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特
集
2
　

広
告
倫
理
研
究
の
現
在
（
査
読
論
文
）

広
告
は
消
費
者
の
自
律
を
侵
害
す
る
の
か
？

杉
　

本
　

俊
　

介

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
広
告
倫
理
研
究
で
は
何
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
。
広
告
研
究
の

な
か
で
、
広
告
効
果
と
呼
ば
れ
る
テ
ー
マ
が
あ
る
。
こ
れ
は
広
告
が
消
費
者
や

社
会
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
か
を
研
究
す
る
分
野
で
あ
る
が
、
日
本
で

も
『
広
告
心
理
』
や
『
広
告
効
果
論
』
な
ど
の
題
で
い
く
つ
か
の
研
究
書
が
出

版
さ
れ
て
い
る
（
仁
科
［1976

］、
田
中
・
丸
岡
［1991
］、
仁
科
［2002

］）。

こ
れ
ま
で
の
広
告
倫
理
研
究
は
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
の
広
告
効
果
研
究

で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
効
果
の
倫
理
的
な
側
面
に
注
目
し
て
き
た
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
広
告
倫
理
研
究
に
お
い

て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

第
一
に
、
広
告
に
よ
っ
て
我
々
は
商
品
を
買
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
我
々
は
自
由
に
買
い
物
を
す
る
し
、
そ
う
し
た
い

と
た
い
て
い
望
ん
で
い
る
。
一
見
、
広
告
は
買
い
物
の
手
助
け
に
な
る
よ
う
な

情
報
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

を
買
わ
な
け
れ
ば
流
行
に
遅
れ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
、
顧
客
を
惹
き
つ
け

る
情
報
だ
け
を
大
き
く
目
立
た
せ
る
な
ど
、
無
理
矢
理
に
消
費
者
を
説
得
す

る
仕
方
で
機
能
す
る
広
告
も
あ
る
。
広
告
倫
理
研
究
に
お
い
て
、
前
者
は
情

報
的
広
告
（inform

ative advertising

）、
後
者
は
説
得
的
広
告
（persuasive 

advertising

）
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
広
告
倫
理
研
究
で
通
常
問
題
に
さ
れ
る
の

は
説
得
的
広
告
で
あ
る
。
説
得
的
広
告
の
極
端
な
例
は
、
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
広
告

と
呼
ば
れ
る
消
費
者
の
購
買
行
動
を
無
意
識
に
刺
激
す
る
よ
う
な
広
告
提
示

で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
説
得
的
広
告
は
道
徳
的
に
問
題
で
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
問
題
で
あ
る
な
ら
、
説
得
的
広
告
だ
け
が
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

第
二
に
、
広
告
は
「
買
う
こ
と
が
善
い
こ
と
だ
」
な
ど
我
々
の
社
会
通
念
、

と
り
わ
け
資
本
主
義
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
助
長
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
広
告
は
資
本
主
義
社
会
の
代
表
的
な
制
度
だ
と
言

う
の
で
あ
る
。
昨
今
、
こ
う
し
た
資
本
主
義
批
判
も
そ
う
活
発
で
は
な
い
。
だ

が
、
た
と
え
資
本
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
形
で
は
な
く
と
も
、
広
告
が

我
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
社
会
通
念
の
あ
り
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
事
業
のD

e B
eers

グ
ル
ー
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プ
のD

iam
ond Trading C

om
pany

（D
T

C

）
が
広
告
代
理
店N

. W
. A

yer &
 

Son
を
通
し
て
行
っ
た
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
永
遠
の
輝
き
（A

 D
iam

ond is 

Forever
）」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
婚
約
・
結
婚
指
輪
と
し
て
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が

使
わ
れ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
強
力
な
要
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る

（B
ailey

［2007
］443― 444

）。

　

こ
う
し
た
従
来
の
広
告
倫
理
に
関
す
る
議
論
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
本
論
文
で

は
、
第
一
に
、
消
費
者
の
自
律
の
侵
害
を
巡
る
議
論
を
、
第
二
に
、
広
告
の
社

会
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
議
論
を
、
第
三
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
情
報
的
広

告
と
説
得
的
広
告
の
区
別
な
ど
広
告
機
能
を
巡
る
議
論
を
、
そ
し
て
最
後
に
、

商
品
の
性
格
と
広
告
と
の
つ
な
が
り
を
巡
る
議
論
を
紹
介
し
て
ゆ
く
。

第
一
章
　

自
律
に
関
す
る
議
論

　

広
告
に
よ
っ
て
消
費
者
の
自
律
が
侵
害
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
倫
理
学

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
本
格
的
に
議
論
し
た
最
初
期
の
も
の
と
し
てA

rrington

の
論
文
（A

rrington

［1982

］）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
文
は
現

在
で
も
広
告
倫
理
の
代
表
的
研
究
と
し
て
多
く
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
さ
れ

て
い
る
（D

es Jardins and M
cC

all

［1996

］378― 386, D
ienhart

［1999

］399―

407, B
eaucham

p and B
ow

ie

［2004

］409― 417

）。
彼
は
、
自
律
（autonom

y

）

と
い
う
多
面
的
な
（m

ultifaceted

）
概
念
を
捉
え
る
た
め
に
よ
り
限
定
さ
れ

た
四
つ
の
概
念
を
分
析
す
る
（A

rrington

［1982

］6― 11

）。

　

第
一
は
、「
自
律
的
な
欲
求
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
議
論
で

は
、
広
告
がG

albraith

の
言
う
よ
う
に
消
費
者
の
欲
求
を
生
み
出
す
の
か
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
生
み
出
さ
れ
た
欲
求
は
い
っ
た
い
誰
が
支
配
す
る
欲

求
な
の
か
、
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。A

rrington

は
こ
の
問
い
方
が
間
違
い

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
に
、Frankfurt

に
よ
る
第
一
階
の
欲
求
（the 

first-order desire

）
と
第
二
階
の
欲
求
（the second-order desire

）
の
区

別
を
利
用
し
た
（Frankfurt

［1971

］）。
第
一
階
の
欲
求
と
は
、
何
々
し
た
い

と
い
う
通
常
の
欲
求
の
こ
と
を
指
す
。
第
二
階
の
欲
求
と
は
、
第
一
階
の
欲
求

を
欲
す
る
と
い
う
「
欲
求
の
欲
求
」
の
こ
と
を
指
す
。A

rrington

は
こ
の
考

え
方
を
用
い
て
、
自
律
的
な
欲
求
と
は
第
二
階
の
欲
求
が
欲
す
る
よ
う
な
第
一

階
の
欲
求
の
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
欲
求
が
誰
の
も
の
と
し
て
生
ず

る
の
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
そ
の
第
一
階
の
欲
求
が
第
二
階
の
欲
求
に
合
致

す
る
か
ど
う
か
こ
そ
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
映
画
館
で
サ
ブ
リ
ミ

ナ
ル
広
告
が
出
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
観
客
の
第
一
階
の
欲
求

を
観
客
が
欲
し
て
い
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
そ
の
第
一
階
の
欲
求
が
観
客
の
第
二

階
の
欲
求
と
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
自
律
的
欲
求
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
場
合
、
自
律
は
侵
害
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
第
一
階
の
欲
求
が
第

二
階
の
欲
求
と
一
致
す
る
限
り
、
自
律
は
侵
害
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
彼
は
広
告
を
次
の
よ
う
に
擁
護
す
る
。
同
じ
商
品
を
何
度
も
買
い
に
行
く

我
々
は
、
そ
の
商
品
を
買
い
た
い
と
い
う
欲
求
を
欲
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の

場
合
、
我
々
は
広
告
が
も
た
ら
す
第
一
階
の
欲
求
を
欲
す
る
よ
う
な
第
二
階
の

欲
求
を
も
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
広
告
は
自
律
的
な
欲
求
を
与
え
う
る
。

　

自
律
を
規
定
す
る
第
二
の
概
念
は
、「
合
理
的
な
欲
求
と
合
理
的
な
選

択
」
で
あ
る
。A

rrington

の
解
釈
に
よ
れ
ば
、B

raybrooke

（B
raybrooke

［1967

］）
は
、
広
告
は
消
費
者
に
不
合
理
な
欲
求
に
基
づ
い
て
商
品
を
買
わ
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せ
、
し
た
が
っ
て
消
費
者
を
不
合
理
な
選
択
へ
と
導
い
て
い
る
と
批
判
を
し
て

い
る
。
と
い
う
の
も
、
消
費
者
は
、
そ
の
商
品
や
他
の
商
品
に
つ
い
て
の
情
報

を
十
分
に
与
え
た
上
で
な
け
れ
ば
合
理
的
な
商
品
選
択
へ
導
か
れ
な
い
か
ら

だ
。
こ
れ
に
対
し
てA

rrington

は
、
利
用
可
能
な
情
報
す
べ
て
が
必
要
で
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
関
連
し
た
（relevant

）
情
報
を
与
え
れ
ば
十
分
で
あ
る

とB
raybrooke

に
反
論
す
る
。
そ
し
て
、
何
が
関
連
し
た
情
報
か
は
既
に
そ

の
と
き
消
費
者
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
欲
求
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
と
す

る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
香
水
の
広
告
に
見
ら
れ
る
「
楽
園
へ
誘
う
香
り
」
の
よ

う
に
、
架
空
の
利
益
を
提
示
す
る
広
告
は
製
品
に
つ
い
て
の
本
当
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
点
で
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
場
合
に

広
告
は
あ
た
か
も
楽
園
へ
行
っ
た
か
の
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
る
主
観
的
効
果

（subjective effects

）
を
実
際
に
消
費
者
に
提
供
し
て
い
る
の
だ
と
反
論
す
る
。

　

自
律
を
規
定
す
る
第
三
の
も
の
は
、「
自
由
な
選
択
」
で
あ
る
。A

rrington

は
自
由
な
（free

）
行
為
・
自
発
的
な
（voluntary
）
行
為
と
強
迫
的

（com
pulsive

）
行
為
を
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
。
自
由
な
行
為
と
は
、
そ
の

行
為
の
理
由
を
自
分
で
示
す
こ
と
の
で
き
る
行
為
で
あ
る
。
自
発
的
な
行
為
と

は
、
他
の
行
為
も
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
強
迫
的
行
為
と
は
、
あ
る
行
為
を
す
る
十
分
な
理
由
は
あ

る
の
だ
が
、
衝
動
的
に
他
の
行
為
を
し
て
し
ま
う
行
為
を
指
す
。
彼
は
、
広
告

で
問
題
な
の
は
、
消
費
者
に
強
迫
的
行
為
を
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
す
る
。

し
か
し
広
告
は
常
に
そ
う
し
た
行
為
を
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
必
ず
し

も
悪
い
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。

　

自
律
を
規
定
す
る
概
念
と
し
て
最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
あ
る
い
は
操
作
（m

anipulation

）」
で
あ
る
。A

rrington

は
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
基
準
と
し
て
、
次
の
三
条
件
を
満
た
す
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
、
あ

る
者
A
は
別
の
者
B
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
す
る
。
⑴
A
が
、
B
を
特

定
の
仕
方
で
行
動
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
。
⑵
A
の
意
図
が
そ
の
行
動
の

惹
起
に
因
果
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
⑶
B
の
行
動
の
必
要
条
件
の
す
べ
て
が

確
実
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
A
が
意
図
し
て
い
る
。
し
か
し
、
広
告
の
場
合
、

⑶
に
お
け
る
行
動
の
必
要
条
件
の
内
容
は
、
B
が
既
に
も
っ
て
い
る
欲
求
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
、
A
は
こ
れ
を
意
図
で
き
な
い
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
、
⑶
が
満
た
さ
れ
な
い
の
で
、
広
告
主
は
受
け
手
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

自
律
概
念
を
以
上
の
四
点
か
ら
検
討
し
た
結
果
、A

rrington

は
、
広
告
に

よ
っ
て
自
律
が
常
に
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
消
極
的
な
広

告
擁
護
に
達
し
て
い
る
（A

rrington

［1982

］11

）。

　

A
rrington

の
こ
う
し
た
自
律
の
分
析
は
消
費
者
の
欲
求
に
向
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
階
の
欲
求
に
懐
疑
的
な
見
解
も
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
（
た
と
え
ばC

risp

［1987

］414― 415

）、
本
当
に
あ
る
の
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
こ
の
よ
う
な
欲
求
に
道
徳
的
判
断
の
基
準
を
求
め
る
こ
と
は
望
ま

し
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
でL

eiser

は
、
ニ
ー
ズ
（needs

）
と
欲
求
（w

ant, 

desire

）
の
区
別
を
し
、
広
告
が
、
欲
求
で
は
な
く
む
し
ろ
ニ
ー
ズ
に
適
切

に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
こ
そ
が
道
徳
的
な
問
題
だ
と
し
た
（L

eiser

［1979
］）。
こ
こ
で
、
ニ
ー
ズ
と
は
本
人
が
気
づ
か
な
く
と
も
満
た
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
客
観
的
な
不
足
で
あ
り
、
他
方
で
、
欲
求
と
は
満
た
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
主
観
的
に
感
じ
ら
れ
た
不
足
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、L

eiser

は
、
た
と
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感
覚
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
律
の
侵
害
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

C
risp

の
議
論
（C

risp

［1987

］）
は
、
こ
う
し
た
欲
求
の
役
割
に
目
を
向
け

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。C

risp

は
、A

rrington

の
自
律
の
考
え
方
で

は
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
効
果
な
ど
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
行
為
も
自
律
的
で
あ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
批
判
し
、
自
律
的
で
あ
る
こ
と
の
条
件
を
よ
り
厳
し

く
す
る
べ
き
だ
と
す
る
（C

risp

［1987

］414

）。
そ
こ
で
、
彼
は
「
欲
求
が

本
人
の
知
る
こ
と
な
く
、
十
分
な
理
由
も
な
し
に
は
（for no good reason

）

生
じ
な
い
と
き
、
か
つ
、
通
常
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ
て
い
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
と
き
」
に
だ
け
欲
求
は
自
律
的
だ
と
す
る
（C

risp

［1987

］

417― 418
）。C

risp

は
、
そ
の
者
が
自
分
の
し
た
行
為
を
理
由
づ
け
で
き
る
か

ど
う
か
こ
そ
自
律
の
問
題
の
核
心
だ
と
考
え
て
い
る
点
で
、
上
記
のL

eiser

え
本
人
に
気
づ
か
れ
な
く
と
も
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
不
足
（
＝
ニ
ー
ズ
）

に
対
し
て
適
切
に
向
け
ら
れ
た
広
告
な
ら
ば
問
題
は
な
い
と
す
る
。L

eiser

の

見
解
の
特
徴
は
、
本
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
欲
求
で
は
な
く
客
観
的
に
定
ま
り

う
る
ニ
ー
ズ
に
訴
え
た
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
しSantilli 
はL

eiser

の
見
解
を
批
判
す
る
（Santilli [1983] 29

）。

Santilli

に
よ
れ
ば
、L

eiser

は
、
⑴
広
告
主
は
広
告
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
い
か

に
し
て
実
際
に
商
品
を
必
要
と
す
る
消
費
者
だ
け
に
制
限
で
き
る
の
か
、
そ
し

て
⑵
広
告
主
で
あ
れ
誰
で
あ
れ
、
い
か
に
し
て
様
々
な
消
費
者
の
本
当
の
ニ
ー

ズ
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
が
、
ど
ち
ら
の
問
い
に
対
し
て
も
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
ま

ず
、
広
告
は
公
衆
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
者
だ

け
に
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ニ
ー
ズ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
説
得

的
広
告
に
よ
っ
て
商
品
を
欲
す
る
よ
う
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
消
費
者
も

存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
問
い
に
対
し
て
も
、L

eiser
は
答
え
ら
れ
な

い
。
本
当
は
ニ
ー
ズ
が
な
い
の
に
、
説
得
的
広
告
の
長
期
的
効
果
に
よ
っ
て
本

人
が
自
分
に
は
ニ
ー
ズ
が
あ
る
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま

た
、
広
告
主
や
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
を
含
め
て
ニ
ー
ズ
を
決
定
し
よ
う
と
す

る
側
が
広
告
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

Santilli

は
た
と
え
ニ
ー
ズ
に
向
け
ら
れ
た
広
告
で
あ
ろ
う
と
、
説
得
的
広
告

で
あ
る
か
ぎ
り
不
道
徳
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

L
eiser

に
対
し
て
、
主
観
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
欲
求
が
見
せ
か
け
の
も
の

と
し
て
自
律
の
問
題
に
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
応
答
す
る

論
者
も
い
る
。
消
費
者
の
中
に
広
告
が
道
徳
的
に
問
題
だ
と
す
る
主
観
的
な

表 2　Santilli の枠組

製品

必須

必要とされる

害のある

必要とされない

広

告

情報的（1） 善い 善い

説得的 悪い 悪い

（Santilli［1983］32）．一部表記を Lee（Lee［1987］
55）に従って改変。

表 1　Leiser の枠組み

製品

必須

必要とされる

害のある

必要とされない

広

告

情報的 善い 悪い

説得的 善い 悪い

（Santilli［1983］28）．一部表記を Lee（Lee［1987］
55）に従って改変。
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の
欲
求
批
判
に
応
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

E
m

am
alizadeh

の
議
論
（E

m
am

alizadeh

［1985

］）
も
ま
た
、C

risp

に
比

較
的
近
い
立
場
か
らL

eiser

へ
の
応
答
を
行
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
彼
はC

risp

と
ち
が
い
、
ニ
ー
ズ
を
道
徳
的
判
断
の
基
準
の
ひ
と
つ
に
す

る
が
、
た
と
え
ニ
ー
ズ
が
な
く
と
も
合
理
的
な
説
得
（rational persuasion

）

が
な
さ
れ
れ
ば
消
費
者
の
行
為
は
そ
れ
だ
け
で
自
律
的
で
あ
る
、
と
述
べ
る

（E
m

am
alizadeh

［1985
］152

）。
こ
こ
で
の
合
理
的
な
説
得
と
は
広
告
主
に

よ
っ
て
消
費
者
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
理
由
を
消
費
者
自
身
に
与
え
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、C

risp
同
様
に
、
自
律
の
構
成
要
素
の
中
心
に
、
行

為
の
理
由
づ
け
を
置
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
両
者
の
ち
が
い
は
、C

risp

は

消
費
者
側
が
欲
求
を
受
け
入
れ
る
十
分
な
理
由
を
も
つ
こ
と
を
自
律
の
条
件
に

し
た
こ
と
に
対
し
て
、E

m
am

alizadeh

は
欲
求
を
受
け
入
れ
る
理
由
を
与
え

る
広
告
主
側
に
対
す
る
条
件
と
し
て
合
理
的
な
説
得
と
い
う
形
式
を
明
示
し
た

こ
と
に
あ
る
。

　

E
m

am
alizadeh

の
言
う
「
合
理
的
な
説
得
」
は
既
にB

enn
の
論
文
（B

enn

［1967

］）
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、B

enn

の
議
論
は

E
m

am
alizadeh

の
議
論
と
い
く
つ
か
の
点
で
異
な
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

第
一
に
、B

enn

の
議
論
の
焦
点
は
自
由
主
義
で
あ
っ
て
、
彼
の
議
論
は
自
由

主
義
と
い
う
古
典
的
概
念
を
拡
張
し
、
広
告
の
よ
う
な
説
得
的
技
術
を
巡
る
新

し
い
問
題
の
な
か
で
も
整
合
的
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。
そ

こ
で
着
目
さ
れ
る
の
は
、
説
得
す
る
者
と
説
得
さ
れ
る
者
が
対
等
の
関
係
の

も
と
で
対
話
す
る
と
い
う
自
由
主
義
的
な
モ
デ
ル
で
あ
る
。B

enn

は
、
説
得

が
合
理
的
で
あ
る
の
は
、
説
得
す
る
者
が
権
威
を
持
っ
て
い
た
り
、
提
案
を

受
け
入
れ
や
す
い
特
別
な
関
係

を
両
者
が
結
ん
で
い
た
り
せ
ず

に
、
議
論
の
実
質
が
説
得
的
で

あ
る
か
ぎ
り
だ
と
す
る
。
誰
が

説
得
し
誰
が
説
得
さ
れ
る
の
か

に
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味

で
、
合
理
的
な
説
得
は
非
人
称

的
（im

personal

）
だ
と
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、B

enn

の
第
二
の

特
徴
は
消
費
者
と
広
告
主
双
方
を

対
象
に
合
理
的
な
説
得
の
条
件
を

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
消
費
者
の
合
理
的
な
応
答

を
想
定
す
るC

risp

と
、
広
告
主

の
合
理
的
な
働
き
か
け
を
想
定
す

るE
m

am
alizadeh

の
各
主
張
を

統
合
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、B

enn

の
言
う
「
合
理
的
な
説
得
」
はE

m
am

alizadeh

と
は
異

な
っ
た
仕
方
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。E

m
am

alizadeh

の
言
う
合
理
的
な
説
得

は
、
消
費
者
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
理
由
を
自
分
自
身
に
与
え
る
よ
う
な
説
得
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、B

enn

に
と
っ
て
、
広
告
の
よ
う
な
影
響
が
合
理
的
で
あ

る
と
は
、
そ
の
影
響
に
受
け
手
が
抵
抗
す
る
こ
と
を
我
々
が
合
理
的
に
期
待
で

き
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。B

enn

は
こ
の
合
理
的
期
待
可
能
性
の
基
準
と

表 3　Emamalizadeh の枠組み

製品

必須

必要とされる

害のある

必要とされない

説

得

の

種

類

合理的説得 善い 善い

非合理的で

個人の自律に影響しない
善い 善い

非合理的で

個人の自律に影響する
悪い 悪い

（Emamalizadeh［1985］153）
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し
て
、
受
け
手
の
自
覚
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
広
告
が
不

合
理
な
の
は
そ
の
影
響
を
受
け
手
が
自
覚

で
き
ず
、
ゆ
え
に
受
け
手
が
こ
の
種
の
広

告
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
我
々
が
合
理
的
に

期
待
で
き
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

最
終
的
に
、B

enn

は
自
由
主
義
の
立

場
か
ら
、
広
告
を
含
め
た
説
得
技
術
の
倫

理
的
な
正
当
化
の
判
定
を
、
個
人
の
自
由

そ
れ
自
体
へ
の
関
心
を
脅
か
す
か
ど
う
か

に
定
め
る
。

　

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
研
究
者
で
あ
る

L
ee

はSantilli

、E
m

am
alizadeh

に

応

答
す
る
か
た
ち
で
、
消
費
者
が
自
分
の
し

た
こ
と
に
理
由
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が

自
律
と
し
て
道
徳
的
な
価
値
を
も
つ
の

は
、
消
費
至
上
主
義
の
社
会
的
背
景
を
前

提
に
し
て
い
る
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い

る
（L

ee

［1987

］）。
彼
は
、
貧
困
国
で

粉
ミ
ル
ク
の
購
入
を
、
そ
れ
が
適
切
に
使

え
る
教
育
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
母
親

ら
の
選
択
に
ま
か
せ
る
の
は
間
違
っ
て
い

る
、
と
言
う
。
彼
女
ら
は
そ
れ
を
誤
っ
て
用
い
る
可
能
性
が
高
く
、
粗
末
な
衛

生
状
態
が
深
刻
な
問
題
を
生
む
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
彼
女
ら
が
粉
ミ
ル
ク
を

欲
す
る
十
分
な
理
由
を
も
っ
て
い
よ
う
と
も
、
粉
ミ
ル
ク
の
広
告
を
行
う
べ
き

で
は
な
い
と
主
張
す
る
。L

ee

の
論
文
で
は
、
消
費
者
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
社

会
的
文
脈
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
警
告
さ
れ

て
い
る
。
実
際
に
、L

ee

が
挙
げ
て
い
る
事
例
は
、
た
と
え
ばN

estle

社
な

ど
乳
製
品
メ
ー
カ
ー
が
第
三
世
界
で
粉
ミ
ル
ク
の
広
告
活
動
を
展
開
し
、
世
界

規
模
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
に
な
っ
た
出
来
事
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

）
2
（

。
現

在
は
W 

H 

O
コ
ー
ド
（International C

ode of M
arketing of B

reast-m
ilk 

Substitutes

）
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
活
動
は
規
制
さ
れ
て
い
る

）
3
（

。

第
二
章
　

社
会
的
通
念
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
影
響

　

個
人
の
自
律
の
侵
害
と
い
う
以
上
の
よ
う
な
問
題
と
は
別
に
、Galbraith

は
、

説
得
的
広
告
が
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
先
進
的
な
資
本
主
義
社
会
で
企
業
の
経
済

的
政
治
的
利
益
に
貢
献
す
る
よ
う
な
信
念
・
欲
求
・
態
度
を
生
じ
さ
せ
る
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
（G

albraith

［1967

］）。
前
者
の
問
題

は
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
後
者
の
問
題

は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
後
者
は
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
に
対
し
批
判
的

に
反
省
す
る
能
力
や
意
志
が
広
告
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題

で
あ
る
。

　

L
ippke

は
後
者
を
「
十
分
な
自
律
（full autonom

y

）」
の
侵
害
と
呼
び
、「
最

低
限
の
自
律
（m

inim
al autonom

y

）」
と
対
比
さ
せ
て
い
る
（L

ippke

［1995

］

表 4　Lee の枠組み

消費者主権が仮定される 消費者主権が仮定されない

必須

必要とされる

製品

害のある

必要とされない

製品

必須

必要とされる

製品

害のある

必要とされない

製品

自律に影響しない広告 善い 悪い 善い 悪い

自律に影響する広告 悪い 悪い 善い 悪い

（Lee［1987］57）
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前
者
は
買
い
物
な
ど
個
々
の
場
面
で
の
意
思
決
定
に
お
け
る
自
律
の
こ
と
で
あ

る
。
本
論
文
第
一
章
で
議
論
し
て
き
た
自
律
は
こ
れ
に
相
当
す
る
。
他
方
で
彼

は
、
自
律
の
概
念
は
こ
れ
に
汲
み
つ
く
さ
れ
な
い
と
言
う
。
た
と
え
ば
、
医
者

に
意
思
決
定
を
託
す
患
者
は
、
自
ら
意
思
決
定
す
る
こ
と
は
放
棄
し
て
い
る
も

の
の
、
な
お
も
自
律
的
な
人
間
だ
と
言
え
る
。Sneddon

は
、
こ
の
よ
う
に
人

間
と
し
て
自
律
的
で
あ
る
こ
と
を
意
思
決
定
に
お
い
て
自
律
的
で
あ
る
こ
と
と

区
別
し
て
、
深
い
自
律
と
呼
ぶ
。
こ
の
深
い
自
律
こ
そ
、
消
費
至
上
主
義
の
な

か
で
広
告
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　

Sneddon

は
こ
の
深
い
自
律
の
行
使
を
、C

harles Taylor

の
共
同
体
主
義

に
基
づ
い
て
、
⑴
生
の
可
能
な
あ
り
方
に
対
し
て
自
分
が
開
か
れ
て
あ
る
こ

と
、
⑵
言
語
に
根
づ
い
た
概
念
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
、
に
求
め
る
。Sneddon

は
、
広
告
は
ど
ち
ら
の
要
求
に
対
し
て
も
そ
れ
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
機
能

し
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
第
一
に
、
広
告
が
人
々
に
他
の
生
き
方
を

知
る
こ
と
を
妨
げ
た
り
、
他
の
生
き
方
を
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
削
い
だ
り
、

さ
ら
に
は
可
能
な
生
き
方
の
存
在
そ
れ
自
体
を
無
く
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
さ

れ
る
。
第
二
に
、
広
告
が
本
質
的
に
他
者
の
意
見
を
認
め
ず
、
他
者
と
の
対
話

を
通
し
た
概
念
の
獲
得
を
妨
げ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。Sneddon

が
強
調
す
る

の
は
、
広
告
が
深
い
自
律
を
脅
か
す
こ
と
は
、
浅
い
自
律
の
場
合
と
同
じ
く
ら

い
本
来
深
刻
な
倫
理
的
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
消
費
至
上
主
義
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
た
議

論
が
、
資
本
主
義
に
か
か
わ
ら
ず
生
の
あ
り
方
と
い
う
よ
り
根
源
的
な
問
題
と

し
て
捉
え
直
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

102

）。
彼
は
、
広
告
は
他
の
資
本
主
義
社
会
の
特
徴
と
と
も
に
、
個
人
か
ら

信
念
・
欲
求
・
目
的
・
利
害
関
心
を
批
判
的
に
反
省
す
る
能
力
や
意
志
を
奪
う

と
警
告
し
て
い
る
。
説
得
的
広
告
は
確
か
に
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
選
択
の
幅

を
広
げ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
説
得
的
広
告
に
含
ま
れ
る
暗
示
的
内
容
は

個
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
政
治
的
・
経
済
的
関
心
事
（affairs

）
の
あ
り
方

の
選
択
肢
を
減
じ
て
し
ま
う
。L

ippke

は
広
告
の
暗
示
的
内
容
に
次
の
四
つ

の
政
治
的
性
格
を
読
み
取
っ
て
い
る
（L

ippke

［1995

］111

）。
⑴
消
費
者
は

大
企
業
か
ら
恩
恵
を
被
っ
て
い
る
、
⑵
製
品
は
多
く
、
新
し
い
ほ
ど
善
い
、
⑶

優
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
か
ど
う
か
は
消
費
者
を
満
足
さ
せ
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
、
⑷
消
費
こ
そ
善
い
生
活
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ビ

ジ
ョ
ン
が
、
自
分
の
生
活
だ
け
で
な
く
社
会
制
度
の
あ
り
方
ま
で
も
判
断
す
る

基
準
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

L
ippke

は
平
等
主
義
（egalitarianism

）
の
立
場
に
立
っ
て
、
こ
の
問
題
を

分
析
し
て
い
る
。
先
進
的
な
資
本
主
義
社
会
は
、「
十
分
な
自
律
」
の
社
会
的

条
件
を
与
え
損
な
う
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
広
告
の
せ
い
で
、
十
分
な

自
律
を
養
う
た
め
の
教
育
や
文
化
に
対
し
て
不
平
等
に
し
か
ア
ク
セ
ス
で
き
な

い
状
態
に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（L

ippke

［1995

］106

）。

　

Sneddon

の
議
論
は
、
こ
う
し
た
社
会
通
念
の
問
題
を
、
も
う
一
つ
の
主
題

で
あ
る
個
人
の
自
律
の
問
題
と
連
続
的
に
捉
え
直
そ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（Sneddon

［2001

］）。
彼
は
、
消
費
至
上
主
義
へ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
植
え
付
け
る
装
置
と
し
て
の
広
告
の
問
題
性
が
、
単
に
資

本
主
義
嫌
い
の
人
だ
け
が
も
つ
関
心
事
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
彼

は
ま
ず
、
自
律
を
浅
い
（shallow

）
自
律
と
深
い
（deep

）
自
律
に
分
け
る
。
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第
三
章
　

広
告
機
能
の
分
類

　

情
報
を
伝
え
る
情
報
的
広
告
と
消
費
者
に
商
品
の
購
入
を
説
得
す
る
説
得
的

広
告
と
い
う
広
告
機
能
の
区
別
はL

eiser

の
論
文
（L

eiser

［1979

］）
に
は

見
ら
れ
な
い
。
彼
は
広
告
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら

ず
、
受
け
手
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
か
ど
う
か
だ
け
が
問
題
だ
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
受
け
手
の
本
当
の
ニ
ー
ズ
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
そ
れ
を

探
ろ
う
と
す
る
者
が
既
に
広
告
の
影
響
を
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い（Santilli

［1983

］29

）。
む
し
ろ
、自
律
を
侵
害
す
る
広
告
の
機
能
を
特
定
し
、

ど
う
い
っ
た
広
告
な
ら
ば
道
徳
的
に
問
題
で
あ
る
か
を
考
え
て
ゆ
く
方
が
建
設

的
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
第
一
章
で
ふ
れ
て
き
た
論
文
の
多
く
で
は
、
消
費
者
の

自
律
を
侵
害
す
る
広
告
と
し
て
、
説
得
的
広
告
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、Santilli

は
、
説
得
的
広
告
の
み
が
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
不

適
切
に
向
け
ら
れ
て
お
り
自
律
を
侵
害
す
る
と
主
張
す
る
（Santiili

［1983

］

32

）。C
risp

も
説
得
的
広
告
に
絞
っ
て
、
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
効
果
や
、
広
告
の
誇

張
（puffery

）、広
告
の
反
復
（repetition

）
を
問
題
に
し
て
い
る
（C

risp
［1987

］
413

）。

　

も
ち
ろ
ん
、
情
報
的
広
告
が
問
題
に
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
⑴
有
害
な

商
品
の
広
告
、
⑵
売
春
な
ど
不
道
徳
な
サ
ー
ビ
ス
の
広
告
、
⑶
差
別
的
な
求

人
広
告
、
⑷
ナ
チ
ス
な
ど
の
不
道
徳
な
団
体
の
メ
デ
ィ
ア
・
そ
れ
を
支
持
す
る

メ
デ
ィ
ア
で
の
広
告
は
情
報
的
広
告
で
あ
っ
て
も
倫
理
的
に
問
題
に
な
り
う

る
（Santiili

［1983

］30

）。
し
か
しL

eiser

が
情
報
的
広
告
と
説
得
的
広
告

の
区
別
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
両
者
が
と
も
に
消
費
者
の
自
律
を
侵
害
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
てSantilli

は
、
情
報
的
広

告
の
ほ
う
は
正
し
く
情
報
を
述
べ
る
点
で
は
道
徳
的
で
あ
り
、
消
費
者
の
自
律

を
侵
害
し
て
い
な
い
とL

eiser

を
批
判
す
る
。
真
実
を
語
る
言
明
（truthful 

statem
ents

）
と
し
て
の
広
告
の
倫
理
性
をSantilli

は
強
調
す
る
。
こ
れ
は

広
告
が
支
持
す
る
価
値
や
目
的
の
正
し
さ
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼

は
ナ
チ
ス
に
与
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
広
告
で
も
、
そ
れ
が
彼
ら
の
声
明
を
正
し
く

述
べ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
の
声
明
が
も
つ
価
値
と
は
別
に
、そ
の
点
に
限
っ

て
そ
れ
は
道
徳
的
で
あ
る
と
言
う
。

　

Santilli

が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
情
報
的
広
告
の
擁
護
に
対
し
て
は
、
二
つ

の
仕
方
で
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
情
報
的
広
告

の
広
告
情
報
は
暗
示
的
（im

plicit

）
内
容
を
も
つ
ゆ
え
に
問
題
で
あ
る
と
す

る
批
判
が
あ
る
。L

ippke

は
広
告
に
明
示
的
（explicit

）
内
容
と
暗
示
的
内

容
の
区
別
を
す
る
。
も
し
広
告
内
容
が
明
示
的
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
操
作
さ
れ

る
よ
う
な
こ
と
は
成
人
で
あ
れ
ば
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
広
告
は

あ
る
価
値
を
暗
示
的
に
伝
達
し
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
、
そ
の
価
値
を
伝
達
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
け
を
読
む
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
と
、L

ippke

は
警
告
す
る
。

　

第
二
に
、
そ
も
そ
も
情
報
的
広
告
と
説
得
的
広
告
は
区
別
で
き
な
い
と
い
う

主
張
が
あ
る
。E

m
am

alizadeh

（E
m

am
alizadeh

［1985

］152

）
が
こ
う
し

た
主
張
を
行
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
広
告
が
大
衆
を
説
得
し
て
購
買
や
態
度
の

変
更
な
ど
な
ん
ら
か
の
特
定
の
行
動
へ
向
か
わ
せ
る
目
的
を
も
つ
こ
と
は
、
自

明
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、情
報
的
な「
案
内
広
告（a classified ad

）」で
あ
っ

て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
説
得
的
な
「
全
面
広
告
（a full page ad

）」
よ
り
も
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説
得
的
で
あ
り
う
る
（E

m
am

alizadeh

［1985

］152

）。

　

E
m

am
alizadeh

は
、
先
述
し
た
よ
う
に
（
本
論
文
第
一
章
）
広
告
の
仕
方

が
合
理
的
な
説
得
に
な
っ
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
彼
に

と
っ
て
、
広
告
機
能
の
有
効
な
区
別
は
説
得
的
広
告
と
情
報
的
広
告
の
区
別
で

は
な
く
、
合
理
的
な
説
得
と
不
合
理
な
説
得
の
区
別
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
でB

enn
（B

enn

［1967

］）
は
、
現
代
の
広
告
主
・
宣
伝
者
・

P 

R
業
者
が
直
面
す
る
問
題
は
、
古
典
的
自
由
主
義
者
が
問
題
に
し
た
検
閲

や
思
想
提
供
の
独
占
的
支
配
の
よ
う
な
政
府
の
強
制
（coercion

）
に
対
す
る

大
衆
の
反
抗
的
意
図
を
い
か
に
覆
す
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
大
衆
に
そ
う

し
た
い
と
思
わ
せ
る
説
得
（persuasion
）
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
と
し
、
自

由
主
義
の
立
場
か
ら
新
た
に
合
理
的
説
得
の
基
準
を
検
討
し
た
。し
た
が
っ
て
、

B
enn

の
議
論
で
は
、
広
告
の
中
に
ど
の
よ
う
な
機
能
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の

ど
の
機
能
が
問
題
な
の
か
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
大
衆
に
対
す
る

影
響
一
般
の
な
か
に
強
制
と
説
得
が
あ
り
、
広
告
は
説
得
と
い
う
タ
イ
プ
に
含

ま
れ
る
と
い
う
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

B
eaucham

p

は
、
受
け
手
へ
の
影
響
を
、
完
全
に
消
費
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
や
り
方
と
し
て
の
「
強
制
」
か
ら
、
ま
っ
た
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
い

や
り
方
と
し
て
の
「
説
得
」
ま
で
の
連
続
体
（continuum

）
と
し
て
捉
え
る

（B
eaucham

p

［1984

］2― 3

）。
こ
の
見
方
は
先
のB

enn

の
議
論
に
由
来
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、Beaucham

p

は
独
自
に
、
そ
の
連
続
体
の
中
間
に
、

時
に
は
受
け
手
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
時
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
い
や
り
方

と
し
て
「
操
作
（m

anipulation

）」
を
置
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
今
ま
で
の
広
告

の
多
く
は
、B

enn

の
言
う
説
得
で
も
ま
し
て
や
強
制
で
も
な
く
、
こ
の
操
作

と
い
う
機
能
を
持
つ
も
の
だ
と
特
徴
づ
け
る
。こ
こ
で
は
操
作
と
い
う
言
葉
で
、

鼓
舞
（incentive

）・
誘
惑
・
そ
そ
の
か
し
・
不
合
理
な
説
得
・
あ
ざ
む
き
な

ど
を
一
括
し
て
い
る
。
人
を
だ
ま
す
よ
う
な
（deceptive

）
操
作
と
い
う
、
説

得
と
は
異
な
る
広
告
機
能
はB

eaucham
p

の
議
論
で
は
情
報
操
作
に
限
定
さ

れ
て
い
る
。B

eaucham
p

はIR
A

（
個
人
退
職
勘
定
）
の
口
座
を
も
つ
各
銀
行

の
広
告
が
、
短
期
利
回
り
ば
か
り
を
宣
伝
し
て
、
一
生
涯
に
お
け
る
平
均
実
効

的
年
間
利
回
り
を
表
示
し
て
こ
な
か
っ
た
例
を
、
情
報
操
作
の
例
と
し
て
挙
げ

て
い
る
（B

eaucham
p

［1984

］10― 13

）。
そ
の
背
景
と
し
て
、B

eaucham
p

は
、
こ
れ
ま
で
の
広
告
は
説
得
的
な
形
式
を
使
う
べ
き
と
き
に
、
操
作
的
な
形

式
を
使
っ
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
広
告
主
の
広
告
概
念
の
捉
え

方
が
あ
ま
り
に
も
、「
自
由
企
業
モ
デ
ル
（free-enterprise m

odel

）」
に
よ

り
が
ち
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
広
告
が
説
得
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
モ
デ

ル
に
、
開
示
の
原
則
や
説
得
的
技
術
に
基
づ
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ

ル
を
結
び
つ
け
、
制
限
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

H
are

はB
eaucham

p

へ
の
論
評
の
中
で
、
広
告
の
諸
影
響
を
連
続
体
と
し

て
捉
え
る
必
要
は
な
い
と
批
判
す
る
（H

are

［1984

］）。
そ
し
て
影
響
の
連

続
体
の
特
定
部
分
つ
ま
り
操
作
そ
れ
自
体
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
操
作
が
用
い

ら
れ
た
帰
結
が
悪
い
の
だ
と
批
判
す
る
。B

eaucham
p

が
考
慮
し
な
か
っ
た

の
は
、
広
告
が
情
報
を
公
衆
に
伝
え
、
公
衆
が
望
む
市
場
を
創
造
す
る
機
能
を

も
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
公
衆
が
望
む
市
場
を
創
造
す
る
た
め
に

は
、
公
衆
の
選
好
充
足
を
最
大
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
好
充

足
を
最
大
化
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
広
告
機
能
の
行
使
は
、
そ
の
形
式
が

説
得
・
操
作
・
強
制
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
で
悪
い
と
主
張
さ
れ
る
。
こ



広告は消費者の自律を侵害するのか？

127

う
し
て
、H

are

は
、
広
告
の
機
能
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
功
利
主
義
の

立
場
か
ら
そ
の
広
告
の
善
悪
を
道
徳
的
に
判
断
で
き
る
枠
組
み
を
提
出
し
て
い

る
。

第
四
章
　

商
品
の
性
格
と
広
告
の
結
び
つ
き

　

前
章
で
見
た
広
告
機
能
の
問
題
に
関
連
し
て
、
商
品
の
性
格
と
広
告
の
結
び

つ
き
が
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
善
い
（
悪
い
）
商
品
の
広
告
は

善
い
（
悪
い
）
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

L
eiser

は
商
品
の
ニ
ー
ズ
が
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
生
活
に
必
需
な
ら
ば
、
説

得
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
の
広
告
は
善
い
と
考
え
て
い
る
（L

eiser

［1979

］）。
逆
に
、
有
害
な
商
品
の
広
告
は
悪
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼

は
商
品
の
性
格
と
広
告
を
結
び
つ
け
、
広
告
の
評
価
は
広
告
さ
れ
た
商
品
の
評

価
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

前
章
で
み
た
よ
う
に
、Santilli

もE
m

am
alizadeh

も
、
商
品
の
性
格
と
広

告
は
結
び
つ
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。Santilli

に
よ
れ
ば
、
内
容
に
問
題
が

あ
る
こ
と
と
、
内
容
の
提
示
の
仕
方
に
偽
り
が
あ
る
こ
と
は
倫
理
的
問
題
と
し

て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（Santilli

［1983

］）。
消
費
者
の
自
律

を
奪
う
の
は
、
内
容
の
提
示
の
仕
方
に
偽
り
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
に
対
しL

ee

（L
ee

［1987

］）
は
中
間
的
な
見
解
を
支
持
す
る
。
つ

ま
り
、
悪
い
商
品
の
広
告
は
ど
れ
も
善
く
は
な
り
え
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、善
い
商
品
の
広
告
が
す
べ
て
善
い
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
。
彼
の
見
解
は
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
研
究
者
と
し
て
、
倫
理
学
者
の
間
で
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ

て
い
な
い
側
面
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
商
品
の
善
悪
が
広
告
の

評
価
に
関
わ
る
の
は
、
広
告
が
商
品
と
統
合
さ
れ
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
パ
ッ

ケ
ー
ジ
で
あ
る
か
ら
だ
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
悪
い
商
品
な
ら
ば
、
統
合

さ
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
自
体
が
善
く
な
り
え
な
い
の
で
、
そ
の
売
り
込
み
や
価
格

づ
け
と
同
じ
く
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
一
要
素
で
あ
る
広
告
も
ま
た
、
善
く
は
な

り
え
な
い
。
他
方
で
、
善
い
商
品
の
広
告
が
す
べ
て
善
い
わ
け
で
は
な
い
。
つ

ま
り
、
必
ず
し
も
商
品
の
善
悪
が
広
告
の
善
悪
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
貧
困
国
で
は
善
い
商
品
を
広
告
し
た

か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
十
分
な
教
育
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
消
費
者
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
善
く
な
い
も
の
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
と
め
と
展
望

　

最
近
の
広
告
研
究
で
は
、
広
告
は
消
費
者
の
自
律
を
脅
か
す
、
と
い
う
見
解

は
支
持
さ
れ
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（B

arber

［2002

］）。
そ
の
根
拠

と
し
て
、
広
告
が
消
費
者
に
商
品
を
買
わ
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と

を
示
す
実
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Jones

［1998

］328― 322

）。
そ
の
な
か

で
も
好
例
と
し
て
し
ば
し
ば
採
り
上
げ
ら
れ
る
出
来
事
が
、
一
九
七
一
年
に
米

国
政
府
が
タ
バ
コ
の
テ
レ
ビ
広
告
を
禁
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
に

関
す
る
研
究
の
な
か
に
は
、
一
九
七
一
年
か
ら
米
国
の
テ
レ
ビ
で
タ
バ
コ
広
告

が
禁
止
さ
れ
て
も
タ
バ
コ
の
売
り
上
げ
に
減
少
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示

す
実
証
研
究
も
あ
り
、Jones

も
自
ら
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
採
り

上
げ
て
い
る
（Jones

［1998

］330― 331

）。
そ
こ
でB

arber

は
、
広
告
の
主
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な
目
的
は
、
購
買
行
動
の
促
進
で
は
な
く
、
あ
る
商
品
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
だ
け
で

の
ブ
ラ
ン
ド
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
シ
ェ
ア
を
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
主
張
す
る

（B
arber

［2002

］3

）。
よ
っ
て
、
消
費
者
を
意
図
的
に
操
作
す
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
広
告
主
に
と
っ
て
は
現
実
的
で
は
な
い
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

　

仮
に
こ
う
し
た
研
究
結
果
が
妥
当
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
消
費
者
の
自
律
を

侵
害
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
そ
の
ま
ま
残
り
、
依
然
と
し
て
広
告
倫

理
研
究
の
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
文
第
一
章
、
第

二
章
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
ひ
と
く
ち
に
自
律
と
い
え
ど
も
、
広
告
主
と
受

け
手
、
さ
ら
に
そ
の
社
会
を
巡
っ
て
自
律
概
念
の
捉
え
方
は
多
様
で
あ
る
。
広

告
倫
理
研
究
と
し
て
自
律
概
念
を
分
析
・
整
理
し
て
ゆ
く
作
業
は
今
後
と
も
十

分
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
第
三
章
で
紹
介
し
て
き
た
よ

う
な
広
告
機
能
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
広
告
機

能
が
自
律
概
念
の
特
定
の
面
に
関
与
す
る
の
か
を
分
析
す
る
倫
理
学
的
な
作
業

を
通
し
て
、
侵
害
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
自
律
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ

（
た
だ
し
、
既
に
採
り
上
げ
たH

are

の
よ
う
に
、
広
告
機
能
の
分
析
は
広
告

の
善
し
悪
し
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
立
場
も
あ
り
う
る
）。
ま
た
自
律
概
念
の

検
討
の
た
め
に
は
第
四
章
で
示
さ
れ
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し

て
の
広
告
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
消
費
者
一
辺
倒
の
議
論
の
な
か
で
見
落
と
さ

れ
て
い
た
広
告
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
的
側
面
を
再
確
認
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ

る
。
広
告
は
そ
れ
独
自
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
顧
客
情
報
の
収
集
・
広

告
コ
ン
セ
プ
ト
の
提
案
・
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
の
注
文
・
メ
デ
ィ
ア
の
選
択
・
広

告
内
容
の
作
成
・
広
告
活
動
・
消
費
者
の
受
容
・
商
品
の
購
買
、
こ
う
し
た
一

連
の
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
側
面
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
広
告
に
お
け

る
自
律
概
念
の
考
察
を
よ
り
現
実
的
で
具
体
的
な
か
た
ち
に
仕
上
げ
て
ゆ
く
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
た
と
え
広
告
の
主
な
目
的
が
、
購
買
行
動
の
促
進
で
は
な
く
、
あ

る
商
品
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
だ
け
で
の
ブ
ラ
ン
ド
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
シ
ェ
ア
を
拡
大
す

る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
広
告
が
消
費
者
の
自
律

を
侵
害
し
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
広
告
効
果
に
関
す
る
個
々

の
実
験
に
よ
っ
て
自
律
の
ど
の
側
面
に
関
す
る
見
解
が
示
さ
れ
た
の
か
を
丁
寧

に
検
討
す
る
作
業
は
な
お
も
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検

討
は
倫
理
学
的
研
究
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
倫
理
学
が
果
た
し
う
る
役
割
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
現
場
の
実
地
調
査
や
そ
れ
に
関
す
る
検
証
実
験
と
の
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
本
論
文
で
紹
介
し
た
分
析
や
枠
組
み
な
ど
に
基
づ
い
て
倫
理
学
研
究

の
側
か
ら
実
験
デ
ザ
イ
ン
を
提
供
す
る
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
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問
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。
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問
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