
与
え
ら
れ
た
制
約
の
中
で
ど
の
よ

う
な
行
動
を
と
る
べ
き
か
を
合
理
的
に
計
算
し
、
そ
の
計
算
に
沿
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
統
的
経
済
学
が
想
定
す
る
の

は
こ
の
よ
う
な
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
（
経
済
人
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

実
際
、
伝
統
的
経
済
学
の
基
礎
理
論
で
あ
る
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
教
科
書
に
お
け
る
「
消
費
者
行
動
の
理
論
」
で
は
、
消
費
者
が
予

算
制
約
の
範
囲
内
に
収
ま
る
消
費
の
選
択
肢
の
う
ち
、
自
ら
の
効
用
が
最
大
に
な
る
よ
う
な
選
択
を
行
う
と
の
理
論
が
説
明
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
人
が
買
い
物
を
す
る
際
に
は
、
予
算
の
範
囲
で
最
も
満
足
度
が
高
く
な
る
よ
う
に
買
う
物
を
決
め
る
も
の
な
の
だ
と

い
う
説
明
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
々
が
買
い
物
を
す
る
際
に
、
自
ら
の
効
用
を
最
大
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け

る
心
理
過
程
の
問
題
を
脇
に
置
け
ば
、
一
般
に
人
は「
予
算
の
範
囲
で
最
も
満
足
度
が
高
く
な
る
よ
う
に
買
う
物
を
決
め
る
」と
い
っ

た
説
明
が
、
全
く
の
間
違
い
で
あ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

３う
。
だ
が
一
方
で
、
ヒ
ト
は
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
こ
う
し
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た
説
明
が
当
て
は
ま
る
行
動
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

４い
。

筆
者
自
身
の
最
近
の
経
験
に
よ
っ
て
こ
の
点
を
示
そ
う
。
先
日
筆
者
は
あ
る
ラ
ー
メ
ン
店
で
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
か
れ
た
次
の

写
真
を
み
て
、
注
文
を
行
っ
た
。
読
者
も
ま
ず
そ
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
（
図
表
１
）。

写
真
で
は
ラ
ー
メ
ン
、
白
い
ご
飯
、
餃
子
か
ら
な
る
「
特
製
ラ
ー
メ
ン
ラ
ン
チ
餃
子
セ
ッ
ト
」
が
一
、〇
〇
〇
円
で
あ
る
こ
と
が
謳

わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
下
に
は
、「
チ
ャ
ー
ハ
ン
セ
ッ
ト
も
お
得
‼
」と
あ
り
、
そ
れ
は
一
、〇
五
〇
円
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
で
読
者
に
一
つ
質
問
し
た
い
。
筆
者
は
上
の
写
真
を
み
て
「
チ
ャ
ー
ハ
ン
セ
ッ
ト
」
を
注
文
し
た
の
で
あ
る
が
、
何
が

出
て
き
た
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
中
か
ら
選
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

①

ラ
ー
メ
ン
、
チ
ャ
ー
ハ
ン

②

ラ
ー
メ
ン
、
餃
子
、
チ
ャ
ー
ハ
ン

③

ラ
ー
メ
ン
、
餃
子
、
白
い
ご
飯
、
チ
ャ
ー
ハ
ン

④

ラ
ー
メ
ン
、
白
い
ご
飯
、
チ
ャ
ー
ハ
ン

筆
者
自
身
に
つ
い
て
言
う
と
、「
チ
ャ
ー
ハ
ン
セ
ッ
ト
」を
注
文
し
た
際
に
想
定
し
て

い
た
の
は
②
で
あ
っ
た
。「
特
製
ラ
ー
メ
ン
ラ
ン
チ
セ
ッ
ト
」
に
お
け
る
白
い
ご
飯
が

チ
ャ
ー
ハ
ン
に
置
き
換
わ
る
こ
と
を
何
と
な
く
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
筆
者

(図表１) あるラーメン店のテーブルに
置かれたメニューの写真

（出所) 筆者撮影
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は
こ
の
ク
イ
ズ
を
多
く
の
場
所
で
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
（
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
実
施
し
た
）
が
、
回
答
者
の
多
く
は
筆
者

と
同
様
、
②
ま
た
は
③
と
回
答
し
た
。

し
か
し
正
解
は
④
だ
っ
た
の
で
あ
る
。餃
子
が
出
て
こ
な
い
こ
と
に
し
び
れ
を
切
ら
し
て
筆
者
が
店
側
に
文
句
を
言
っ
た
と
こ
ろ
、

店
員
が
指
を
指
し
た
の
は
前
頁
の
写
真
の
右
下
部
分
で
あ
っ
た
。「
お
客
さ
ん
、
よ
く
見
て
下
さ
い
よ
。
特
製
ラ
ー
メ
ン
、
ラ
ン
チ
＋

チ
ャ
ー
ハ
ン
、っ
て
書
い
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

筆
者
の
経
験
は
、
伝
統
的
経
済
学
の
問
題
点
を
示
す
。
第
一
に
、
伝
統
的
経
済
学
は
、
人
間
を
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
想

定
し
て
理
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
現
実
の
人
間
は
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
よ
う
に
合
理
的
に
経
済
的
な
意
思
決
定
を
行
う

と
は
限
ら
な
い
。
筆
者
は
確
か
に
予
算
の
範
囲
内
で
買
い
物
を
し
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
「
最
も
満
足
度
が
高
く
な
る
」
よ
う
に
消

費
の
選
択
を
行
う
こ
と
に
は
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
失
敗
は
筆
者
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
の
ク
イ
ズ
に
対
し
多
く
の
回
答
者
が
筆
者
と
同
じ
よ
う
に
回
答
し
た

こ
と
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
々
の
意
思
決
定
の
失
敗
の
し
か
た
に
傾
向
｜「
バ
イ
ア
ス
」｜
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
が
研
究
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
研
究
し
て
き
た
の
が
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
に
よ
る
認

知
心
理
学
、
そ
し
て
行
動
経
済
学
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
伝
統
的
経
済
学
は
「
人
が
買
い
物
を
す
る
際
に
は
、
予
算
の
範
囲
で
最
も
満
足
度
が
高
く
な
る
よ
う
に
買
う
物
を
決
め

る
も
の
だ
」
と
説
明
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
人
が
自
分
の
買
お
う
と
し
て
い
る
物
｜「
選
択
集
合
（ch

o
ice set

）」｜
に
つ
い
て
十

分
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
選
択
集
合
は
明
確
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
物
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
、
品
質
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に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、「
チ
ャ
ー
ハ
ン
セ
ッ
ト
」を
注
文
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
中
身
を
十
分
に
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、
伝
統
的
経
済
学
の
こ
う
し
た
前
提
が
満
た

さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

実
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
限
界
を
持
つ
が
故
に
、
伝
統
的
経
済
学
は
、
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
す
る

能
力
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
重
要
な
要
素
が
、
自
分
で
も
気
が
付
い
て
い
な
い
よ
う
な
、
ヒ
ト
の
満
た
さ

れ
て
い
な
い
需
要
や
欲
求
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、Ｔ
Ｖ
広
告
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
て
み
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。

し
か
し
消
費
者
が
「
自
分
の
買
お
う
と
し
て
い
る
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
」
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
伝
統
的

経
済
学
で
は
、
そ
の
よ
う
な
活
動
の
必
要
性
や
重
要
性
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な

５い
。
だ
か
ら
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
（
伝
統
的
）

経
済
学
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
伝
統
的
経
済
学
と
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
と
は
相
性
が
悪
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
で
は
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
行
動
経
済
学
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

２．

行
動
経
済
学
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ：

「
速
い
脳
（
シ
ス
テ
ム
１
）」
の
探
究

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ネ
マ
ン
と
エ
イ
モ
ス
・
ト
ゥ
ベ
ル
ス
キ
ー
は
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
人
々
の
判
断
、

意
思
決
定
が
、
伝
統
的
経
済
学
が
想
定
し
て
き
た
よ
う
な
あ
り
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
彼
ら
独
自
の
実
験
の
結
果
を
基
に

し
て
記
さ
れ
た
多
数
の
研
究
論
文
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
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カ
ー
ネ
マ
ン
の
著
書
『
フ
ァ
ス
ト
＆
ス
ロ
ー
』（K

a
h
n
em
a
n 2011

）
に
要
領

よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
研
究
成
果
は
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
人
間
の
脳
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
は
「
シ
ス
テ
ム
１
」
と
「
シ
ス

テ
ム
２
」と
に
区
分
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

６る
。
人
間
は
脳
へ
の
刺
激
を「
知

覚
」
す
る
が
、
そ
れ
を
言
葉
に
変
換
し
て
い
く
過
程
で
「
シ
ス
テ
ム
１
」
ま
た

は
「
シ
ス
テ
ム
２
」、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
を
活
用
す
る
。「
シ
ス
テ
ム
１
」
が

「
速
く
（fa

st

）」
立
ち
上
が
る
感
情
・
直
観
な
ど
を
指
す
の
に
対
し
、「
シ
ス
テ

ム
２
」
は
「
ゆ
っ
く
り
と
（slo

w

）」
し
か
起
動
し
な
い
理
性
的
な
推
論
を
指
す
。

人
間
の
意
思
決
定
や
行
動
は
、
そ
の
多
く
が
「
シ
ス
テ
ム
１
」
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
お
り
、「
シ
ス
テ
ム
２
」が
起
動
す
る
の
は
、
そ
の
作
動
を
迫
ら
れ
る
局
面

に
お
い
て
、人
間
が
意
識
的
に
そ
う
す
る
時
に
お
い
て
の
み
で
あ
る（
図
表
２
）。

伝
統
的
経
済
学
に
お
い
て
は
、
経
済
的
な
意
思
決
定
が
利
得
の
合
理
的
な
計

算
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
「
シ
ス
テ
ム
２
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

と
（
暗
黙
の
う
ち
に
）
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
意
思
決
定
に
お
け
る
「
シ

ス
テ
ム
１
」
の
役
割
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
連
の
認
知
心
理

学
研
究
を
通
じ
て
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
現
実
の
人
間
の
経

(図表２) 人間の認識・判断のシステム

（出所) Kahneman (2003)Figure 1を筆者が簡略化。
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済
的
意
思
決
定
に
お
い
て
「
シ
ス
テ
ム
１
」
が
無
視
し
得
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
人
間
が
消
費

の
意
思
決
定
に
お
い
て
「
シ
ス
テ
ム
１
」
の
影
響
を
受
け
る
と
す
れ
ば
、
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
担
当
者
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
十

分
に
意
識
し
、
自
分
た
ち
の
利
益
の
増
大
の
た
め
に
「
活
用
」
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
業
績
は
、
企
業
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
上
の
工
夫
に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と

に
な
っ

７た
。
こ
こ
で
は
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
よ
う
。

一
つ
目
は
「
ア
ン
カ
リ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
で
あ
る
。
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
は
高
校
生
の
被
験
者
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、

各
グ
ル
ー
プ
の
被
験
者
に
、
次
の
問
題
を
与
え
、
五
秒
以
内
に
回
答
を
黒
板
に
記
す
よ
う
に
要
求
し

８た
。

第
一
グ
ル
ー
プ：

1
×
2
×
3
×
4
×
5
×
6
×
7
×
8＝

？

第
二
グ
ル
ー
プ：

8
×
7
×
6
×
5
×
4
×
3
×
2
×
1＝

？

問
題
に
回
答
す
る
に
あ
た
り
、「
シ
ス
テ
ム
２
」
が
完
全
に
働
い
て
い
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
被
験
者
も
同
じ
回
答
（
正
解

＝

四
〇
、三
二
〇
）に
辿
り
着
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
験
の
結
果
は
興
味
深
い
も
の
で
、
第
１
グ
ル
ー
プ
の
被
験
者
回
答
の
中
央

値
は
五
一
二
、
第
２
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
は
二
、二
五
〇
だ
っ
た
。
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
は
こ
の
結
果
を「
最
初
に
印
象
に
残
っ
た
数
字
や
言

葉
が
、
後
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
」
結
果
と
解
釈
し
、
こ
の
現
象
に
「
ア
ン
カ
リ
ン
グ
（a

n
ch
o
rin
g

）」
と
名
付
け
た
。「
最
初

に
印
象
に
残
っ
た
数
字
や
言
葉
」
は
、
人
間
の
判
断
、
意
思
決
定
に
お
い
て
「
錨
（a

n
ch
o
r

）」
と
し
て
働
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
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上
の
実
験
で
は
「
五
秒
以
内
に
回
答
せ
よ
」
と
の
要
求
が
「
シ
ス
テ
ム
２
」
の
十
全
な
働
き
を
阻
害
し
、
被
験
者
が
「
シ
ス
テ
ム

１
（
速
い
脳
）」
に
強
く
依
存
す
る
一
因
と
な
っ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
後
続
の
研
究
は
、
経
験
を
重
ね
た
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ン
に
よ
る
熟
慮
の
末
の
判
断
で
さ
え
も
「
ア
ン
カ
リ
ン
グ
」
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
あ
る
研
究
者
た
ち
は
、

本
物
の
不
動
産
仲
介
業
者
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
同
じ
住
宅
物
件
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
与
え
た
上
で
、
そ
の
価
格
の
見

積
も
り
を
提
示
し
て
も
ら
っ
た
。
た
だ
し
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
異
な
る
「
売
り
手
の
提
示
価
格
」
を
示
し
て
、
で

あ
る
。
結
果
は
劇
的
で
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
被
験
者
は
、
統
計
的
に
有
意
に
異
な
る
「
買
い
手
と
し
て
の
提
示
価
格
」
を
示
し
た

の
で
あ

９る
。

専
門
家
で
さ
え
「
ア
ン
カ
リ
ン
グ
」
の
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
の
消
費
者
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う

考
え
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
研
究
者
た
ち
は
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
・
ス
ー
プ
の
セ
ー
ル
（
定
価
か
ら
一
〇
％
引
き
で
販
売
）
を
実
施
し
た

ア
イ
オ
ワ
州
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
フ
ィ
ー
ル
ド
実
験
を
行
っ
た
。
ま
ず
最
初
の
数
日
間
、
顧
客
一
人
が
買
う
こ
と
の
で
き
る

個
数
に
制
限
を
設
け
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
顧
客
の
平
均
購
入
個
数
は
三

三
個
で
あ
っ
た
。
次
の
数
日
間
、「
お
一
人
様
四
個
限
り
」

と
し
た
と
こ
ろ
購
入
個
数
は
三

五
個
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
の
数
日
間
「
お
一
人
様
一
二
個
限
り
」
と
し
た
ら
、
何
と
購
入
個
数

は
七

〇
個
ま
で
急
増
し
た
の
で
あ

10る
。「
Ｘ
個
限
り
」
と
い
う
数
量
限
定
の
効
果
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、「
四
個
限
り
」
と
「
一
二
個
限

り
」
と
の
結
果
の
大
き
な
相
違
を
み
る
と
、「
一
二
個
」
が
「
ア
ン
カ
ー
」
の
役
割
を
果
た
し
て
消
費
行
動
を
刺
激
し
た
結
果
と
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
う
し
た
「
お
一
人
様
Ｘ
個
限
り
」
の
商
売
方
法
は
特
段
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
行
動
経
済
学
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が
果
た
し
た
役
割
は
、
新
し
い
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
手
法
の
開
発
で
は
な
く
、「
ア
ン
カ
リ
ン
グ
」の
理
論
を
提
示
し
、
昔
か
ら
あ
る
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
段
に
理
論
的
な
解
釈
を
与
え
て
そ
こ
に
あ
る
「
知
」
を
再
発
見
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
「
知
」

の
解
釈
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
有
益
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
証
拠
にG

o
o
g
le

で
「a

n
ch
o
rin
g m

a
rk
etin

g

」

と
タ
イ
プ
し
検
索
す
る
と
約
八
〇
万
件
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
知
恵
と
し
て
「
ア
ン
カ
リ
ン
グ
」
が
広
く
参
照
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
業
績
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
示
唆
を
与
え
る
知
恵
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
事
例
に「
損
失
回
避
」

が
あ
る
。
こ
れ
は
ヒ
ト
が
「
損
失
」
に
対
し
極
め
て
敏
感
な
嫌
悪
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、

カ
ー
ネ
マ
ン
ら
は
こ
の
点
を
、
次
の
よ
う
な
実
験
に
よ
り
劇
的
な
形
で
示
し

11た
。

問
一：

次
の
二
つ
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
？

ａ．

一
〇
〇
、〇
〇
〇
円

ｂ．

五
〇
％
の
確
率
で
二
〇
〇
、〇
〇
〇
円
が
当
た
る
（
つ
ま
り
五
〇
％
の
確
率
で
何
も
当
た
ら
な
い
）
宝
く
じ

問
二：

次
の
二
つ
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
？

ａ．

一
〇
〇
、〇
〇
〇
円
の
損
失

ｂ．

五
〇
％
の
確
率
で
二
〇
〇
、〇
〇
〇
円
の
損
失
が
当
た
る
（
つ
ま
り
五
〇
％
の
確
率
で
何
の
損
失
も
生
じ
な
い
）
宝
く
じ
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問
一
で
は
、
多
く
の
人
が
リ
ス
ク
を
回
避
し
「
ａ
」
を
選
択
す
る
。
だ
が
問
二
で
は
、
多
く
の
人
が
「
ｂ
」
を
選
択
す
る
の
で
あ

る
。
下
手
を
す
れ
ば
よ
り
多
く
の
損
失
が
生
じ
る
の
だ
か
ら
リ
ス
ク
は
「
ｂ
」
の
方
が
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
伝
統

的
経
済
学
が
依
拠
し
て
い
る
期
待
効
用
理
論
で
は
、
人
々
は
「
リ
ス
ク
回
避
」
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
問
二
で
示
さ

れ
る
選
択
行
動
は
「
リ
ス
ク
回
避
」
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
は
「
損
失
回
避
」
と
名
付
け

た
。
人
々
が
「
ａ
」
を
回
避
す
る
の
は
一
〇
万
円
が
確
実
に
失
わ
れ
る
の
は
嫌
だ
か
ら
で
あ
り
、「
ｂ
」
を
選
ぶ
の
は
五
〇
％
の
確
率

で
損
を
せ
ず
に
済
む
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヒ
ト
は
そ
れ
だ
け
「
損
失
」
を
嫌
が
る
生
き
物
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
損
失
回
避
が
「
シ
ス
テ
ム
２
」
で
は
な
く
、「
シ
ス
テ
ム
１
（
速
い
脳
）」
の
産
物
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
近
の
脳
神
経
科
学
者
た
ち
の
研
究
に
よ
っ
て
、
損
失
回
避
の
性
向
と
大
脳
辺
縁
系
の
一
部
で
あ
る
扁
桃
体

が
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
扁
桃
体
は
ヒ
ト
の
情
動
反
応
の
処
理
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
部
位

で
あ
り
、「
シ
ス
テ
ム
１
」に
お
け
る
キ
ー
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
研
究
者
た
ち
が
発
見
し
た
の
は
、

扁
桃
体
を
局
所
的
に
損
傷
し
た
人
た
ち
が
、
上
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
損
失
回
避
の
性
向
を
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
示
さ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ

12た
。
感
情
が
（
健
常
者
に
比
べ
）
正
常
に
作
動
し
な
い
人
々
が
損
失
回
避
性
向
を
示
さ
な
い
と
の
事
実
は
、
普

通
の
ヒ
ト
が
損
失
回
避
性
向
を
示
す
の
は
、
論
理
的
思
考
の
結
果
と
い
う
よ
り
は
、
損
失
が
「
嫌
」
だ
と
い
う
感
情
の
産
物
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

損
失
回
避
が
「
シ
ス
テ
ム
２
」
で
は
な
く
、「
シ
ス
テ
ム
１
」
の
産
物
で
あ
る
結
果
、
カ
ー
ネ
マ
ン
た
ち
が
「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
」

と
呼
ん
だ
現
象
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
ヒ
ト
の
判
断
、
意
思
決
定
が
与
え
ら
れ
た
問
題
の
提
示
の
さ
れ
方
｜「
フ
レ
ー
ム（
枠
組
み
）」｜
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に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
以
下
は
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
が
「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
」
を
示
す
た
め
に
作
成
し
た
有
名
な
実
験

で
あ

13る
。

ア
メ
リ
カ
政
府
が
、
六
〇
〇
人
は
死
亡
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
極
め
て
珍
し
い
ア
ジ
ア
の
病
気
を
撲
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
二
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
考
え
ら
れ
た
。
次
の
二
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｂ
）
の
う
ち
、
ど

ち
ら
が
よ
り
望
ま
し
い
だ
ろ
う
か
。

ａ．

プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
が
採
用
さ
れ
る
と
、
二
〇
〇
人
は
助
か
る

ｂ．

プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｂ
を
採
用
し
た
場
合
、
三
分
の
一
の
確
率
で
六
〇
〇
人
全
員
が
助
か
る
。
し
か
し
三
分
の
二
の
確
率
で
誰
も
助

か
ら
な
い

カ
ー
ネ
マ
ン
た
ち
の
実
験
で
は
、
上
の
問
い
に
対
し
七
二
％
の
被
験
者
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
を
選
ん
だ
。
選
択
肢
「
ｂ
」
で
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
Ｂ
を
採
用
す
る
こ
と
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
選
択
肢
「
ａ
」
で
は
「
二
〇
〇
人

は
助
か
る
」こ
と
が
確
実
な
結
果
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
多
く
の
被
験
者
た
ち
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
を
選
ん
だ
こ
と
は「
リ

ス
ク
回
避
」
の
結
果
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
別
の
被
験
者
グ
ル
ー
プ
は
同
じ
問
題
で
、
次
の
よ
う
な
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
た
。
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ａ．

プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
が
採
用
さ
れ
る
と
、
四
〇
〇
人
が
死
亡
す
る

ｂ．

プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｂ
を
採
用
し
た
場
合
、
三
分
の
一
の
確
率
で
六
〇
〇
人
全
員
が
助
か
る
。
し
か
し
三
分
の
二
の
確
率
で
六
〇
〇

人
が
死
亡
す
る
。

こ
の
選
択
肢
は
、
先
の
選
択
肢
と
異
な
る
情
報
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
六
〇
〇
人
は
死
亡
す
る
」と
予
想
さ
れ
て
い
る

病
気
に
対
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
が
採
用
さ
れ
れ
ば
「
二
〇
〇
人
は
助
か
る
」
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
四
〇
〇
人
が
死
亡
す
る
」
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
後
者
の
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
た
被
験
者
の
判
断
は
、
前
者
の
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
た
被
験
者
た
ち

の
そ
れ
と
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
を
選
択
し
た
の
は
二
二
％
に
過
ぎ
ず
、
七
八
％
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｂ
を
選
択
し
た
の

で
あ
る
。
何
が
起
き
て
い
る
か
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
後
者
の
選
択
肢
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
が
「
四
〇
〇
人
の
死
亡
」
と
い
う
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
結
果
を
確
実
に
も
た
ら
す
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ト
は
「
損
失
」
に
限
ら
ず
、
確
実
な
マ
イ
ナ
ス
な
ど
と
い
う
事
態
は

と
に
か
く
「
嫌
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ー
ネ
マ
ン
ら
が
示
し
た
の
は
意
味
内
容
が
同
じ
選
択
肢
で
あ
っ
て
も
、
表
現
の
仕
方
、「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
」次
第
で
ヒ
ト
の
判
断
、

意
思
決
定
が
大
き
く
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
の
判
断
が
常
に
「
シ
ス
テ
ム
２
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
得
な
い
が
、
ヒ
ト
の
判
断
は
し
ば
し
ば
「
シ
ス
テ
ム
１
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

ヒ
ト
の
判
断
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
思
え
ば
、「
シ
ス
テ
ム
１
」に
響
く
｜
最
近
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
業
界
に
お
け
る
流
行
り
の
言
葉

で
表
現
す
れ
ば
「
刺
さ
る
」｜
形
で
表
現
を
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
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フ
レ
ー
ミ
ン
グ
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
は
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
米
国

の
話
だ
が
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
初
期
の
頃
、
カ
ー
ド
会
社
は
、
小
売
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
が
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
支
払
い
を
行
う
顧
客
に
対
し
、
現
金
で
支
払
い
を
行
う
顧
客
よ
り
も
高
い
割
増
料
金
｜
つ
ま
り
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
と
い
う
面
倒
な
支
払
い
方
法
を
選
択
す
る
顧
客
に
対
す
る
罰
金
｜
を
要
求
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
。
し
か
し

そ
の
後
議
会
に
よ
っ
て
、
カ
ー
ド
会
社
が
そ
う
し
た
規
制
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
る
法
律
が
通
過
し
そ
う
に
な
っ
た
際
、
カ
ー
ド
会
社

の
ロ
ビ
イ
ス
ト
た
ち
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
割
増
料
金
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い

う
表
現
は
や
め
て
い
た
だ
き
た
い
。」「
代
わ
り
に
、
現
金
支
払
い
に
は
割
引
料
金
が
適
用
さ
れ
る
、
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。」
と
。

ロ
ビ
イ
ス
ト
た
ち
は
「
割
増
料
金
」
と
い
う
「
損
失
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
フ
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
ビ
ジ
ネ
ス
が

悪
影
響
を
受
け
る
と
考
え
た
の
で
あ

14る
。
テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
番
組
で
は
「
こ
の
機
会
を
お
見
逃
し
な
く
」、「
今
か
ら
三
時
間

限
り
」
な
ど
と
い
っ
た
表
現
を
良
く
耳
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
は
、
商
品
を
買
わ
な
い
こ
と
を
「
損
失
」
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う

仕
向
け
、
そ
れ
を
回
避
す
る
心
理
を
刺
激
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ヒ
ト
が
損
失
回
避
の
心
を
持
つ
こ
と
に
直
接
的
に
働
き
か
け
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
手
法

が
、
耐
久
消
費
財
や
あ
る
種
の
サ
ー
ビ
ス
の
広
告
宣
伝
で
用
い
ら
れ
る
「
無
料
お
試
し
期
間
」
で
あ
る
。
一
度
試
し
に
商
品
を
持
っ

て
み
る
と
、
そ
の
商
品
を
「
失
う
」
こ
と
が
辛
く
な
る
と
い
う
「
損
失
回
避
」
の
性
向
に
働
き
か
け
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

15る
。

さ
て
こ
こ
ま
で
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
が
拓
い
た
新
し
い
認
知
心
理
学
の
理
論
の
い
く
つ
か
を
見
て
き
た
が
、
彼
ら
が
打
ち
立
て
た
多
く

の
理
論
の
中
に
は
、
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
い
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
も
の
も
あ
る
。
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そ
の
一
つ
は
「
確
率
加
重
関
数
」
の
理
論
で
あ

16る
。
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
が
こ
の
理
論
を
提
示
す
る
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
次
の
問
い

で
あ
る
。

問：

次
の
二
つ
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
？

ａ．

一
〇
〇
円

ｂ．

一
、〇
〇
〇
万
分
の
一
の
確
率
で
一
〇
億
円
が
当
た
る
宝
く
じ

選
択
肢
「
ｂ
」
の
宝
く
じ
に
一
〇
〇
円
以
上
の
魅
力
を
感
じ
る
人
は
「
ｂ
」
を
選
択
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
、
そ
の
よ
う
な

選
択
を
行
う
人
は
少
な
く
な
い
。
だ
が
期
待
効
用
理
論
で
は
、
同
じ
期
待
値
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
人
々
は
リ
ス
ク
を
回

避
し
確
実
な
も
の
を
選
択
す
る
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、「
ｂ
」を
選
ぶ
ヒ
ト
の
行
動
を
説
明
で
き
な
い
。
そ
こ
で
カ
ー
ネ
マ
ン
た
ち
は
、

ヒ
ト
が
「
ｂ
」
を
選
ぶ
の
は
「
極
め
て
小
さ
な
確
率
を
過
大
評
価
す
る
傾
向
が
あ
る
」
た
め
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
が
「
確
率

加
重
関
数
」
の
理
論
で
あ
る
。

ヒ
ト
が
「
確
率＝

ゼ
ロ
」、
つ
ま
り
「
確
実
」
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
事
象
と
、
た
と
え
極
め
て
小
さ
く
と
も
ゼ
ロ
を
上
回
る
確
率

で
生
起
す
る
と
思
わ
れ
る
事
象
と
を
大
き
く
区
別
す
る
、
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
よ
う
だ
。
端
的
に
言
う
と
、
ヒ
ト
は
「
確
実
」

で
あ
る
こ
と
を
非
合
理
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
好
む
の
で
あ
る
。
詐
欺
的
な
金
融
業
者
に
よ
る
「
お
客
さ
ん
、
こ
れ
は
確
実
に
儲
か
る

商
品
で
す
よ
」
と
の
囁
き
に
心
を
動
か
さ
れ
る
個
人
投
資
家
が
後
を
た
た
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
し
、
原
子
力
発
電
所
の
再
稼

30



働
に
反
対
す
る
日
本
人
が
多
い
の
も
、
原
発
事
故
が
起
こ
る
確
率
が
「
ゼ
ロ
」
で
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
ヒ
ト
が
多
い
た
め
で
あ
る

と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
「
確
率
加
重
関
数
」
は
こ
う
し
た
ヒ
ト
の
性
質
を
上
手
く
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

だ
が
も
う
一
度
上
の
問
い
に
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
ヒ
ト
が
「
ｂ
」
の
宝
く
じ
を
選
択
す
る
時
、
そ
れ
は
「
一
、〇
〇
〇
万
分
の

一
」
と
い
う
確
率
を
過
大
評
価
し
て
い
る
た
め
、
と
い
う
推
論
は
十
分
に
説
得
的
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ト
が
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
は
、

「
一
、〇
〇
〇
万
分
の
一
」
と
い
う
確
率
で
は
な
く
、「
一
〇
億
円
」
と
い
う
金
額
の
方

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
宝
く
じ
の
広
告
を
み
る
と
、
強
調
さ
れ
て
い
る

の
は
常
に
当
選
金
額
の
方
で
あ
る
（
図
表
３
）。「
確
率
加
重
関
数
」
の
理
論
で
は
こ

の
広
告
宣
伝
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ア
ン
ド
レ
イ
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
は
、
ヒ
ト
は
、
宝
く
じ
を
買
う
時
の
よ
う
に「
極

め
て
小
さ
な
確
率
を
過
大
評
価
す
る
傾
向
が
あ
る
」
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
「
極
め

て
小
さ
な
確
率
を
過
小
評
価
／
無
視
す
る
」
こ
と
も
あ
る
と
指
摘
す

17る
。
例
え
ば
二

〇
〇
七
年
に
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
証
券
の
危
機
が
発
生
す
る
以
前
、
人
々
は
Ａ
Ａ
Ａ
格
の

モ
ー
ゲ
ー
ジ
証
券
の
「
極
め
て
小
さ
な
」
デ
フ
ォ
ル
ト
確
率
を
「
過
小
評
価
／
無
視
」

し
て
い
た
。
そ
し
て
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
が「
極
め
て
小
さ
な
確
率
」

を
「
過
大
評
価
」
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
過
小
評
価
／
無
視
」
す
る
か
を
左
右
す
る

(図表３) 高額当選くじ「BIG」の広告宣伝

（出所) h t t p://m a t o m e.n a v e r.j p/o d a i/

2138149592125335401
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の
は
、「
極
め
て
小
さ
な
確
率
」
で
生
じ
る
イ
ベ
ン
ト
の
結
果
が
「
心
に
浮
か
ぶ
」
か
ど
う
か
、
な
の
だ
。
金
融
危
機
の
発
生
以
前
に

は
、
人
々
は
Ａ
Ａ
Ａ
格
の
証
券
が
デ
フ
ォ
ル
ト
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
想
像
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
日
本
で
も
二
〇
一
一
年

三
月
以
前
に
は
、
人
々
は
原
子
力
発
電
所
が
事
故
を
起
こ
す
可
能
性
を
想
起
し
て
い
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
逆
に
、
宝
く
じ
の
広

告
が
高
額
の
当
選
金
額
を
強
調
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
人
々
に
「
一
〇
億
円
が
当
た
る
可
能
性
」
を
想
起
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
確
率
加
重
関
数
」
の
理
論
は
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
我
々
の
文
脈
で
よ
り
大
事
な
の
は
、
こ
の
理
論
を
検

討
す
る
過
程
で
見
え
て
き
た
、
ヒ
ト
の
意
思
決
定
過
程
の
実
相
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
「
極
め
て
小
さ
な
確
率
」
で
あ
っ
て
も
、
ヒ

ト
は
あ
る
時
に
は
「
過
大
評
価
」
し
、
別
の
時
に
は
「
過
小
評
価
／
無
視
」
し
た
り
す
る
。
そ
れ
を
左
右
す
る
の
は
、
ヒ
ト
が
そ
の

問
題
を
ど
の
よ
う
に
「
心
に
浮
か
べ
て
い
る
か
」、
特
に
そ
の
問
題
の
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
い
る
か
、
で
あ
る
。「
一
〇
億

円
」
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
れ
ば
当
選
確
率
を
「
過
大
評
価
」
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
実
際
に
生
じ
た
原
子
力
発
電

の
事
故
を
想
起
し
、
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
れ
ば
原
発
事
故
の
確
率
を
「
過
大
評
価
」
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
経
て
、
近
年
行
動
経
済
学
者
の
間
で
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
概
念
が
「
セ
イ
リ
ア
ン
ス
（sa

lien
ce

、

顕
著
性
）」
な
の
で
あ
る
。

３．

行
動
経
済
学
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ：

セ
イ
リ
ア
ン
ス
と
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
の
探
究

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
店
舗
に
足
を
踏
み
入
れ
る
。
と
、
真
っ
先
に
目
に
入
る
の
は
赤
い
イ
チ
ゴ
。
そ
ん
な
経
験
は
誰
に
も
あ

る
だ
ろ
う
。
環
境
に
身
を
置
い
た
際
、
ヒ
ト
は
そ
の
環
境
の
諸
要
素
の
全
て
に
均
一
な
視
線
を
注
い
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
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中
の
あ
る
要
素
に
、
他
の
要
素
に
比
べ
て
「
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
に
（d

isp
ro
p
o
rtio

n
a
tely

）」
視
線
を
集
中
さ
せ
て
い
る
。
こ
う

し
た
現
象
を
「
セ
イ
リ
ア
ン
ス
」
と
呼

18ぶ
。

我
々
の
文
脈
に
お
い
て
セ
イ
リ
ア
ン
ス
が
重
要
な
の
は
、
ヒ
ト
の
判
断
が
、
そ
の
視
線
が
集
中
す
る
対
象
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ

て
影
響
を
受
け
る
た
め
で
あ
る
。
脳
神
経
科
学
の
研
究
者
た
ち
が
行
っ
た
研
究
で
は
、
わ
ず
か
な
時
間
（
一
〇
〇
〇
分
の
七
〇
秒
、

一
〇
〇
〇
分
の
一
〇
〇
秒
な
ど
）
だ
け
写
真
を
見
せ
ら
れ
て
、
写
真
の
左
中
央
に
あ
る
お
菓
子
か
、
ま
た
は
右
中
央
に
あ
る
お
菓
子

の
ど
ち
ら
を
食
べ
た
い
か
を
選
ぶ
よ
う
に
言
わ
れ
た（
図
表
４
）。
ポ
イ
ン
ト
は
、
右
中
央
に
あ
る
お
菓
子
に
は
明
る
い
ハ
イ
ラ
イ
ト

が
当
た
っ
て
お
り
、
視
線
が
向
き
や
す
い
よ
う
な
仕
掛
け
が
し
て
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
実
験
の
結
果
は
、
写
真
を
見
せ
ら
れ
る
時
間
が
短
け
れ
ば

短
い
ほ
ど
、
た
と
え
自
分
の
本
当
の
好
み
と
は
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
明

る
く
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
当
た
っ
て
い
た
お
菓
子
の
方
を
選
択
し
て
し
ま
う
確
率

が
高
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

19た
。

小
売
店
の
経
営
者
た
ち
は
、
ヒ
ト
の
消
費
の
意
思
決
定
が
、
そ
の
視
線
の

方
向
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
ど
先
刻
ご
承
知
で
あ
り
、
そ
の
視
線
を
操

作
す
る
こ
と
に
余
念
が
な
い
。
店
舗
の
入
り
口
に
赤
い
イ
チ
ゴ
や
赤
い
ト
マ

ト
が
置
い
て
あ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
赤
い
色
が
ヒ
ト
の
交
感
神
経
を
刺
激

し
、
購
買
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と

(図表４) 被験者に示された写真（左中
央のお菓子か右中央のお菓子
を選択）

（出所) Milosavljevic et al.(2012)
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言
わ
れ
て
い
る
。
店
舗
内
に
数
多
く
置
か
れ
て
い
る
「
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告
（p

o
in
t o
f p
u
rch

a
se a

d
v
ertisin

g

）」
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
セ

イ
リ
ア
ン
ス
、
視
線
の
集
中
を
促
す
た
め
の
装
置
そ
の
も
の
で
あ

20る
。

最
近
の
行
動
経
済
学
は
、
こ
う
し
た
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
概
念
を
少
し
拡
張
し
、
消
費
者
が
消
費
の
意
思
決
定
を
行
う
際
に
「
何
に

焦
点
を
当
て
（
注
目
し
て
）
選
択
を
行
っ
て
い
る
か
」
と
い
っ
た
問
題
を
分
析
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
う
し
た
分
析

の
視
角
を
持
つ
こ
と
で
、
伝
統
的
経
済
学
で
は
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
ア
ン
ド
レ
イ
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
た
ち
が
展
開
し
て
い
る
「
セ
イ
リ
ア
ン
ス
理
論
」
を
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
、
消
費
選
択
に
お
け
る
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
重
要
性
を
示
す
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
考
え
て
み
よ

21う
。

次
の
二
つ
の
ワ
イ
ン
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
？

ａ．

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ー
ズsh

ira
z

）

ｂ．

フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ーsy

ra
h

）

ワ
イ
ン
に
詳
し
く
な
い
方
の
た
め
に
説
明
し
て
お
く
と
、「
シ
ラ
ー
」
は
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ー
ト
・
デ
ュ
・
ロ
ー
ヌ
地
方
を
原
産
地
と

す
る
赤
ワ
イ
ン
用
の
ブ
ド
ウ
品
種
で
あ
る
。
ロ
ー
ヌ
は
ボ
ル
ド
ー
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
と
並
び
フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
の
御
三
家
の
一
つ
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ロ
ー
ヌ
で
も
、
高
級
ワ
イ
ン
が
多
い
、
北
部
地
方
で
主
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
が
シ
ラ
ー
で
あ

22る
。
フ

ラ
ン
ス
以
外
で
も
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
栽
培
さ
れ
た
そ
れ
は
「
シ
ラ
ー
ズ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
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け
で
、
一
般
論
と
し
て
言
う
と
、
シ
ラ
ー
と
シ
ラ
ー
ズ
と
を
比
較
し
た
場
合
、
前
者
の
方
が
「
高
級
」
と
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

従
っ
て
値
段
も
高
い
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
織
り
込
み
、
前
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
改
変
し
て
み
よ
う
。

あ
な
た
は
ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
、
次
の
二
つ
の
ワ
イ
ン
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
？

ａ．

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ー
ズ
）、
一
〇
ド
ル
。

ｂ．

フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ー
）、
二
〇
ド
ル
、
品
質
は
シ
ラ
ー
ズ
の
一

五
倍
。

あ
な
た
が
ど
ち
ら
の
ワ
イ
ン
を
選
ぶ
か
は
、
選
択
に
当
た
っ
て
あ
な
た
が
重
視
す
る
も
の
が
品
質
な
の
か
、
そ
れ
と
も
価
格
な
の

か
に
依
る
だ
ろ

23う
。
値
段
は
と
も
か
く
お
い
し
い
ワ
イ
ン
が
飲
み
た
い
と
い
う
人
は
フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
、
シ
ラ
ー
だ
ろ
う
し
、
逆
に

価
格
重
視
な
ら
ば
シ
ラ
ー
ズ
だ
。
つ
ま
り
あ
な
た
の
選
択
は
、
あ
な
た
が
選
択
に
当
た
っ
て
焦
点
を
当
て
て
い
る
対
象
｜
セ
イ
リ
ア

ン
ス
の
対
象
｜
に
依
る
。

セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
が
品
質
で
あ
る
と
い
う
人
も
、
価
格
で
あ
る
と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
問
題
を
よ
く
み
る
と
、
シ

ラ
ー
の
品
質
は
シ
ラ
ー
ズ
の
一

五
倍
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
価
格
は
二
倍
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
に
割
高
感
、
シ
ラ
ー
ズ
に

割
安
感
を
感
じ
る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
上
の
問
題
に
対
し
て
は
多
く
の
ヒ
ト
が
「
ａ
」
を
選
ぶ
、
と
想
定
し
て
話

を
進
め
よ
う
。
そ
の
上
で
次
の
問
題
は
こ
れ
で
あ
る
。
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あ
な
た
は
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
次
の
二
つ
の
ワ
イ
ン
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
？

ａ．

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ー
ズ
）、
五
〇
ド
ル
。

ｂ．

フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ー
）、
六
〇
ド
ル
、
品
質
は
シ
ラ
ー
ズ
の
一

五
倍
。

先
ほ
ど
の
問
題
と
同
様
、
ど
ち
ら
の
ワ
イ
ン
を
選
ぶ
か
は
、
選
択
の
際
の
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
次
第
で
あ
る
。
品
質
を
重
視
す

る
な
ら
シ
ラ
ー
、
価
格
を
重
視
す
る
な
ら
シ
ラ
ー
ズ
だ
。
し
か
し
ど
う
だ
ろ
う
か
。
先
の
問
題
で
は「
一
〇
ド
ル
対
二
〇
ド
ル
」、
つ

ま
り
シ
ラ
ー
ズ
は
シ
ラ
ー
の
半
分
の
値
段
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
今
度
の
問
題
で
は「
五
〇
ド
ル
対
六
〇
ド
ル
」。
こ
の
対
比
で

「
よ
り
安
い
か
ら
」と
い
う
理
由
で
シ
ラ
ー
ズ
を
選
択
す
る
人
は
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。実
際
、レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
っ

た
時
に
は
、
あ
ま
り
価
格
の
こ
と
は
気
に
せ
ず
、
お
い
し
い
ワ
イ
ン
の
方
を
選
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
人
が
少
な
く
な
い
の
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
こ
の
問
題
で
は
、
多
く
の
人
が「
ｂ
」を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
二
つ
の
問
題
を
比
べ
る
と
、
シ
ラ
ー
と
シ
ラ
ー

ズ
と
の
価
格
の
差
（＝

一
〇
ド
ル
）
や
品
質
の
差
が
変
わ
ら
な
い
の
に
、
人
々
の
選
好
が
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
思
考
実
験
を
基
に
、
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
た
ち
は
次
の
よ
う
な
、
消
費
選
択
に
お
け
る
「
セ
イ
リ
ア
ン
ス
理
論
」
を
提
示

す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
は
、
消
費
財
の
選
択
に
当
た
っ
て
、
そ
の
財
の
特
徴
（
例
え
ば
価
格
や
品
質
）
の
う
ち
、
与
え
ら

れ
た
消
費
財
集
合
の
中
の
平
均
的
な
財
で
あ
る
「
参
照
財
」
と
比
べ
て
、
最
も
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
セ
イ
リ
ア
ン
ト
な
特
徴
に
注

目
す

24る
。
そ
し
て
、
そ
の
注
目
し
て
い
る
そ
の
財
の
セ
イ
リ
ア
ン
ト
な
特
徴
（
例
え
ば
価
格
、
ま
た
は
品
質
）
を
過
大
評
価
し
て
選

択
を
行
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
と
レ
ス
ト
ラ
ン
と
で
、
人
々
が
異
な
る
選
択
を
行
う
こ
と
は
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
双
方
の
価
格
が
低
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
価
格
の
格
差
が
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
。
価
格
の
平
均
は
一
五
ド
ル

な
の
で
、
シ
ラ
ー
ズ
の
価
格
（
一
〇
ド
ル
）
は
平
均
に
比
べ
て
三
三
％
安
い
。
確
か
に
シ
ラ
ー
ズ
は
、
品
質
面
で
シ
ラ
ー
に
劣
る
が
、

平
均
（
一

二
五
）
に
比
べ
る
と
二
〇
％
（＝

1－

1

25
）／
1

25
）
劣
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
平
均
か
ら
の
乖
離
が
大

き
い
「
価
格
」
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
、
注
目
の
対
象
と
な
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
消
費
者
は
価
格
を
重
視
し
て
、
割
安
な
シ
ラ
ー

ズ
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
ど
う
か
。
今
度
は
双
方
の
価
格
が
高
く
な
っ
た
こ
と
で
、
価
格
の
格

差
が
大
き
い
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
価
格
の
平
均
は
五
五
ド
ル
な
の
で
、
シ
ラ
ー
ズ
の
価
格
（
五
〇
ド
ル
）
は
平
均
に
比
べ
て
わ
ず

か
九
％
安
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
品
質
面
で
平
均
よ
り
二
〇
％
劣
る
、
と
い
う
点
に
目
が
い
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り「
品
質
」

が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
。
か
く
し
て
消
費
者
は
品
質
を
重
視
し
て
、
高
品
質
の
シ
ラ
ー
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
ら
の
セ
イ
リ
ア
ン
ス
理
論
も
、
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
理
論
と
同
様
に
、
現
実
の
世
界
で
み
ら
れ
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
上
の
慣
行
の
い
く
つ
か
に
、
理
論
的
な
見
地
か
ら
の
説
明
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は「
松
竹
梅
効
果
」、「
お
と
り
効
果（d

eco
y

 
effect

）」
と
呼
ば
れ
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
手
法
で
あ
る
。「
松
竹
梅
効
果
」
と
は
、
選
択
集
合
に
あ
る
二
つ
の
商
品
（
竹
、
梅
）
に
、

三
つ
め
の
商
品
（
松
）
を
加
え
る
と
、
価
格
や
品
質
の
面
で
中
央
に
位
置
す
る
商
品
（
竹
）
が
選
ば
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
現
象

で
あ
り
、「
お
と
り
効
果
」
は
こ
の
効
果
を
狙
っ
て
敢
え
て
「
松
」
を
選
択
肢
に
加
え
る
商
品
戦
略
を
指
す
。「
松
竹
梅
」
の
三
つ
の

選
択
肢
が
与
え
ら
れ
る
と
真
ん
中
の
「
竹
」
を
選
択
し
が
ち
に
な
る
と
の
経
験
は
多
く
の
人
が
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
セ
イ
リ
ア
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ン
ス
理
論
は
こ
う
し
た
経
験
に
理
論
的
な
説
明
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
点
を
、
ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
の
選
択
事
例
を
拡
張
し
て
考

え
て
み
た
い
。

あ
な
た
は
ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
、
次
の
三
つ
の
ワ
イ
ン
の
う
ち
、
ど
れ
を
選
び
ま
す
か
？

ａ．

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ー
ズ
）、
一
〇
ド
ル
。

ｂ．

フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ー
）、
二
〇
ド
ル
、
品
質
は
シ
ラ
ー
ズ
の
一

五
倍
。

ｃ．

フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
（
シ
ラ
ー
）、
三
〇
ド
ル
、
品
質
は
シ
ラ
ー
ズ
の
一

五
倍
。

ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
の
選
択
肢
と
し
て
、「
ａ
（
一
〇
ド
ル
の
シ
ラ
ー
ズ
）」
と
「
ｂ
（
二
〇
ド
ル
の
シ
ラ
ー
）」
に
「
ｃ
（
三
〇
ド

ル
の
シ
ラ
ー
）」
が
加
わ
っ
て
い
る
。「
ｃ
」
は
「
ｂ
」
に
比
べ
、
品
質
は
同
じ
で
価
格
が
高
い
の
だ
か
ら
、
上
の
三
つ
の
う
ち
「
ｃ
」

を
選
ぶ
人
は
い
な
い
は
ず
で
あ
り
、
残
り
は
「
ａ
」
か
「
ｂ
」
か
、
で
あ
る
。「
ｃ
」
が
な
い
時
に
は
、
多
く
の
人
が
価
格
（
の
平
均

か
ら
の
乖
離
）
に
注
目
し
て
「
ａ
」
を
選
択
し
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
ｃ
」
が
選
択
肢
に
加
わ
る
と
、
突
然
「
ｂ
」
を
選
ぶ
ヒ

ト
が
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
う
な
の
か
。
セ
イ
リ
ア
ン
ス
理
論
に
よ
れ
ば
、
三
つ
め
の
商
品
が
選
択
肢
に
加
わ
る
こ
と
で
、
与
え
ら
れ
た
消
費
財
集
合

の
中
の
平
均
的
な
財
で
あ
る
「
参
照
財
」
が
変
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
三
つ
の
商
品
が
選
択
肢
に
あ
る
場
合
、
価
格
の
平
均
が
二
〇

ド
ル
に
な
る
た
め
、「
ｂ
」の
二
〇
ド
ル
と
い
う
価
格
は
も
は
や
セ
イ
リ
ア
ン
ト
な
特
徴
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
品
質
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の
平
均
は
一

三
三
（＝

1
＋
１

５
＋
１

５
）／
３
）
で
あ
る
か
ら
、
消
費
者
は
「
ｂ
」
の
品
質
（＝

一

五
）
を
セ
イ
リ
ア
ン
ト

と
感
じ
、
品
質
を
過
大
評
価
し
て
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

類
似
の
説
明
を
、
米
国
の
小
売
店
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
「m

islea
d
in
g sa

les

」
と
呼
ば
れ
る
、
幻
惑
的
な
手
法

に
よ
る
バ
ー
ゲ
ン
販
売
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
米
国
で
は
バ
ー
ゲ
ン
に
よ
る
販
売
の
ウ
エ
イ
ト
が
極
め
て
高
い
と
さ
れ
て

い
25る

。
そ
こ
で
バ
ー
ゲ
ン
に
お
け
る
顧
客
の
関
心
を
高
め
る
た
め
に
、
小
売
店
が
普
段
の
販
売
価
格
を
わ
ざ
と
高
め
に
し
て
販
売
す

る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
「m

islea
d
in
g sa

les

」
で
あ
る
。
そ
の
狙
い
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
顧
客
の
「
参
照
財
価
格
」
を

引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
バ
ー
ゲ
ン
に
お
け
る
価
格
の
セ
イ
リ
ア
ン
ス
を
強
め
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
消
費
者
が
消
費
の
選
択
に
当
た
り
、
財
の
中
の
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
特
徴
を
過
大
に
評
価
す
る
と
い
う
セ

イ
リ
ア
ン
ス
理
論
は
、
次
の
よ
う
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
者
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
、
あ
る
予
測
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
業
界
に
よ
っ
て「
価
格
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」に
な
る
か
、「
品
質
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」

に
な
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
分
化
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の

26だ
。

例
え
ば
企
業
が
激
し
く
価
格
競
争
を
行
っ
て
い
る
市
場
が
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
の
市
場
で
は
、
商
品
の
価
格
水
準
が
全
般
に
低
下

し
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
ワ
イ
ン
の
事
例
で
み
た
通
り
、
全
体
の
価
格
水
準
が
低
下
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
格
差
が
目
立
ち
や
す

く
、
価
格
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
り
や
す
い
。
そ
う
な
る
と
消
費
者
は
価
格
に
敏
感
に
な
る
一
方
、
品
質
は
無
視
し
が
ち
に

な
る
の
で
、
企
業
は
ま
す
ま
す
激
し
く
価
格
競
争
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
業
界
全
体
の
収
益
性
は
低
下
し
、
品
質
は
効
率
的
な
水
準
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よ
り
も
低
下
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
価
格
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」
の
特
徴
で
あ
り
、
フ
ァ
ス
ト
・
フ
ー
ド
、
航

空
チ
ケ
ッ
ト
な
ど
が
こ
う
し
た
市
場
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
企
業
が
価
格
で
は
な
く
、
主
と
し
て
品
質
面
で
競
争
を
行
う
市
場
も
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
市
場
で
は
、
商
品
の
価
格
水

準
が
全
般
に
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
な
る
と
価
格
水
準
の
格
差
は
目
立
ち
に
く
く
な
る
た
め
、
価
格
で
は
な
く
品
質
が
セ
イ

リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
り
や
す
い
。
消
費
者
は
品
質
に
敏
感
に
な
る
一
方
、
価
格
は
無
視
し
が
ち
に
な
る
の
で
、
企
業
は
ま
す
ま
す

品
質
を
重
視
し
て
競
争
す
る
よ
う
に
な
る
。
価
格
は
効
率
的
な
水
準
よ
り
も
割
高
に
な
り
、
業
界
全
体
が
高
収
益
を
享
受
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
品
質
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」
の
特
徴
で
あ
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
ブ
ラ
ン
ド
品
、
化

粧
品
な
ど
が
こ
う
し
た
市
場
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
度
あ
る
業
界
が
「
価
格
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
と
な
る
市
場
」
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
か
ら
抜

け
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
企
業
戦
略
に
よ
る
商
品
の
低
価
格
化
が
、
消
費
者
の
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
の
価
格
へ
の

固
定
化
を
強
化
し
、
そ
の
こ
と
が
企
業
の
価
格
競
争
を
一
層
促
す
と
の
「
悪
循
環
」
が
生
じ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
だ
が
興
味
深

い
の
は
、
こ
う
し
た
状
態
か
ら
抜
け
出
し
、
業
界
全
体
が
「
価
格
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」
か
ら
「
品
質
が
セ
イ
リ

ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」
に
転
換
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
事
例
が
散
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
脱
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
」
の
第
一
の
事
例
は
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
業
界
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
米
国
で
は
、
地
元

の
ド
リ
ッ
プ
コ
ー
ヒ
ー
店
や
フ
ァ
ス
ト
・
フ
ー
ド
店
が
低
品
質
の
コ
ー
ヒ
ー
を
低
価
格
で
提
供
し
て
い
た
。
消
費
者
は
コ
ー
ヒ
ー
の

価
格
に
し
か
関
心
を
持
た
ず
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え
ば
自
由
に
お
か
わ
り
が
可
能
と
な
る
「free refills

」
の
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
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実
質
的
に
値
下
げ
と
な
る
類
の
も
の
し
か
見
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
典
型
的
な
「
価
格
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な

る
市
場
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
・
コ
ー
ヒ
ー
や
ピ
ー
ツ
・
コ
ー
ヒ
ー
＆
テ
ィ
ー
が
台
頭
し
、
状
況
は
大

き
く
転
換
す
る
。
彼
ら
が
行
っ
た
の
は
、
快
適
な
店
舗
環
境
や
「C

a
fe

」
経
験
の
提
供
、
バ
リ
ス
タ
を
育
成
し
て
製
品
の
品
質
の
一

貫
性
を
担
保
す
る
こ
と
な
ど
、
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
の
「
品
質
」
の
大
幅
な
改
善
で
あ
っ
た
。
成
功
の
鍵
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
比
較
的
低
コ
ス
ト
で
行
わ
れ
、
価
格
が
上
昇
し
た
と
は
い
え
、
消
費
者
が
改
善
し
た
「
品
質
」
の
提
供
す
る
価
値

に
十
分
見
合
う
と
感
じ
る
程
度
の
価
格
に
抑
え
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
価
格
で
は
な
く
「
品
質
」
を
セ
イ
リ
ア
ン
ス
と
感
じ
る

消
費
者
が
増
加
し
た
た
め
、
彼
ら
は
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
市
場
で
急
速
に
市
場
シ
ェ
ア
を
拡
大
し
、
業
界
は
市
場
を
「
品
質
が
セ
イ

リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
最
近
の
日
本
の
ラ
ン
ド
セ
ル
業
界
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ン
ド
セ
ル
の
平
均
小
売
価
格
は
こ

こ
数
年
急
速
な
値
上
が
り
を
示
し
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
に
は
平
均
三
五
、〇
〇
〇
円
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
一
四
年
に
は
四

五
、〇
〇
〇
円
、
二
〇
一
五
年
に
は
五
〇
、〇
〇
〇
円
弱
ま
で
上
昇
し
て
い
る
の
で
あ

27る
。
こ
こ
で
も
背
景
に
あ
る
の
は
、「
品
質
」の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
、
比
較
的
低
コ
ス
ト
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
「
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
」
型
ラ
ン
ド
セ
ル
の
浸
透

で
あ

28る
。
ラ
ン
ド
セ
ル
本
体
の
色
、
内
装
、
素
材
を
選
択
で
き
る
「
パ
タ
ー
ン
メ
イ
ド
」
商
品
を
提
供
す
る
こ
と
で
、「
ヒ
ト
と
違
う

ラ
ン
ド
セ
ル
を
持
ち
た
い
」
と
い
う
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
。
ま
た
ラ
ン
ド
セ
ル
の
高
機
能
化
も
進
展
し
て
い
る
。
最
近
の
ラ
ン
ド
セ

ル
の
背
中
部
分
に
は
、
蒸
れ
を
防
ぐ
車
の
シ
ー
ト
に
使
用
さ
れ
る
素
材
が
使
用
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
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筆
者
は
ラ
ン
ド
セ
ル
の
こ
の
事
例
を
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
番
組
で
は
ラ
ン
ド
セ
ル
製
造
会
社
の
広
報

担
当
者
が
、
今
は
「
安
い
ラ
ン
ド
セ
ル
（
が
欲
し
い
と
い
う
の
）
で
は
な
く
、
高
い
ラ
ン
ド
セ
ル
が
、
い
か
に
値
段
に
合
っ
た
デ
ザ

イ
ン
や
機
能
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
で
、
そ
こ
を
選
ぶ
基
準
に
す
る
消
費
者
が
多
い
」
と
語
っ
て
い
た
。
こ
の
発
言
は
ラ
ン
ド
セ

ル
業
界
が
市
場
を
「
価
格
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」
か
ら
「
品
質
が
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
と
な
る
市
場
」
へ
と
転

換
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
は
、
業
界
が
「
品
質
」
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
、
消
費
者
の
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
を
価
格
か

ら
「
品
質
」
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
担
当
者
は
、

消
費
者
の
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
こ
と
を
通
じ
て
自
社
の
収
益
性
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
担
当
者
は
、
消
費
者
が
自
社
商
品
の
ど
の
特
徴
を
セ
イ
リ
ア
ン
ス

の
対
象
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
有
益
な
形
で
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
意
識
的
で
あ
る
べ
き

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
論
点
は
更
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
１
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
伝
統
的
経
済
学
で
は
、
消
費
者
が
消
費
の
選
択
を
行

う
に
当
た
り
「
選
択
集
合
」
が
明
確
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
筆
者
の
ラ
ー
メ
ン
店
で
の
経
験
が
示
す
よ
う
に
、

し
ば
し
ば
消
費
者
は
「
選
択
集
合
」
に
つ
い
て
不
完
全
な
知
識
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
明
確
な
「
選
択
集
合
」
に
関
す
る
知
識
の
代

わ
り
に
、
消
費
の
選
択
、
意
思
決
定
を
後
押
し
す
る
の
は
、
選
択
に
当
た
っ
て
消
費
者
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
（w

h
a
t co

m
es to

29

m
in
d

）」、
特
に
そ
こ
に
お
け
る
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
で
あ
る
。「
チ
ャ
ー
ハ
ン
セ
ッ
ト
」の
購
入
を
決
断
し
た
筆
者
の
心
に
浮
か
ん
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で
い
た
の
は
、「
ラ
ー
メ
ン
セ
ッ
ト
」の
写
真
に
お
け
る

セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象
で
あ
っ
た
ラ
ー
メ
ン
と
餃
子

だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
企
業
の
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
担
当
者
が
考
え
る
べ
き
は
、
自
社
製
品
を

購
入
す
る
消
費
者
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
影
響
を
与
え
る
要
素
は
何
で
あ

り
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
｜
そ

う
し
た
こ
と
を
考
え
る
の
が
彼
ら
の
役
割
の
一
つ
だ
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
図
表
５
）。

行
動
経
済
学
は
、
消
費
者
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」

が
何
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て

消
費
行
動
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
の
か
、
と

い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め
つ
つ
あ
る
。
鍵
の

一
つ
は
「
期
待
」
と
「
サ
プ
ラ
イ
ズ
」
で
あ
る
。「
期
待
」

を
形
成
す
る
「
馴
染
み
の
記
憶
」、「
サ
プ
ラ
イ
ズ
」
を

形
成
す
る
「
シ
ョ
ッ
ク
の
記
憶
」
は
、
い
ず
れ
も
消
費

(図表５) 消費者の「心に浮かぶもの」とそれに影響を与える要素

（注) 伝統的経済学では「選択集合」に関する明確な知識を基に消費選択が行
われることが想定されていた。だが実際には、消費選択を行う際の消費
者の「心に浮かぶもの」は、期待や記憶に左右される、商品に関するあ
やふやな知識である。図表５で、一部商品の特徴（価格その他）が薄い
字で表示してあるのは、消費者がその特徴についてあやふやな認識を
持っていることを示している。行動経済学は、消費者がこうした「心に
浮かぶもの」、そこにおけるセイリアンスの対象などをもとに消費選択
を行うと考える。

（出所) 筆者作成
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者
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
に
影
響
を
与
え
、
実
際
の
消
費
行
動
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
な

30る
。

馴
染
み
の
記
憶
が
消
費
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
、
二
人
の
経
済
学
者
が
調
査
し
た
次
の
事
例
が
物
語
っ
て
い

31る
。
彼
ら
は

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
に
引
っ
越
し
を
し
て
き
た
人
た
ち
が
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
ど
の
よ
う
な
ア
パ
ー
ト
を
借
り

る
か
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
。
彼
ら
が
発
見
し
た
の
は
、
所
得
や
年
齢
な
ど
を
一
定
と
し
た
場
合
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら

引
っ
越
し
を
し
て
き
た
人
た
ち
が
、
前
か
ら
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
に
比
べ
高
い
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
と
い
う
事

実
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
の
か
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
家
賃
は
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
の
三
倍
高
い
。
そ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
引
っ

越
し
を
し
て
き
た
ば
か
り
の
人
は
、
高
い
家
賃
の
記
憶
が「
心
に
浮
か
び
」、
家
賃
と
し
て
支
払
う
こ
と
の
で
き
る
金
額
が
多
め
に
な

る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
研
究
者
た
ち
の
解
釈
で
あ

32る
。
実
際
、
割
高
な
家
賃
を
支
払
う
傾
向
は
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
の
居
住

年
数
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
薄
れ
て
い
く
。
引
っ
越
し
当
初
は
「
馴
染
み
の
記
憶
」
が
消
費
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
記
憶
が
薄

れ
る
に
つ
れ
て
消
費
へ
の
影
響
も
薄
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

シ
ョ
ッ
ク
の
記
憶
が
消
費
行
動
に
影
響
を
与
え
る
事
例
と
し
て
は
、
大
き
な
災
害
が
あ
っ
た
直
後
に
、
災
害
保
険
へ
の
支
出
が
増

加
す
る
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
米
国
で
は
、
前
年
に
洪
水
が
あ
っ
た
州
で
は
、
洪
水
保
険
の
支
出
が
顕
著
に
高
ま
る
傾
向

が
み
ら
れ
る
と
の
実
証
研
究
が
あ

33る
。
ま
た
も
う
少
し
込
み
入
っ
た
事
例
と
し
て
は
、
携
帯
電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
自
動
車
リ
ー

ス
、
リ
テ
ー
ル
・
バ
ン
キ
ン
グ
な
ど
で
採
用
さ
れ
て
い
る
「
三
段
階
料
金
制
（u

sa
g
e p

la
n
s w

ith n
o
n
-lin

ea
r p
ricin

g

）」
が
あ

る
。
三
段
階
料
金
制
と
は
、
消
費
者
が
１
）
固
定
料
金
を
支
払
い
、
２
）
利
用
回
数≦

Ｎ
の
う
ち
は
追
加
料
金
な
し
で
利
用
で
き
る

が
、
３
）
利
用
回
数＞

Ｎ
と
な
っ
た
ら
、
一
回
毎
に
追
加
料
金
（o

v
era

g
e p
a
y
m
en
t

）
を
支
払
う
、
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
研
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究
者
た
ち
が
発
見
し
た
の
は
、「
三
段
階
料
金
制
」に
お
い
て
、
消
費
者
が
Ｎ
を
大
き
め
に
選
び
、
Ｎ
を
超
過
す
る
こ
と
で
発
生
す
る

追
加
料
金
の
支
払
い
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

34た
。研
究
者
た
ち
の
解
釈
は
、「
追
加
料
金
の
支
払
い
」

を
「
シ
ョ
ッ
ク
」
と
感
じ
る
消
費
者
は
、
意
思
決
定
に
お
い
て
そ
の
発
生
確
率
を
過
大
評
価
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実

際
、
過
去
に
追
加
料
金
の
支
払
い
を
経
験
し
た
消
費
者
は
、
Ｎ
を
一
段
と
大
き
め
に
選
ぶ
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
「
シ
ョ
ッ

ク
の
記
憶
（
想
起
）」
が
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
の
見
方
と
整
合
的
な
事
実
で
あ
る
。

消
費
者
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
が
、
消
費
の
意
思
決
定
、
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら

再
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
広
告
の
役
割
で
あ
る
。
伝
統
的
経
済
学
で
は
広
告
の
役
割
は
「
商
品
の
特
徴
に
関
す
る
情

報
の
提
供
」
と
さ
れ
て
き

35た
。
広
告
に
そ
う
し
た
役
割
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
広
告
の
役
割
の
全
て
で
な
い

こ
と
は
日
常
的
に
目
に
す
る
広
告
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
上
で
み
て
き

た
行
動
経
済
学
的
な
観
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
広
告
の
役
割
の
一
つ
は
、

ヒ
ト
の
期
待
や
記
憶
に
働
き
か
け
、
意
思
決
定
を
行
う
際
に
「
心
に
浮

か
ぶ
も
の
」
を
形
作
る
（fra

m
e

）
こ
と
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

36る
。

広
告
に
つ
い
て
全
面
的
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
一
つ
だ
け
例
を

挙
げ
よ
う
。
東
京
、
自
由
が
丘
発
祥
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
「T

h
e

 
G
a
rd
en

」
の
ポ
ス
タ
ー
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
高
質
食
品
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
」
と
あ
る
（
図
表
６
）。
消
費
者
の
セ
イ
リ
ア
ン
ス
の
対
象

（出所) 筆者撮影

(図表６)「The Garden」西武池
袋店のポスター
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を
価
格
で
は
な
く
、
品
質
と
す
る
狙
い
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
だ
。「T

h
e G

a
rd
en

」
に
足
を
運
ぶ
主
婦
は
「
質
の
高
い
食
品
」
と

い
う
「
フ
レ
ー
ム
」
を
「
心
に
思
い
浮
か
べ
」
つ
つ
、
毎
日
気
持
ち
よ
く
消
費
活
動
を
行
う
の
で
あ
る
。

４．

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
最
前
線
と
行
動
経
済
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア：

感
情
と
経
験

伝
統
的
経
済
学
に
比
べ
、
行
動
経
済
学
は
現
実
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
を
説
明
す
る
能
力
に
お
い
て
大
き
な
進
展
を
示
し
て
き

た
。
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
で
十
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
筆
者
な
り
に
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
の
最
前
線
で
重
視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
要
素
を
観
察
、
分
析
し
た
結
果
を
披
露
し
て
み
た

37い
。

ま
ず
、
ア
マ
ゾ
ン
・
ド
ッ
ト
・
コ
ム
の
二
〇
一
〇
年
の
ア
ニ
ュ
ア
ル
・
レ
ポ
ー
ト
に
お
け
る
、
次
の
記
載
を
み
よ
う
。

物
販
の
売
り
上
げ
を
伸
ば
す
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
け
る
顧
客
の
体
験
（cu

sto
m
er ex

p
erien

ce

）
を
改
善

す
る
こ
と
に
注
力
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
安
い
価
格
で
提
供
し
、
品
切
れ
を
な
く
し
、
い
つ
で
も
よ
り
早
く
配
達
し
、
品
揃
え

を
増
や
し
、
商
品
と
サ
ー
ビ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
を
増
や
し
、
商
品
情
報
を
よ
り
多
く
記
載
し
、
使
い
や
す
く
、
信
頼
で
き
る
よ
う
に
し

て
、
顧
客
の
信
頼
を
得
る
の
で

38す
。

こ
こ
で
は
「
物
販
の
売
り
上
げ
を
伸
ば
す
」、
つ
ま
り
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
戦
略
的
施
策
と
し
て
、

同
社
が
「
顧
客
の
体
験
を
改
善
す
る
こ
と
に
注
力
」
す
る
と
の
宣
言
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。「
安
い
価
格
で
提
供
」
す
る
と
い
う
の
は
、
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そ
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、「
品
切
れ
」
や
「
配
達
」
と
い
っ
た
、
顧
客
が
ア
マ
ゾ
ン
・
ド
ッ
ト
・
コ
ム
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
際

の
「
体
験
」
の
全
て
を
改
善
す
る
こ
と
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
上
重
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
戦
略
と
し
て
、
顧
客
の
体
験
、
経
験
を
改
善
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
同
社
の
認
識
は
、
前
章
で
論
じ

た
行
動
経
済
学
的
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
章
で
は
、
消
費
者
の
消
費
選
択
を
動
か
す
の
は
、
そ
の
際
に

消
費
者
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
で
あ
り
、
マ
ー
ケ
ッ
タ
ー
は
こ
の
点
に
影
響
を
与
え
る
方
途
を
考
え
る
べ
き
、
と
し
た
。
消
費
者

が
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
た
際
の
体
験
、
経
験
は
、
記
憶
を
通
じ
て
消
費
選
択
の
際
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
だ
ろ
う
。「
顧
客
の
体
験
を
改
善
す
る
こ
と
」が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
戦
略
的
施
策
と
な
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
記
憶
を
通
じ
て
、
消
費
選
択
の
際
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
体
験
、
経
験
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か
。
記
憶
を
司
る
脳
の
部
位
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
大
脳
辺
縁
系
の
一
部
、
海
馬
や
扁
桃
体
で
あ
る
。
第
２
章
で「
損

失
回
避
」
を
論
じ
た
際
に
も
触
れ
た
が
、
扁
桃
体
は
情
動
反
応
の
処
理
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
部
位
で
あ
る
。
感
情
と
記

憶
と
が
密
接
に
関
連
を
持
つ
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ザ
ッ
ポ
ス
・
ド
ッ
ト
・
コ
ム
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
あ
る
ト
ニ
ー
・
シ
ェ
イ
氏
は
こ
の

点
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
客
さ
ん
は
、「
何
を
し
て
く
れ
た
か
」
は
覚
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、「
ど
ん
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
た
か
」
は

決
し
て
忘
れ
な

39い
。
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ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
最
前
線
で
は
こ
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
は
既
に
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年

の
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
ジ
ョ
ン
・
フ
レ
ミ
ン
グ
ら
は
次
の

よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。「
顧
客
満
足
度
」
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
い
顧
客
が
「
満
足
」
と
答
え
る
と
そ
こ
で
満
足
し
て
し
ま
う

経
営
者
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
理
解
は
間
違
い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
顧
客
満
足
度
調
査
で
「
満
足
」
と

回
答
す
る
顧
客
に
は
「
感
情
的
に
も
満
足
を
感
じ
て
い
る
顧
客
」
と
「
そ
う
で
な
い
顧
客
」
と
が
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
両
者
は
リ

ピ
ー
ト
率
、
つ
ま
り
再
び
顧
客
と
な
る
か
そ
う
で
な
い
か
の
度
合
に
お
い
て
大
き
な
格
差
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
両
者
の
自
社
収

益
へ
の
貢
献
度
は
全
く
異
な
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
、

40と
。

か
く
し
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
最
前
線
で
は
、
顧
客
の
体
験
、
経
験
（
及
び
そ
の
記
憶
）
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
感
情
の
要
素
に

目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
は
こ
の
点
を
明
確
に
意
識
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
は
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
カ
フ
ェ
が
、
職
場
や
家
庭
に
次
ぐ「
第
三
の
場
所
」｜
そ
こ
で
友
人
と
、
あ
る
い
は
一

人
で
過
ご
す
こ
と
が
快
適
だ
と
人
々
が
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
｜
で
あ
る
と
の
印
象
を
顧
客
に
与
え
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う

こ
と
を
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
戦
略
と
す

41る
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
最
前
線
の
現
場
で
起
き
て
い
る
こ
う
し
た
展
開
は
、
今
後
行
動
経
済
学
が
研
究
を
進
め
て
い
く
べ
き
領
域
に
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示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
感
情
が
ヒ
ト
の
体
験
、
経
験
に
与
え
る

影
響
で
あ
り
、そ
の
経
験
が
記
憶
を
通
し
て
消
費
の
意
思
決
定
の
際
の「
心

に
浮
か
ぶ
も
の
」
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
そ
し
て
実
際
の
消
費

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
図
表
７
）。

カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
先
駆
的
な
研
究
は
、
人
間
の
経
済
的
な
意
思
決
定
に

お
い
て
「
シ
ス
テ
ム
２
」
の
み
な
ら
ず
、「
シ
ス
テ
ム
１
」
が
強
く
関
わ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
研
究
と
併
せ
、
次
世
代
の
研
究
者

た
ち
は
、「
シ
ス
テ
ム
１
」
が
消
費
者
の
消
費
選
択
の
際
の
「
心
に
浮
か
ぶ

も
の
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
、
セ
イ
リ
ア
ン
ス
や
記
憶
な

ど
を
手
掛
か
り
に
し
て
探
究
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
更
に
研
究
が
進
め
ら

れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
セ
イ
リ
ア
ン
ス
や
記
憶
に
強
い
影
響
を
与

え
る
感
情
的
な
要
因
で
あ
る
。
店
舗
の
雰
囲
気
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
な
ど
と
い
っ
た

要
素
は
当
然
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ

42う
。
広
告
や
ブ
ラ
ン
ド
に

お
け
る
言
葉
の
用
法
な
ど
も
、
感
情
へ
の
影
響
の
観
点
か
ら
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(図表７) 感情、経験、「心に浮かぶもの」と意思決定

（出所) 筆者作成
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５．

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
行
動
経
済
学
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
可
能
か
？

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
行
動
経
済
学
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
現
場
の
実
践
を
参
照
し
、
そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
る
形
で
理
論
を

修
正
し
、
更
な
る
理
論
の
発
展
を
試
み
て
き
た
。
今
後
も
そ
う
し
た
流
れ
は
継
続
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

筆
者
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
行
動
経
済
学
の
展
開
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
現
場
に
対
し
て
も
そ
れ
な
り
に
有
益
な
示
唆
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
理
論
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
示
唆
を
与

え
る
「
知
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
触
れ
得
た
が
、
セ
イ
リ
ア
ン
ス
理
論
や
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
の
理
論
に
つ
い

て
も
、
今
後
同
様
な
展
開
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
自
社
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
、
何
を
セ
イ
リ
ア
ン
ト

な
特
徴
と
し
て
訴
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
消
費
者
が
消
費
選
択
を
す
る
際
に
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
に
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｜
そ
う
し
た
テ
ー
マ
で
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
を
す
る
、
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
何
ら
か
の
有

益
な
発
見
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
や
企
業
研
修
な
ど
を
通
じ
、
そ
う
し
た
教
育

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

従
っ
て
、
行
動
経
済
学
の
研
究
者
と
し
て
筆
者
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
既
に
成
功
し
て
い
る
と
の
認

識
を
持
っ
て
い
る
。今
後
こ
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
一
層
深
め
る
と
い
う
見
地
か
ら
、行
動
経
済
学
の
研
究
者
と
し
て
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
の
研
究
者
に
対
し
て
期
待
し
た
い
の
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
現
場
の
知
を
鋭
く
切
り
出
し
、
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る

こ
と
で
あ

43る
。
我
々
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
参
照
し
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
現
場
に
も
届
く
、
よ
り
示
唆
に
富
む
、
深
く
味

わ
い
の
あ
る
理
論
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
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注１

例
え
ば
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
は
一
九
九
七
年
に
ア
ン
ド
レ
イ
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
教
授
が
大
学
院
生
を
対
象
に
初
め
て
「
行
動
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
」
の

講
座
を
開
講
し
、
そ
の
数
年
後
に
は
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
教
授
が
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
レ
イ
プ
ソ
ン
教
授
と
と
も
に
、
学
部
生
向
け
の
「
行
動
経
済
学
」
講
座

を
開
講
し
た
。
余
談
だ
が
、
日
本
で
よ
く
売
れ
た
『
行
動
経
済
学
入
門
』（
多
田
二
〇
〇
三
）
と
い
う
本
は
、
後
者
の
講
義
と
構
成
、
内
容
の
両
面
に
お

い
て
大
変
似
通
っ
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
同
書
を
見
た
時
に
筆
者
は
か
な
り
驚
か
さ
れ
た
。
わ
が
国
で
は
、
米
国
人
教
授
の
講
義
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

翻
訳
し
て
自
分
の
著
書
と
称
す
る
こ
と
は
問
題
行
為
と
見
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

２

本
稿
で
「
伝
統
的
経
済
学
」
と
総
称
し
て
い
る
の
は
、
伝
統
的
な
新
古
典
派
経
済
学
の
こ
と
で
あ
る
。

３

伝
統
的
経
済
学
で
は
、
人
々
が
買
い
物
を
す
る
際
に
自
ら
の
効
用
を
最
大
に
し
よ
う
と
す
る
と
想
定
す
る
が
、
そ
う
し
た
理
論
を
展
開
す
る
学
者
が

そ
う
し
た
想
定
を
、
現
実
的
に
妥
当
性
の
あ
る
描
写
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
こ
の
点
を
擁
護
し
、
重
要
な
の

は
理
論
が
正
し
い
予
測
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
理
論
の
予
測
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
の
前
提
の
現
実
的
妥
当
性
を
問
う
必
要
は
な
い
と
述
べ
た（F

ried
-

m
a
n
 
1953,

1966

）。
こ
う
し
た
考
え
方
、
つ
ま
り
経
済
理
論
に
お
け
る
人
間
行
動
に
関
す
る
想
定
を
単
な
る
道
具
と
み
な
し
、
そ
の
内
実
を
問
わ
な

い
あ
り
方
を
「
道
具
主
義
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
伝
統
的
経
済
学
の
大
き
な
問
題
点
の
一
つ
で
あ
る
。
行
動
経
済
学
は
伝
統
的
経
済
学
の
理
論
的
予
測

の
誤
り
や
不
十
分
な
点
に
注
目
し
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
人
間
の
意
思
決
定
や
行
動
に
関
す
る
想
定
の
誤
り
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
先
は
個

人
に
よ
る
温
度
差
が
あ
る
が
、
多
く
の
行
動
経
済
学
者
は
、
理
論
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
人
間
の
意
思
決
定
に
お
け
る
心
理
過
程
の
実
相
を
「
正
し
く
」

反
映
さ
せ
る
こ
と
を
重
要
と
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

４

以
降
、「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
的
な
想
定
か
ら
乖
離
し
た
行
動
を
と
る
現
実
の
人
間
を
指
す
呼
称
と
し
て
「
ヒ
ト
」
を
用
い
る
。

５

行
動
経
済
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
イ
ラ
ー
は
、
伝
統
的
経
済
学
に
お
け
る
消
費
者
理
論
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
へ
の
応
用

能
力
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
理
由
の
一
つ
は
、
経
済
学
の
モ
デ
ル
が
、
製
品
の
価
格
と
品

質
以
外
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
上
重
要
に
な
る
変
数
を
全
く
織
り
込
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
う
し
た
変
数
の
多
く
はT

v
ers-

k
y a

n
d K

a
h
n
em
a
n
(1981)

が
言
う
と
こ
ろ
の
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
人
々
の
消
費
選
択
は
、
問
題
そ
の
も
の
よ
り
も
、
問

題
の
提
示
の
さ
れ
方
に
影
響
を
受
け
る
の
だ
。
し
か
し
伝
統
的
経
済
学
の
理
論
で
は
、
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
が
人
々
の
意
思
決
定
や
行
動
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
な
い
（T

h
a
ler 2008,

p
.16

）。」
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６

「
シ
ス
テ
ム
１
」、「
シ
ス
テ
ム
２
」
と
い
う
区
分
はS

ta
n
o
v
ich a

n
d W

est
(2000)

が
最
初
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
カ
ー
ネ
マ
ン

が
こ
の
暗
喩
を
使
用
し
た
こ
と
で
人
口
に
膾
炙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

７

カ
ー
ネ
マ
ン
ら
の
業
績
は
、「
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
と
バ
イ
ア
ス
」と
呼
ば
れ
る
、
ヒ
ト
の
確
率
、
統
計
的
、
数
量
的
な
判
断
の
バ
イ
ア
ス
に
関
わ

る
も
の
と
、「
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
不
確
実
性
の
下
で
の
意
思
決
定
に
関
わ
る
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
前
者
か
ら
「
ア
ン
カ

リ
ン
グ
」、
後
者
か
ら
「
損
失
回
避
」、「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
」、「
確
率
加
重
関
数
」
を
紹
介
す
る
。

８

T
v
ersk

y a
n
d K

a
h
n
em
a
n
(1974).

９

N
o
rth
cra

ft a
n
d N

ea
le
(1987).

10

W
a
n
sin
k et a

l.
(1998).

11

K
a
h
n
em
a
n a

n
d T

v
ersk

y
(1979).

12

D
e M

a
rtin

o et a
l.
(2010).

13

T
v
ersk

y a
n
d K

a
h
n
em
a
n
(1981).

14

T
h
a
ler

(1980).

15

但
し
こ
の
問
題
は
近
年
再
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。K

n
etch

(1989)

の
有
名
な
実
験
以
降
、
人
々
は
一
度
保
有
し
た
も
の
を
手
放
し
た
く
な
い
傾

向
が
あ
り
、
そ
の
性
向
は
「
損
失
回
避
」
に
由
来
す
る
と
い
う
の
が
学
会
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
実
験
に
よ
れ
ば
、「
一
度
保

有
し
た
も
の
を
手
放
し
た
く
な
い
」
の
は
マ
グ
カ
ッ
プ
の
よ
う
な
グ
ッ
ズ
の
場
合
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
一
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
と
い
っ
た
バ
ッ
ズ
の
場
合

に
は
、「
一
度
保
有
し
た
も
の
を
な
る
べ
く
早
く
手
放
し
た
い
」
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
（B

ren
n
er et a

l.
2007

）。
ま
た

一
度
保
有
し
た
も
の
を
手
放
す
際
の
提
示
価
格
が
、
情
報
と
し
て
与
え
ら
れ
る
市
場
価
格
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
と
の
実
験
結
果
も
あ
る（W

ea
v
er a

n
d

 
F
red

erick 2012

）。
こ
う
し
た
実
証
的
事
実
を
踏
ま
え
、B

o
rd
a
lo et a

l.(2012)

は
、「
一
度
保
有
し
た
も
の
」
な
ら
ば
「
手
放
し
た
く
な
く
な
る
」

と
い
う
「
損
失
回
避
」
に
よ
る
説
明
は
不
十
分
で
あ
り
、
ヒ
ト
は
「
保
有
し
た
も
の
」
に
つ
い
て
、
そ
の
セ
イ
リ
ア
ン
ト
な
特
徴
に
注
目
し
、
そ
の
特

徴
に
つ
い
て
の
情
報
を
過
大
評
価
す
る
よ
う
に
な
る
と
の
考
え
方
を
提
示
し
て
い
る
。

16

K
a
h
n
em
a
n a

n
d T

v
ersk

y
(1979),

T
v
ersk

y a
n
d K

a
h
n
em
a
n
(1992).

17

S
h
leifer

(2012),
p
.8.
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18

T
a
y
lo
r a
n
d T

h
o
m
p
so
n
(1982).

19
M
ilo
sa
v
ljev

ic et a
l.
(2012).

20

ウ
ェ
ブ
広
告
の
開
発
・
制
作
担
当
者
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
広
告
上
の
ク
リ
ッ
ク
数
を
集
計
す
る
こ
と
で
広
告
を
視
た
人
の
視
線
を
分
析
し
、
そ
の
結
果

を
参
照
し
な
が
ら
広
告
を
制
作
し
て
い
る
と
い
う
（
株
式
会
社
ギ
ャ
プ
ラ
イ
ズ：

ワ
シ
づ
か
みW

eb

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
武
内
俊
介
氏
の
示
唆
に
よ

る
。
記
し
て
氏
に
感
謝
し
た
い
）。

21

以
下
の
議
論
はB

o
rd
a
lo et a

l.
(2013)

に
よ
る
。

22

W
ik
ip
ed
ia

「
シ
ラ
ー
」
の
項
に
よ
る
。

23

選
択
肢
に
数
字
が
加
わ
っ
た
瞬
間
、
あ
な
た
の
視
線
は
数
字
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

W
eb

広
告
で
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
手
法
の
よ
う
で
あ
る
（
武
内
俊
介
氏
の
示
唆
に
よ
る
）。

24

セ
イ
リ
ア
ン
ス
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
社
が
自
社
の
ブ
ロ
ー
シ
ャ
ー
に
使
用
し
て
い
る
下
の
画
像
は
、

ヒ
ト
が
「
与
え
ら
れ
た
財
集
合
の
中
の
平
均
的
な
財
（
参
照
財
）
と
比
べ
て
最
も
大
き
く
乖
離
し
て
い

る
セ
イ
リ
ア
ン
ト
な
特
徴
に
注
目
す
る
」
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
即
座
に
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。

25

一
九
八
八
年
の
調
査
で
は
、
デ
パ
ー
ト
の
売
り
上
げ
数
量
の
六
〇
％
が
バ
ー
ゲ
ン
に
お
け
る
も
の
で

あ
っ
た
（O

rtm
ey
er et a

l.
1991

）。

26

以
下
はB

o
rd
a
lo et a

l.
(2015a

)

に
よ
る
。
但
し
ラ
ン
ド
セ
ル
業
界
の
事
例
は
筆
者
に
よ
る
。

27

テ
レ
ビ
東
京
「
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
テ
ラ
イ
ト
」
二
〇
一
五
年
八
月
一
二
日
放
送
に
よ
る
。
原
デ
ー
タ
は

船
井
総
合
研
究
所
調
べ
。

28

「
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
」
型
商
品
と
す
る
こ
と
は
も
う
一
つ
の
重
要
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
ラ
ン
ド

セ
ル
の
受
注
時
期
を
従
来
に
比
べ
大
き
く
前
倒
し
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
お
盆
シ
ー
ズ
ン

が
ラ
ン
ド
セ
ル
商
戦
の
ピ
ー
ク
に
な
っ
た
こ
と
で
、
両
親
に
比
べ
相
対
的
に
懐
具
合
に
余
裕
の
あ
る
祖

父
母
が
、
帰
省
し
た
孫
の
ラ
ン
ド
セ
ル
の
購
入
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
る
パ
タ
ー
ン
が
増
加
し
た
の
で
あ

る
。

（出所) http://www.salience.ae/
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29

こ
の
表
現
はG

en
n
a
io
li a

n
d S

h
leifer

(2010)

に
よ
る
。

30
B
o
rd
a
lo et a

l.
(2015b

).
31

S
im
o
n
so
h
n a

n
d L

o
w
en
stein

(2006).

32

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
に
引
っ
越
し
を
し
て
き
た
ば
か
り
の
ヒ
ト
が
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
の
ア
パ
ー
ト
を
選
択
す
る
際
に
、
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
の
ア
パ
ー
ト
が
参
照
財
の
価
格
形
成
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ア
パ
ー
ト
を
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
非
合
理
な
こ
と
で
あ
る
。

33

B
ro
w
n
e a

n
d H

o
y
t
(2000).

日
本
で
も
東
日
本
大
震
災
の
直
後
に
火
災
保
険
の
売
上
高
が
急
増
し
た
。

34

G
ru
b
b
(2009)

は
携
帯
電
話
に
つ
い
て
、A

ter a
n
d L

a
n
d
sm
a
n
(2013)

は
リ
テ
ー
ル
・
バ
ン
キ
ン
グ
に
つ
い
て
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ

る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

35

S
tig
ler

(1987)

は
広
告
を
「
商
品
の
利
用
可
能
性
や
品
質
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
」
と
定
義
し
て
い
る
（p

.243

）。

36

M
u
lla
in
a
th
a
n et a

l.(2008)
は
、
広
告
の
役
割
を
、
消
費
者
の
「
粗
い
思
考
（co

a
rse th

in
k
in
g

）」
に
働
き
か
け
て
、
商
品
に
関
す
る
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
連
想
を
さ
せ
た
り
、
商
品
に
関
す
る
理
解
の
フ
レ
ー
ム
を
形
成
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、G

en
n
a
io
li a

n
d S

h
leifer

(2010)

は
、
ヒ
ト
の
「
心
に
浮
か
ぶ
も
の
」
が
そ
の
意
思
決
定
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
論
じ
て
い
る
。

37

こ
の
論
点
及
び
以
下
の
例
示
の
い
く
つ
か
は
、
日
本
ロ
レ
ア
ル
株
式
会
社
経
営
戦
略
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
開
発
本
部
の
嶋
倉
順
子
氏
と
の
議
論
を
通

じ
て
得
ら
れ
た
示
唆
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
記
し
て
氏
に
感
謝
す
る
。

38

A
M
Z
N
 
10-K

,
filed Ja

n 29,
2010.

翻
訳
は
筆
者
。

39

石
塚
（
二
〇
一
〇
）。

40

F
lem

in
g et a

l.
(2005).

41

h
ttp
: //w

w
w
.slid

esh
a
re.n

et /p
erk

sin
ce10 /m

issio
n
-stra

teg
y
-a
n
d
-eth

ics-a
t-sta

rb
u
ck
s-v
2

42

音
楽
に
つ
い
て
は
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
保
原
伸
弘
氏
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

43

幸
い
な
こ
と
に
、
名
古
屋
商
科
大
学
大
学
院
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
教
員
を
務
め
る
筆
者
の
場
合
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
現
場
に
い
る
受
講
生
及
び

卒
業
生
が
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
。
本
稿
の
作
成
に
当
た
っ
て
も
、
彼
ら
と
の
議
論
か
ら
得
た
も
の
が
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
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記
し
て
感
謝
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。
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講演３

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
あ
る
い
は
行
動
経
済
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
音
楽
心
理
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

｜
音
楽
心
理
学
の
最
新
の
成
果
が
い
か
に
行
動
経
済
学
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
生
か
さ
れ
る
か
。

東
京
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学
部
社
会
福
祉
学
科
経
営
福
祉
専
攻
・
専
任
講
師

保

原

伸

弘

は
じ
め
に

今
日
、
商
業
施
設
に
お
い
て
背
景
音
楽
（
Ｂ
Ｇ
Ｍ
）
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
音
楽
と
い
う
も
の
に
対
す
る
印
象
も
あ
る
の

か
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
背
景
音
楽
（
Ｂ
Ｇ
Ｍ
）
は
、
場
当
た
り
的
な
直
観
に
頼
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
、
最
近
の
音
楽
心
理
学
の
分
野
か
ら
は
そ
の
選
択
に
様
々
な
ロ
ジ
ッ
ク
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
はM

iell et
 

a
l.

に
よ
る
「M

u
sica

l C
o
m
m
u
n
ica
tio
n

」「
音
楽
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
本
を
参
考
に
し
て
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
商
業
施
設
に
お
け
る
背
景
音
楽
（
Ｂ
Ｇ
Ｍ
）
の
利
用
例
を
参
考
に
し
て
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
音
楽
の
選
択
を

裏
付
け
る
音
楽
心
理
学
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
考
え
て
い
き
た
い
。
経
済
学
や
経
営
学
、
特
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
携
わ
っ
て
い
る
研
究
者

に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
背
景
音
楽
（
Ｂ
Ｇ
Ｍ
）
に
関
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
は
自
明
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
行
動
経
済
学
は

学
問
的
進
展
の
中
で
、
伝
統
的
な
経
済
学
の
概
念
で
あ
る
合
理
的
な
行
動
を
「
ヒ
ト
は
感
情
の
生
き
物
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら

修
正
を
は
か
る
こ
と
に
よ
り
色
々
見
え
て
き
た
も
の
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
視
点
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
背
景
音
楽
（
Ｂ
Ｇ
Ｍ
）
を

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
一
戦
略
と
し
て
認
識
が
新
た
に
な
る
と
考
え
る
。

58



音
楽
と
消
費
行
動
の
敏
捷
性

ま
ず
、
音
楽
に
は
消
費
行
動
の
敏
捷
性
を
促
す
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

M
illia

n
(1986)

は
あ
る
中
規
模
レ
ス
ト
ラ
ン
を
利
用
し
て
、
店
内
に
か
か
る
音
楽
の
テ
ン
ポ
と
顧
客
の
消
費
行
動
の
敏
捷
性
の
関

係
を
調
べ
た
。
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
「
平
均
よ
り
上
の
価
格
」
で
料
理
を
提
供
す
る
、
中
年
世
代
の
上
位
中
産
階
級
の
常
連
客
に
気

に
入
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
夕
食
を
取
る
た
め
に
訪
れ
た
人
が
席
に
つ
く
ま
で
、
混
雑
の
た
め
、
一
時
間
も
待
た
さ
れ
る
現
状
が

あ
っ
た
。
そ
の
対
策
が
待
た
れ
た
。M

illia
n

（1986

）
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
八
週
の
う
ち
四
週
の
金
曜
と
土
曜
に
遅
い
テ
ン
ポ
の
音

楽
を
流
し
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
訪
れ
る
一
三
九
二
の
消
費
グ
ル
ー
プ
の
行
動
を
観
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
食
事
に
か
け
る
費
用
自
体
は

音
楽
に
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
①
遅
い
テ
ン
ポ
（S

lo
w

）
を
聴
い
た
消
費
者
と
速
い
テ
ン
ポ
（fa

st

）
を
聴
い
た
消
費

者
と
で
は
食
事
に
か
か
る
時
間
が
異
な
り
（S

lo
w

は
平
均
五
六
分
、fa

st

は
平
均
四
五
分
）、
②
酒
場
で
食
事
に
か
け
る
時
間
に
差

が
あ
る
分
、
費
い
や
さ
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
金
額
も
異
な
っ
た（S

lo
w

は
平
均
二
一

六
二
ド
ル
、fa

st

は
平
均
三
〇

四
七
ド
ル
）。

ま
た
、
③
顧
客
一
グ
ル
ー
プ
あ
た
り
の
粗
利
益
マ
ー
ジ
ン
も
異
な
っ
た
（slo

w

は
平
均
五
五

八
二
ド
ル
、fa

st

は
平
均
四
八

六
二

ド
ル
）。

レ
ス
ト
ラ
ン
内
に
遅
い
テ
ン
ポ
の
音
楽
を
流
し
た
方
が
、食
事
を
ゆ
っ
く
り
行
い
、結
果
と
し
て
多
く
の
酒
を
買
う
か
ら
一
グ
ル
ー

プ
当
た
り
の
顧
客
か
ら
多
く
の
利
益
が
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
客
が
少
な
い
と
き
は
遅
め
の
テ
ン
ポ
の
音
楽
を
か
け
、

で
き
る
だ
け
客
を
引
き
留
め
、
酒
代
を
通
じ
て
金
を
落
と
さ
せ
る
。
客
が
多
く
混
雑
し
て
い
る
と
き
は
、
速
い
テ
ン
ポ
の
音
楽
を
か

け
、
客
は
け
を
良
く
す
る
、
と
い
う
戦
略
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
音
楽
の
テ
ン
ポ
と
消
費
者
の
敏
捷
性
に
関
わ
る
実

59



験
に
つ
い
て
は
、
他
の
例
と
し
て
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
の
テ
ン
ポ
に
よ
る
支
出
の
差
を
示
し
たM

illia
n

（1982

）
や
背
景
音

楽
の
テ
ン
ポ
と
缶
入
り
ソ
ー
ダ
の
飲
む
速
度
の
関
係
を
示
し
たM

cE
lrea a

n
d S

ta
in
b
erg

（1992

）
や
背
景
音
楽
の
テ
ン
ポ
カ
フ
ェ

テ
リ
ア
の
顧
客
の
嚙
む
速
度
の
関
係
を
示
し
たR

o
b
a
lley et a

l.

（1985

）
な
ど
が
あ
る
が
、
心
理
学
の
立
場
か
ら
はS

m
ith a

n
d

 
C
u
rn
o
w

（1996
）
が
音
楽
の
音
量
と
顧
客
の
行
動
の
関
係
を
説
明
す
る
の
に
使
っ
た
、「
覚
醒
効
果
」
と
い
う
考
え
方
で
説
明
さ
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
音
量
の
大
き
な
音
楽
は
聴
覚
神
経
シ
ス
テ
ム
の
覚
醒
を
顧
客
に
促
し
、
素
早
く
行
動
（
購
買
活
動
等
）
さ
せ
る
、

と
し
た
。
こ
れ
が
テ
ン
ポ
の
場
合
に
も
応
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

音
楽
的
適
合
性
と
傾
倒

次
に
、
音
楽
は
聞
き
手
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
音
楽
を
使
っ
て
消
費

者
に
あ
る
種
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
、
購
買
意
欲
を

き
立
て
る
と
い
う
戦
略
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
音
楽
的
適
合
性
と
呼
ば

れ
る
が
、
こ
の
効
果
をN
o
rth et a

l.

（1999a

）
は
ワ
イ
ン
売
り
場
を
利
用
し
て
実
験
し
た
。
す
な
わ
ち
、
甘
さ
や
価
格
の
程
度
は

お
互
い
似
通
っ
て
い
る
、
フ
ラ
ン
ス
製
と
ド
イ
ツ
製
の
二
種
類
の
ワ
イ
ン
を
別
々
の
棚
に
用
意
し
、
二
週
間
の
間
、
ド
イ
ツ
音
楽（
ド

イ
ツ
風
の
パ
ブ
の
歌
あ
る
い
は
ウ
イ
ン
ナ
・
ワ
ル
ツ
）
と
フ
ラ
ン
ス
音
楽
（
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
で
奏
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
国
歌
あ
る
い

は
シ
ャ
ン
ソ
ン
）
を
一
日
お
き
に
流
し
、
そ
の
売
れ
行
き
を
調
べ
た
。
す
る
と
フ
ラ
ン
ス
音
楽
を
流
し
た
と
き
は
フ
ラ
ン
ス
製
の
ワ

イ
ン
（
二
対
一
で
ド
イ
ツ
製
の
ワ
イ
ン
を
上
回
っ
た
）
の
売
れ
行
き
が
伸
び
、
ド
イ
ツ
音
楽
を
流
し
た
と
き
は
ド
イ
ツ
製
の
ワ
イ
ン

（
五
対
一
で
フ
ラ
ン
ス
製
の
ワ
イ
ン
を
上
回
っ
た
）の
売
れ
行
き
が
伸
び
た
。
フ
ラ
ン
ス
音
楽
を
流
し
た
場
合
は
そ
れ
が
作
り
出
す
イ
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メ
ー
ジ
と
適
合
し
た
フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
が
多
く
消
費
さ
れ
、
ド
イ
ツ
音
楽
を
流
し
た
場
合
は
そ
れ
が
作
り
出
す
イ
メ
ー
ジ
と
適
合
し

た
ド
イ
ツ
ワ
イ
ン
が
多
く
消
費
さ
れ
る
、と
い
っ
た
よ
う
に
音
楽
的
適
合
に
よ
り
消
費
者
の
購
買
意
欲
が
刺
激
さ
れ
た
と
の
で
あ
る
。

他
の
音
楽
的
適
合
性
の
例
と
し
て
、A

ren
i a
n
d K

im

（1993

）
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
背
景
に
し
た
場
合
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
ト
ッ

プ
四
〇
を
背
景
に
し
た
場
合
と
で
、
酒
蔵
で
売
ら
れ
る
ワ
イ
ン
の
質
の
差（
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
場
合
は
二

一
八
ド
ル
相
当
の
ワ
イ

ン
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
場
合
は
七

四
三
ド
ル
相
当
の
ワ
イ
ン
）し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
洗
練
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ

る
こ
と
で
高
級
な
ワ
イ
ン
の
需
要
を
喚
起
し
た
。
ま
た
、N

o
rth a

n
d H

a
rg
rea

v
es

（1998

）
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
（p

o
p

）
と
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
（cla

ssic

）
お
よ
び
イ
ー
ジ
ー
リ
ス
ニ
ン
グ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
（ea

sy

）
の
音
楽
を
大
学
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
で
流
し

て
、
そ
の
印
象
と
一
四
種
類
に
及
ぶ
料
理
の
リ
ス
ト
の
注
文
ぐ
あ
い
を
無
音
の
対
照
実
験
と
と
も
に
調
べ
、
音
楽
に
よ
り
カ
フ
ェ
テ

リ
ア
の
印
象
の
差
（p

o
p

で
は
、「
陽
気
で
」「
軽
快
な
」
が
、cla

ssic

で
は
、「
洗
練
さ
れ
た
」「
高
級
な
」
が
、
ま
たea

sy

で
は
、

「
大
衆
向
け
」「
チ
ー
プ
な
」
が
多
く
、
無
音
で
は
こ
れ
ら
が
混
合
し
た
感
情
を
生
む
）
お
よ
び
注
文
す
る
料
理
の
質
（
無
音
で
は
平

均
一
四

三
〇
ド
ル
、ea
sy

で
は
一
四

一
五
ド
ル
、po

p

で
は
平
均
一
六

六
一
ド
ル
、cla

ssic

で
は
平
均
一
七

二
三
ド
ル
支
出
さ

れ
た
）
が
生
じ
る
こ
と
を
示
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
音
楽
的
適
合
性
だ
け
で
消
費
者
に
必
ず
購
買
欲
を
促
せ
る
か
と
い
う
と
疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
音
楽

を
か
け
さ
え
す
れ
ば
顧
客
が
独
製
の
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
よ
り
仏
製
の
ル
ノ
ー
を
買
う
よ
う
に
な
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。O

’C
a
ss

（2000

）
は
顧
客
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
対
象
ど
の
程
度
重
要
と
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
傾
倒
（in

v
o
lv
em
en
t

）

と
定
義
し
た
。
こ
こ
で
、
傾
倒
の
高
い
場
合
と
低
い
場
合
と
で
は
、
音
楽
が
作
り
出
す
雰
囲
気
が
顧
客
の
購
買
意
欲
の
駆
り
立
て
に
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及
ぼ
す
影
響
は
違
っ
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
。
傾
倒
が
高
い
場
合
は
そ
の
効
果
は
低
い
と
予
想
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
傾
倒
が
高
い
も
の
に
は
音
楽
的
適
合
を
利
用
し
た
購
買
意
欲
の
喚
起
は
無
力
で
、
傾
倒
が
低
い
場
合
に
こ
そ
音
楽
的

適
合
を
利
用
し
た
購
買
意
欲
の
喚
起
は
有
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

音
楽
と
時
間
感
覚

次
に
音
楽
に
は
順
番
や
電
話
の
通
話
を
待
っ
て
い
る
際
の
時
間
感
覚
に
影
響
を
与
え
る
効
果
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
。

順
番
待
ち
の
行
列
や
電
話
で
の
通
話
待
ち
に
お
い
て
よ
く
流
さ
れ
る
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。

N
o
rth et a

l.

（1996

）は
音
楽
に
電
話
を
途
中
で
切
っ
て
し
ま
う
の
を
抑
え
る
効
果
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。P

a
lm
q
u
ist

（1990

）

は
音
楽
に
二
五
秒
間
と
い
う
時
間
の
評
価
に
無
音
に
比
べ
て
に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
を
示
し
た
。
中
で
も
、K

ella
ris a

n
d M

a
n
tel

（1994

）は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
顧
客
の
好
き
な
音
楽
の
方
が
時
間
の
経
過
を
速
く
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
通
説
に
反
し
て
、
顧
客
に

時
間
の
経
過
を
速
く
感
じ
さ
せ
る
に
は
、
顧
客
が
嫌
い
な
音
楽
を
か
け
る
べ
き
だ
と
い
う
特
筆
す
べ
き
主
張
を
掲
げ
た
。
こ
のK

el-

la
ris a

n
d M

a
n
tel

（1994

）
の
主
張
は
心
理
学
か
ら
は
、M

a
rtlin

（1999

）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
ポ
リ
ア
ン
ナ
原
則
（P

o
lly
a
n
n
a

 
P
rin
cip
le

）
す
な
わ
ち
、
愉
快
な
情
報
は
よ
り
効
率
的
に
処
理
さ
れ
再
生
さ
れ
る
、
と
い
う
主
張
と
、L

ev
in a

n
d Z

a
ck
a
y

（1989

）

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
時
間
感
覚
は
与
え
ら
れ
た
時
間
内
に
お
い
て
、生
起
し
た
事
象
の
数
と
正
の
関
係
が
あ
る
、と
い
う
法
則
に
よ
っ

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
好
き
な
音
楽
に
比
べ
嫌
い
な
音
楽
で
は
、
少
な
い
事
象
し
か
符
号
化
さ
れ
、
そ
の
少
な

い
符
号
に
よ
っ
て
好
き
な
音
楽
に
比
べ
時
間
を
短
く
感
じ
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、K

ella
ris a

n
d M

a
n
tel

（1994

）
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の
主
張
は
ま
だ
女
性
に
し
か
実
証
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
完
全
な
も
の
に
す
る
に
は
音
楽
の
好
み
は
多
様
で

あ
る
の
で
顧
客
の
時
間
感
覚
の
た
め
多
く
の
音
楽
を
用
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

音
楽
に
よ
る
作
業
の
効
率
性

音
楽
は
覚
醒
を
通
じ
て
、
行
動
成
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
効
果
が
あ
る
。

今
日
、
こ
の
効
果
を
期
待
し
て
仕
事
場
に
お
い
て
も
Ｂ
Ｇ
Ｍ
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。F

o
x
 
a
n
d E

m
b
rey

（1972

）
は
不
良

品
の
発
見
個
数
の
違
い
を
通
じ
て
、S

m
ith

（1947

）
は
生
産
性
の
違
い
を
通
じ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
仕
事
の
能
率
を
上
げ
る
効
果
が
あ
る

こ
と
を
論
じ
た
。

心
理
学
か
ら
は
、
こ
れ
は
逆
Ｕ
字
曲
線
仮
説
で
説
明
で
き
る
。
神
経
系
の
覚
醒
と
課
業
の
遂
行
成
績
に
は
「
逆
Ｕ
字
型
」
の
関
係

が
あ
り
、
覚
醒
が
乏
し
い
と
き
に
は
、
覚
醒
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
課
業
の
椎
遂
行
成
績
は
高
ま
る
。
し
か
し
、
一
連
の
課
業
に

対
し
最
も
良
好
な
達
成
度
覚
醒
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
、
そ
れ
以
上
大
き
く
な
る
と
課
業
の
達
成
度
は
減
退
す
る
、
と
う
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
覚
醒
す
る
の
が
音
楽
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
知
的
緊
張
を
要
す
る
作
業
の
よ
う
に
す
で
に
覚
醒
の
レ
ベ
ル
が
一
定
以
上
の
場
合
、
音
楽
に
よ
り
さ
ら
に
神
経
を
覚
醒

さ
せ
る
と
逆
に
遂
行
成
績
が
減
退
す
る
。

R
a
n
sd
ell a

n
d G

ilro
y

（2001

）
は
背
景
音
楽
の
も
と
で
は
大
学
院
生
が
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
際
の
一
分
当
た
り
で
書
か
れ
る
単
語

数
が
減
少
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
入
戸
野
（
一
九
九
七
）
は
背
景
音
楽
が
短
期
記
憶
を
伴
う
家
業
の
達
成
を
阻
害
す
る
こ
と
を
示
し
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た
。
知
的
緊
張
を
要
す
る
作
業
に
及
ぼ
す
負
の
影
響
を
否
定
す
る
研
究
も
あ
る
。

音
楽
に
よ
る
社
会
心
理
の
把
握

以
上
の
研
究
群
は
主
に
実
際
の
商
業
施
設
を
利
用
し
た
経
営
学
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
立
場
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
昨
今
の
行
動

経
済
学
の
成
果
は
マ
ク
ロ
経
済
の
考
察
の
際
に
も
応
用
さ
れ
、
ま
た
、
実
験
経
済
学
と
い
う
新
し
い
分
野
を
興
隆
さ
せ
る
こ
と
で
、

新
た
な
経
済
主
体
の
行
動
を
説
明
す
る
視
点
を
用
意
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
前
述
の
よ
う
に
商
業
施
設
で
の
実
験
例
の
よ
う
に
音
楽

を
聴
く
だ
け
で
消
費
者
の
購
買
行
動
等
に
変
化
を
も
た
ら
す
余
地
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
音
楽
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
行
動
経
済
学

の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
、
マ
ク
ロ
経
済
や
実
験
経
済
に
も
音
楽
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
新
た
な
行
動
の
描
写
や
変
更
が
も
た
ら
さ
れ

る
か
考
え
る
こ
と
は
自
然
な
問
題
意
識
と
な
ろ
う
。

次
に
、
筆
者
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
、
音
楽
と
マ
ク
ロ
経
済
の
関
係
を
問
う
研
究
お
よ
び
実
験
経
済
学
に
音
楽
を
使
用
し
た
研
究

を
紹
介
し
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
の
は
企
業
を
取
り
巻
く
内
的
環
境
な
ら
び
に
ミ
ク
ロ
的
外
的
環
境
の
み
な
ら
ず
、
マ
ク
ロ
的
外

的
環
境
に
も
左
右
さ
れ
る
が
、こ
れ
ら
の
問
題
を
取
り
扱
い
広
く
経
済
学
と
音
楽
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
の
成
否
の
問
題
を
企
業
を
取
り
巻
く
外
的
環
境
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

64



音
楽
に
よ
る
社
会
心
理
の
把
握

ま
ず
は
、
音
楽
（
ヒ
ッ
ト
曲
）
に
お
け
る
覚
醒
を
生
み
出
す
重
要
な
要
素
で
あ
る
テ
ン
ポ
を
使
っ
て
、
経
済
状
況
に
対
す
る
社
会

心
理
を
読
み
取
る
こ
と
を
試
み
た
研
究
か
ら
紹
介
す
る
。
日
本
を
は
じ
め
先
進
諸
国
は
こ
れ
ま
で
経
済
成
長
を
遂
げ
、
ま
た
、
幾
度

か
の
景
気
循
環
も
経
験
し
て
い
る
が
、
こ
の
経
済
的
な
動
き
に
よ
り
、
社
会
全
体
の
雰
囲
気
や
社
会
に
お
け
る
成
員
の
心
理
状
態
に

も
変
動
が
生
じ
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
社
会
心
理
の
変
動
に
よ
り
そ
の
後
の
経
済
状
況
も
影
響
を
受
け
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
同

じ
経
済
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
も
社
会
の
受
け
止
め
方
が
、
違
う
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
状
況
と
社
会
心
理
の
関
係
を

考
察
す
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
意
味
の
あ
る
研
究
と
い
え
る
が
、
一
方
で
、
社
会
心
理
を
測
る
指
標
の
乏
し
さ
に
よ
り
、
そ
の
重
要

性
に
比
し
て
十
分
に
は
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
ヒ
ッ
ト
曲
の
性
質
を
社
会
心
理
の
反
映
と
と
ら
え
、
そ
れ
と
経
済
状
況
と
の
相
関
を
調
べ
、
ヒ
ッ
ト

曲
の
性
質
の
動
き
を
通
じ
て
経
済
状
況
の
変
化
を
社
会
心
理
が
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
ヒ
ッ
ト

曲
の
定
義
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
「
全
音
歌
謡
曲
大
全
集
」
に
掲
載
さ
れ
た
楽
曲
を
「
ヒ
ッ
ト
曲
」
と
考
え
る
。
期
間
は
昭
和
三

二
年
か
ら
平
成
一
二
年
ま
で
を
対
象
と
す
る
。

楽
曲
の
テ
ン
ポ
は
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
記
号
（
速
度
記
号
）
と
し
て
楽
譜
の
先
頭
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
楽
譜
の

冒
頭
に
記
載
さ
れ
た
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
記
号
（
速
度
記
号
）
を
そ
の
ま
ま
使
う
。
作
曲
者
の
テ
ン
ポ
指
定
が
な
い
場
合
は
テ
ン
ポ
に
つ

い
て
は
分
析
か
ら
捨
象
す
る
。
テ
ン
ポ
が
範
囲
を
持
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
上
限
と
下
限
の
平
均
を
も
っ
て
そ
の
曲
の

代
表
テ
ン
ポ
と
す
る
。
こ
う
し
て
楽
曲
ご
と
の
テ
ン
ポ
を
集
計
し
、
楽
曲
数
で
割
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
平
均
テ
ン
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ポ
と
す
る
。
こ
こ
で
、
経
済
状
況
が
良
く
な
れ
ば
社
会
全
体
も
高
揚
感
が
高
ま
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
高
い
高
揚
感
を
も
た
ら
す
、速
い
テ
ン
ポ
の
楽
曲
が
好
ま
れ（
よ
っ

て
平
均
テ
ン
ポ
は
高
ま
り
）、経
済
状
況
が
悪
く
な
れ
ば
社
会
全
体
も
沈
滞
す
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
高
い
高
揚
感
を
も
た
ら
す
、
遅
い
テ
ン
ポ
の
楽
曲
が
好
ま
れ
（
よ
っ

て
平
均
テ
ン
ポ
は
低
ま
る
）
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
ほ
ぼ
一
貫
し

て
こ
れ
ま
で
成
長
し
て
い
る
の
で
、
テ
ン
ポ
の
方
の
上
昇
し
て
い
く
と
予
想
し
た
。

こ
の
も
と
平
均
テ
ン
ポ
を
集
計
す
る
と
、
バ
ブ
ル
景
気
（
昭
和
六
一
年
）
ま
で
は

こ
の
予
想
は
当
た
り
、
ヒ
ッ
ト
曲
の
テ
ン
ポ
は
年
毎
に
上
昇
基
調
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
後
は
ヒ
ッ
ト
曲
の
テ
ン
ポ
は
下
落
基
調
と
い
う
予
想
外
の
結
果

に
な
っ
た
。
バ
ブ
ル
景
気
ま
で
は
、
高
度
成
長
達
成
の
勢
い
に
乗
じ
て
、
よ
り
速
い

ヒ
ッ
ト
曲
が
求
め
ら
れ
る
。
一
方
で
、
バ
ブ
ル
景
気
以
後
は
、
も
は
や
高
度
成
長
が

達
成
さ
れ
た
た
め
、
よ
り
緩
や
か
な
ヒ
ッ
ト
曲
が
求
め
ら
れ
る
。
と
い
う
社
会
心
理

が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
昭
和
六
〇
年
か
ら
昭
和
六
一
年
の
時
点
で
す
で
に

ヒ
ッ
ト
曲
の
テ
ン
ポ
は
下
落
に
転
じ
て
い
る
。
バ
ブ
ル
景
気
の
崩
壊
は
通
常
平
成
期

に
入
っ
て
か
ら
始
ま
る
と
い
う
の
が
通
常
の
理
解
で
あ
る
が
、
こ
の
分
析
に
よ
れ
ば

ヒット曲のテンポに関わる分析
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こ
れ
よ
り
数
年
早
く
ヒ
ッ
ト
曲
の
テ
ン
ポ
は
下
降
に
転
じ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
バ
ブ
ル
景
気
に
お
い
て
は
当
時
の
人
々
は
そ
の
最
中
で
あ
っ
て
も
そ
の
崩

壊
に
漠
然
た
る
不
安
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
バ
ブ
ル
景
気
最
中
の
社
会

的
不
安
を
ヒ
ッ
ト
曲
の
テ
ン
ポ
の
下
落
は
反
映
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

音
楽
に
よ
る
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
効
果
の
修
正

最
近
の
音
楽
心
理
学
の
成
果
で
は
、
聴
き
手
に
も
た
ら
す
感
情
の
違
い
に

よ
っ
て
、
覚
醒
か
沈
静
か
と
快
か
不
快
か
の
二
つ
の
軸
に
よ
り
、
音
楽
の
種
類

を
分
類
す
る
試
み
が
あ
る
。
さ
ら
に
分
類
さ
れ
た
音
楽
が
脳
の
ど
の
部
位
を
刺

激
す
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
行
動
経
済
学
を

支
え
る
諸
概
念
に
つ
い
て
も
近
年
の
実
験
経
済
学
や
神
経
経
済
学
の
成
果
に
よ

り
、
関
連
の
あ
る
脳
の
部
位
の
特
定
化
が
進
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
行
動
経
済
学
を
支
え
る
代
表
的
な
概
念
と
し
て
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
理
論
お
よ

び
そ
れ
と
関
連
す
る
脳
の
部
位
（
扁
桃
体
）
に
注
目
す
る
。

プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
理
論
で
は
、
経
済
主
体
が
い
っ
た
ん
ま
と
ま
っ
た
所
得
を
得

る
と
そ
の
所
得
を
失
う
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
伝

Psychology of music Viellard et al.(2008)
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統
的
な
経
済
学
期
待
値
通
り
に
経
済
主
体
が
行
動
し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
でS

h
iv

（2005

）
は
簡
単
な
コ
イ

ン
投
げ
に
よ
っ
て
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
こ
の
コ
イ
ン
投
げ
を
健
常
者
と
扁
桃
体
に
損
傷
の
あ
る

患
者
と
の
双
方
に
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
効
果
が
扁
桃
体
と
い
う
脳
の
部
位
と
深
く
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た
。一

方
、
最
新
の
心
理
学
の
成
果
で
は
こ
の
扁
桃
体
を
刺
激
す
る
音
楽
と
し
てS

a
d

、S
ca
ry

が
上
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
扁
桃
体
の
損
傷
を
持
っ
た
患
者
の
代
わ
り
にS

a
d

、S
ca
ry

に
分
類
さ
れ
る
音
楽
を
聴
か
せ
た
主
体
を
用
い
、S

h
iv

（2005

）
に
な
ら
っ
て
コ
イ
ン
投
げ
の
ゲ
ー
ム
を
行
わ
せ
る
な
か
で
、S

h
iv

（2005

）
の
健
常
者
に
相
当
す
る
無
音
（
音
楽
を
聴
い
て

い
な
い
）
主
体
と
の
間
に
差
が
生
じ
る
か
確
認
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
効
果
に
扁
桃
体
が
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
、
併
せ
て
音
楽
の
投
資
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
も
見
て
み
た
い
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
一
二
〇
〇
円
相
当
の
二
〇
枚
の
コ
イ
ン
を
ま
ず
、
被
験
者
に
渡
し
て
、
一
枚
ず
つ
「
賭
け
」
か
「
キ
ー
プ
」
か
を
選

択
さ
せ
る
。
も
し
、「
賭
け
」
を
選
択
し
た
場
合
に
は
コ
イ
ン
投
げ
が
実
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
表
が
出
た
場
合
は
二

五
倍
の
金
額

と
な
っ
て
被
験
者
に
返
さ
れ
、
裏
が
出
た
ら
そ
の
コ
イ
ン
は
没
収
と
な
る
。
以
上
の
手
順
の
ゲ
ー
ム
を
無
音
と
音
楽
を
か
け
た
も
と

で
行
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
使
用
す
る
音
楽
と
し
て
、S

ca
ry

は
人
工
的
な
も
の
が
多
い
の
で
こ
こ
で
は
使
用
せ
ず
、
扁
桃
体
を
刺
激
す

る
音
楽
と
し
て
はsa

d

の
み
用
い
る
。
一
方
でsa

d

以
外
に
対
照
実
験
と
し
てh

a
p
p
y

も
用
い
る
。

被
験
者
は
募
集
要
項
の
配
布
や
掲
示
に
よ
っ
て
募
集
し
た
、
東
京
福
祉
大
学
学
生
六
〇
名
（
男
二
一
名
、
女
三
九
名
）
で
あ
り
、

場
所
は
東
京
福
祉
大
学
心
理
学
棟
テ
ス
ト
室
を
使
っ
た
。
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ま
た
、
使
用
す
る
音
楽
と
し
て
、sa

d

と
し
て
は
シ
ベ
リ
ウ
ス
の
ト
ゥ
ネ
ラ
の
白

鳥
、h

a
p
p
y

と
し
て
はJ.

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
「
こ
う
も
り
」
序
曲
を
用
い
る
。
こ
れ

と
無
音
を
合
わ
せ
た
三
群
に
よ
っ
て
上
の
ゲ
ー
ム
を
行
わ
せ
る
。

こ
こ
で
、
期
待
値
通
り
に
行
動
す
る
な
ら
、「
賭
け
」
に
回
せ
ば
一
枚
当
た
り
一

二
五
倍
（＝

二

五
〇
×
〇

五
）
倍
に
な
る
と
期
待
さ
れ
る
の
で
、
全
部
「
賭
け
」

に
回
す
と
い
う
行
動
が
最
適
と
な
る
が
、
実
際
は
平
均
す
る
と
全
部
の
コ
イ
ン
を
掛

け
に
回
す
よ
り
一
部
を
「
キ
ー
プ
」
す
る
と
い
う
傾
向
が
強
く
浮
か
び
上
が
る
。
こ

れ
に
よ
りS

h
iv

（2005

）
で
は
い
っ
た
ん
所
得
を
得
る
と
そ
れ
を
失
う
と
い
う
リ
ス

ク
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
効
果
が
同
実
験
で
も
働
く
と
結
論
付
け

る
。さ

ら
に
、
こ
の
「
キ
ー
プ
」
の
回
数
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
傾
向
の
強
さ

が
浮
か
び
上
が
る
は
ず
だ
が
、
扁
桃
体
に
損
傷
の
あ
る
主
体
が
健
常
者
よ
り
よ
り
弱

く
効
果
が
働
く
と
い
うS

h
iv

（2005

）
の
実
験
に
比
し
て
、
こ
こ
で
の
実
験
の
結
果

に
対
す
る
予
想
は
、sa

d

の
音
楽
を
聴
か
せ
た
主
体
が
扁
桃
体
を
強
く
刺
激
さ
れ
る

こ
と
で
一
番
強
く
働
き
、
最
も
投
資
を
し
な
く
な
る
と
い
う
予
想
で
あ
る
。

し
か
し
結
果
は
、
無
音
の
平
均
投
資
回
数
（
賭
け
に
回
し
た
平
均
回
数
）
一
一

八

実験結果
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五
回
（k

eep

は
八

一
五
回
）、sa

d

は
一
四

七
五
回
（k

eep

は
五

二
五
回
）、h

a
p
p
y

は
一
五

一
五
回
（K

eep

は
四

八
五
回
）

と
な
っ
た
。

い
ず
れ
の
平
均
投
資
回
数
と
も
全
て
は
投
資
（
賭
け
）
に
回
さ
な
い
こ
と
を
支
持
す
る
結
果
に
な
り
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
効
果
が
働

い
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
音
楽
が
背
景
の
も
と
で
は
無
音
に
比
べ
平
均
投
資
回
数
が
増
加
し
、
音
楽
に
投
資
の
促
進
（
プ
ロ
ス

ペ
ク
ト
効
果
の
緩
和
）
を
促
す
効
果
が
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
予
想
に
反
し
て
、
平
均
投
資
回
数
は

h
a
p
p
y
⇨
sa
d
⇨

無
音
の
順
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、sa
d

に
は
投
資
を
抑
制
す
る
効
果
で
は
な
く
、
投
資
を
促
進
す
る
効
果
が
認
め

ら
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
待
た
れ
る
。
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札
幌
学
院
大
学
総
合
研
究
所
に
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い
て
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学
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門
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創
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年
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学
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自
由
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独
創
的
研
鑚
」「
個
性
の
尊
重
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大
学
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理
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と
し
て
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教
育
と
研
究
に

あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。
本
研
究
所
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、
こ
れ
ま
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札
幌
学
院
大
学
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研
究
活
動
の
蓄
積
を

継
承
し
、
学
内
の
研
究
活
動
の
い
っ
そ
う
の
活
性
化
、
研
究
成
果
の
積
極
的
な
発
信
と
地
域

社
会
へ
の
貢
献
を
目
的
に
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
は
五
学
部
九
学

科
か
ら
な
る
文
系
総
合
大
学
で
、
百
二
十
名
を
超
え
る
研
究
者
が
所
属
し
て
い
ま
す
。
そ
の

専
門
領
域
も
、
経
営
学
、
経
済
学
、
法
学
、
社
会
学
、
教
育
学
な
ど
の
社
会
科
学
を
中
心
に
、

心
理
学
や
言
語
・
文
化
研
究
な
ど
人
間
の
生
活
に
関
る
領
域
、
さ
ら
に
自
然
科
学
や
情
報
科

学
な
ど
の
多
様
な
領
域
を
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し
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い
ま
す
。
本
研
究
所
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う
し
た
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、
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。
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