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病
的
賭
博
へ
の
神
経
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

吉
田
　
敬

１　

序
論

　
依
存
︵dependence

︶、
あ
る
い
は
嗜
癖
︵addiction

︶
は
、
人
間
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
様
々
な
形
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

コ
カ
イ
ン
や
ヘ
ロ
イ
ン
、
あ
る
い
は
ニ
コ
チ
ン
な
ど
の
薬
物
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
あ
る
種
の
社
会
行
動
や
人
間
関
係
に
つ

い
て
も
、
異
論
は
あ
る
に
せ
よ
、
依
存
や
嗜
癖
と
い
う
形
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
買
い
物
依
存

症
や
病
的
賭
博

（
（
（

︵pathological gam
bling

︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
依
存
、
あ
る
い
は
嗜
癖
に
関
し
て
は
、
哲
学
や
社
会
科
学
に
お
い
て
様
々
な
説
明
が
試
み
ら
れ
て
き
た

（
（
（

。
し
か
し
、
こ
う
し

た
説
明
の
い
ず
れ
も
、
依
存
や
嗜
癖
の
問
題
の
根
本
的
な
解
決
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
軽
度
な
ら
と
も

か
く
、
重
度
の
依
存
や
嗜
癖
は
人
間
が
社
会
生
活
を
営
む
上
で
大
き
な
障
壁
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
依
存
や
嗜
癖
を
解
決
す

る
こ
と
は
社
会
的
に
見
て
、
重
要
性
の
高
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
神
経
経
済
学
の
観
点
か
ら
嗜
癖
、
特
に
病
的
賭

博
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
。

　
神
経
経
済
学
は
、
人
間
の
経
済
行
動
の
神
経
科
学
的
研
究
を
行
う
分
野
で
あ
り
、
近
年
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
見
せ
て
い
る
。

神
経
経
済
学
は
大
き
く
分
け
て
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
内
の
行
動
経
済
学
と
神
経
細
胞
経
済
学
の
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
な
る
︵Ross 
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2008

︶。
前
者
は
行
動
経
済
学
の
実
験
を
ス
キ
ャ
ナ
ー
内
で
行
う
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
神
経
細
胞
の
活
動
を
経
済
学
的
に
分

析
す
る
も
の
で
あ
る

（
（
（

。
こ
の
論
文
で
は
特
に
後
者
の
神
経
細
胞
経
済
学
に
よ
る
嗜
癖
の
研
究
を
取
り
上
げ
て
い
く
が
、
そ
の
点

で
参
考
に
な
る
の
が
、
経
済
学
の
哲
学
者
、
ド
ン
・
ロ
ス
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
研
究
で
あ
る
。
著
書
﹃
中
脳
の
反
乱
﹄

に
お
い
て
、
ロ
ス
た
ち
は
、
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
︵disordered gam

bling

︶
を
経
済
学
・
神
経
科
学
的
観
点
か
ら
検
討
し
、
非

嗜
癖
的
な
も
の
と
嗜
癖
的
な
も
の
の
二
つ
に
分
け
、
ど
ち
ら
も
行
動
レ
ベ
ル
で
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
イ
ン
ズ
リ
ー
流
の
ピ
コ
経
済

学
で
説
明
で
き
る
も
の
の
、
神
経
経
済
学
は
さ
ら
に
神
経
科
学
の
レ
ベ
ル
で
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
︵addictive gam

bling

︶
を
説

明
で
き
る
、
と
論
じ
る
︵Ross et al. 2008

︶。
更
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
ロ
ス
た
ち
は
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
こ
そ
が
嗜
癖
の
基

礎
的
現
象
な
の
だ
、
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
主
張
の
背
景
に
は
、
嗜
癖
は
脳
、
特
に
報
酬
系
の
機
能
不
全
に
由
来
す
る
と
い

う
考
え
が
あ
る
。

　
こ
の
論
文
で
は
、
病
的
賭
博
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
神
経
経
済
学
を
応
用
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検

討
す
る
。
初
め
に
、
病
的
賭
博
に
関
す
る
、
既
存
の
日
常
的
、
及
び
医
学
的
概
念
と
診
断
基
準
に
ま
つ
わ
る
混
乱
に
触
れ
な
が

ら
、
そ
の
整
理
を
試
み
る
。
次
に
、
嗜
癖
は
報
酬
系
の
機
能
不
全
に
由
来
す
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
ロ
ス
た
ち
は
ど
の
よ

う
に
そ
の
混
乱
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
確
認
す
る
。
し
か
し
、
嗜
癖
が
報
酬
系
の
機
能
不
全
に
由
来
す
る
な
ら
ば
、
嗜

癖
は
病
気
で
あ
り
、
病
人
で
あ
る
嗜
癖
者
は
自
ら
の
行
動
に
対
す
る
責
任
を
免
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
嗜
癖
が
病
気
で
あ
る
以
上
、
嗜
癖
者
は
治
療
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
は
責
任
を
免
除
す
る
わ
け
で

は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
最
後
に
、
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
日
本
の
病
的
賭
博
と
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
現
状
に
つ
い
て
検
討

し
、
病
的
賭
博
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
神
経
科
学
の
知
見
に
基
づ
い
て
、
患
者
の
診
断
や
治
療
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
社

会
制
度
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
論
じ
る
。
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２　

嗜
癖
、
特
に
病
的
賭
博
に
関
わ
る
概
念
と
診
断
基
準
の
問
題

　
ま
ず
、
病
的
賭
博
に
関
す
る
、
日
常
的
、
及
び
医
学
的
概
念
と
診
断
基
準
の
整
理
か
ら
始
め
よ
う
。
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、

依
存
、
嗜
癖
、
あ
る
い
は
中
毒
︵intoxication

︶
と
い
っ
た
用
語
を
あ
た
か
も
同
じ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
用
い
る
。
例
え
ば
、

毎
晩
の
よ
う
に
飲
み
屋
で
深
酒
を
す
る
人
を
指
し
て
、﹁
あ
の
人
は
ア
ル
中
だ
﹂
と
言
う
こ
と
は
日
常
生
活
に
お
い
て
よ
く
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
医
学
的
に
は
、
こ
う
し
た
用
語
の
使
い
方
は
正
し
く
な
い
。
と
い
う
の
も
、
中
毒
と
依
存
や
嗜
癖
は
異

な
る
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
精
神
科
医
の
田
辺
等
に
よ
れ
ば
、
依
存
と
は
、﹁
身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
に
、
自
分
の
不
利

益
、
不
都
合
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
止
め
ら
れ
ず
に
反
復
し
続
け
て
い
る
状
態
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︵
田
辺 

二
〇
〇
二
、三
三
︶。
ま
た
、
嗜
癖
は
通
常
、
依
存
の
類
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
医
学
的
に
一
つ
の
症
状

を
言
い
表
す
の
に
二
つ
の
用
語
が
あ
る
理
由
は
、
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
元
々
は
、
先
に
述
べ
た
状
態
を
言
い
表
す
と
き
に
、

嗜
癖
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
嗜
癖
で
は
な
い
も
の
に
ま
で
嗜
癖
と
い
う
用
語
が
乱
用
さ
れ
て
い

る
状
況
を
鑑
み
、
世
界
保
健
機
構
︵
Ｗ
Ｈ
Ｏ
︶
は
一
九
八
二
年
に
、
嗜
癖
の
代
わ
り
に
依
存
を
使
う
こ
と
を
推
奨
し
た
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
で
も
嗜
癖
と
い
う
用
語
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
依
存
と
い
う
用
語
さ
え
も
一
人
歩
き

し
て
し
ま
っ
て
、
実
際
に
は
依
存
と
は
言
い
難
い
も
の
に
ま
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の

試
み
は
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
、
こ
の
論
文
で
も
、
依
存
と
嗜
癖
は
医
学
的
に
同
じ
症
状
を
指

す
用
語
と
み
な
す
こ
と
に
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
先
に
述
べ
た
﹁
あ
の
人
は
ア
ル
中
だ
﹂
と
言
う
と
き
の
中
毒
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
依
存
や
嗜

癖
と
は
事
情
が
異
な
る
。
医
学
的
に
は
、
中
毒
は
毒
に
当
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
具
体
的
な
例
と
し
て
は
食
中
毒
や
急

性
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
症
状
は
依
存
や
嗜
癖
が
指
し
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
先
の
例
は
中
毒
と
い
う
言
葉
の
誤
用
で
あ
っ
て
、
正
し
く
は
、﹁
あ
の
人
は
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
だ
﹂
と
言
わ
な
け
れ
ば



90

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、﹁
あ
の
人
は
ア
ル
中
だ
﹂
と
言
っ
て
い
る
場
合
、
実
際
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
を
指

し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
使
い
方
は
で
き
れ
ば
、
避
け
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
後

に
見
る
よ
う
に
、
ロ
ス
た
ち
は
嗜
癖
に
報
酬
系
の
機
能
不
全
と
い
う
特
殊
な
意
味
を
与
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
、
こ

れ
ま
で
の
医
学
上
の
嗜
癖
概
念
や
そ
れ
に
基
づ
い
た
診
断
基
準
の
書
き
換
え
を
目
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
先
に

見
た
よ
う
に
、
依
存
や
嗜
癖
の
概
念
が
日
常
的
に
も
、
医
学
的
に
も
、
混
乱
し
た
状
態
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ロ
ス
た
ち
の
よ
う
に
、
神
経
科
学
的
知
識
に
基
づ
い
て
、
医
学
上
の
嗜
癖
概
念
や
診
断
基
準
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
は
、

単
に
医
学
的
な
混
乱
を
解
消
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
用
語
の
使
い
方
の
変
更
を
迫
る
と
い

う
意
義
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
既
存
の
医
学
的
概
念
に
基
づ
い
て
、
嗜
癖
が
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
、
診
断
さ
れ
て
い
る
か
を

見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
田
辺
︵
二
〇
〇
二
︶
に
よ
れ
ば
、
嗜
癖
は
物
質
嗜
癖
︵substance addiction

︶
と
過
程
嗜
癖
︵process addiction

︶
の
二
つ
か

ら
な
る

（
（
（

。
前
者
は
さ
ら
に
、
依
存
性
物
質
の
過
剰
反
復
使
用
と
非
依
存
性
物
質
の
過
剰
反
復
使
用
か
ら
な
る
。
私
た
ち
が
普
通
、

嗜
癖
と
し
て
連
想
す
る
の
は
、
ヘ
ロ
イ
ン
、
コ
カ
イ
ン
、
ニ
コ
チ
ン
な
ど
に
対
す
る
嗜
癖
だ
が
、
こ
れ
は
物
質
嗜
癖
で
あ
り
、

特
に
依
存
性
物
質
の
過
剰
反
復
使
用
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
過
程
嗜
癖
に
含
ま
れ
る
の
は
、
買
い
物
嗜
癖
、
過
食
と
自
己

誘
発
嘔
吐
、
そ
し
て
病
的
賭
博
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
精
神
科
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
病
的
賭
博
の
診
断
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
精
神
疾
患
の

診
断
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
﹃
精
神
疾
患
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア

ル
﹄
の
第
四
版
の
新
訂
版
で
あ
る
︵
以
下
、
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︲
IV
︲
Ｔ
Ｒ
︶。
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︲
IV
︲
Ｔ
Ｒ
に
よ
る
と
、
病
的
賭
博
は
次
の
う

ち
、﹁
五
つ
︵
ま
た
は
そ
れ
以
上
︶
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
持
続
的
で
反
復
的
な
不
適
応
的
賭
博
行
為
﹂
を
指
す
。

︵
１
︶
賭
博
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
︹
…
…
︺。
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︵
２
︶
興
奮
を
得
る
た
め
に
、
掛
け
金
の
額
を
増
や
し
て
賭
博
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

︵
３
︶
賭
博
を
す
る
の
を
抑
え
る
、
減
ら
す
、
や
め
る
な
ど
の
努
力
を
繰
り
返
し
、
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

︵
４
︶
賭
博
を
す
る
の
を
減
ら
し
た
り
、
ま
た
は
や
め
た
り
す
る
と
落
ち
着
か
な
く
な
る
、
ま
た
は
い
ら
だ
つ
。

︵
５
︶
問
題
か
ら
逃
避
す
る
手
段
と
し
て
、
ま
た
は
不
快
な
気
分
︹
…
…
︺
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
賭
博
を
す
る
。

︵
６
︶
賭
博
で
金
を
す
っ
た
後
、
別
の
日
に
そ
れ
を
取
り
戻
し
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
︹
…
…
︺。

︵
７
︶
賭
博
へ
の
の
め
り
込
み
を
隠
す
た
め
に
、
家
族
、
治
療
者
、
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
人
に
嘘
を
つ
く
。

︵
８
︶
賭
博
の
資
金
を
得
る
た
め
に
、
偽
造
、
詐
欺
、
窃
盗
、
横
領
な
ど
の
非
合
法
的
行
為
に
手
を
染
め
た
こ
と
が
あ
る
。

︵
９
︶
賭
博
の
た
め
に
、
重
要
な
人
間
関
係
、
仕
事
、
教
育
、
ま
た
は
職
業
上
の
機
会
を
危
険
に
さ
ら
し
、
ま
た
は
失
っ
た

こ
と
が
あ
る
。

︵
10
︶
賭
博
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
絶
望
的
な
経
済
状
況
を
免
れ
る
た
め
に
、
他
人
に
金
を
出
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
る
。

︵D
SM

-IV-T
R

, 674; 

邦
訳
、
六
四
一
︶

　
こ
う
し
た
診
断
基
準
に
基
づ
い
て
、
精
神
科
医
と
心
理
学
者
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
関
わ
る
症
状
を
次
の
よ
う
に
操
作
主
義

的
に
定
義
す
る
。
ま
ず
、
先
に
述
べ
た
診
断
基
準
を
五
つ
以
上
満
た
す
症
状
が
、
病
的
賭
博
と
呼
ば
れ
る
。
さ
ら
に
、
上
の

基
準
の
い
く
つ
か
を
満
た
し
、
病
的
賭
博
に
至
る
瀬
戸
際
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
行
動
が
、
問
題
ギ
ャ
ン
ブ
ル

︵problem
 gam

bling

︶
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
二
つ
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
、
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
定
義
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
類
を
可
能
に
し
て
い
る
診
断
基
準
に
は
問
題
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
に
挙
げ
た
診
断
基
準
を

見
る
限
り
、
十
個
の
診
断
基
準
そ
れ
ぞ
れ
が
同
等
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
す
る
の
を
抑

え
る
の
に
失
敗
す
る
の
と
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
資
金
を
得
る
た
め
に
非
合
法
的
行
為
に
手
を
染
め
る
の
と
で
は
、
明
ら
か
に
後
者

の
方
が
重
症
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
、
そ
の
点
も
考
慮
し
た
上
で
診
断
が
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︲
IV
︲



92

Ｔ
Ｒ
に
基
づ
く
診
断
が
問
診
に
よ
る
、
行
動
的
診
断
で
あ
る
以
上
、
精
神
科
医
に
よ
っ
て
診
断
に
ば
ら
つ
き
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︲
IV
︲
Ｔ
Ｒ
以
外
に
使
わ
れ
て
い
る
診
断
基
準
と
し
て
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
ズ
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
と
い
う
自
助
グ

ル
ー
プ
に
よ
る
﹁
二
〇
の
質
問
﹂
や
サ
ウ
ス
オ
ー
ク
ス
・
ギ
ャ
ン
ブ
リ
ン
グ
・
ス
ク
リ
ー
ン
︵
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｓ
︶
と
呼
ば
れ
る
質

問
表
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
行
動
的
診
断
で
あ
り
、
生
理
学
的
・
生
化
学
的
な
身
体
の
変
化
に
基
づ
い
た
診
断
で
は
な
い
上
に
、

Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｓ
は
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︲
III
の
改
訂
版
に
基
づ
い
て
お
り
、
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︲
IV
で
行
わ
れ
た
変
更
を
反
映
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
行
動
的
診
断
基
準
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
踏
ま
え
、
ロ
ス
た
ち
は
、
嗜
癖
は
報
酬
系
の
機
能
不
全
で
あ
る
と
い
う

考
え
に
基
づ
き
、
病
的
賭
博
と
問
題
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
な
お
す
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
病
的
賭
博
を
嗜
癖
的

ギ
ャ
ン
ブ
ル
、
そ
し
て
、
問
題
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
非
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
︵non-addictive gam

bling

︶
と
す
る
。
そ
し
て
、
ロ
ス

た
ち
は
、
両
者
を
含
め
た
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
ピ
コ
経
済
学
と
神
経
経
済
学
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
で
説
明
し
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
議
論
は
ど
の
よ
う
な
神
経
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
ロ
ス
た
ち
に
よ
る
、

疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
説
明
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

３　

ピ
コ
経
済
学
と
神
経
経
済
学
に
よ
る
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
説
明

　
ロ
ス
た
ち
の
議
論
を
見
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
彼
ら
の
主
張
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
ら
が
提
示
す
る
の
は
、
次
の
四

つ
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

︵
１
︶
典
型
的
に
嗜
癖
的
だ
と
伝
統
的
に
み
な
さ
れ
て
き
た
物
質

︱
刺
激
物
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
ニ
コ
チ
ン
、
そ
し
て
ア
ヘ

ン

︱
は
全
て
、
異
な
る
神
経
化
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
特
定
の
脳
シ
ス
テ
ム
、
い
わ
ゆ
る
ド
パ
ミ
ン
報
酬
経
路
に
、
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特
有
の
病
理
を
引
き
起
こ
す
。︹
…
…
︺﹁
嗜
癖
﹂
と
い
う
も
の
は
、︹
…
…
︺
報
酬
系
の
病
理
の
名
称
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ

き
だ
。

︵
２
︶
病
的
賭
博
の
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︹
︲
IV
︺
基
準
を
実
際
に
満
た
す
大
抵
の
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
全
て
の
人
び
と
︹
…
…
︺
は
、

ど
ん
な
薬
物
に
嗜
癖
し
て
い
な
い
と
き
で
も
、
薬
物
嗜
癖
者
と
同
じ
神
経
化
学
的
疾
患
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
病
的

賭
博
と
診
断
さ
れ
て
い
る
大
抵
の
人
び
と
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
嗜
癖
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
病
的
賭
博
の

行
動
的
診
断
は
、
神
経
科
学
的
診
断
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

︱
現
在
、
病
的
賭
博
の
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︲
IV
基
準
に
適

合
し
て
い
る
が
、︹
神
経
科
学
的
な
意
味
で
︺
嗜
癖
者
で
は
な
い
と
判
明
し
た
人
び
と
は
、
病
的
賭
博
と
も
は
や
分
類
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。
病
的
賭
博
が
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
共
存
す
る
︹
つ
ま
り
、
外
延
が
等
し
い
︺
よ
う
に
、
私
た
ち
の
行

動
基
準
を
調
整
す
べ
き
で
あ
る
。
科
学
哲
学
者
の
言
葉
で
言
え
ば
︹
…
…
︺、
病
的
賭
博
を
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
へ
と
ロ
ー

0

0

カ
ル
に
還
元

0

0

0

0

0

す
べ
き
で
あ
る
。

︵
３
︶
薬
理
学
的
介
入
に
対
す
る
、
病
的
賭
博
患
者
と
薬
物
嗜
癖
者
の
反
応
を
比
較
し
た
、
現
在
入
手
で
き
る
研
究
は
、
ほ

と
ん
ど
の
病
的
賭
博
患
者
が
嗜
癖
者
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
支
持
し
て
お
り
、
こ
れ
は
病
的
賭
博
の
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル

へ
の
ロ
ー
カ
ル
な
還
元
を
臨
床
的
に
正
当
化
す
る
。

︵
４
︶
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
、︹
薬
物
の
よ
う
に
︺
副
次
的
な
化
学
的
影
響
を
脳
に
与
え
る
こ
と
で
嗜
癖
の
基
本
的
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
悪
化
さ
せ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
、
特
有
の
報
酬
系
の
病
理
を
直
接
的
に
引
き
起
こ
す
の
だ
か
ら
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン

ブ
ル
は
十
分
に
、
嗜
癖
一
般
の
基
準
、
あ
る
い
は
基
本
的
モ
デ
ル
と
み
な
さ
れ
る
。︵Ross et al. 2008, 118–19; 

傍
点
は
原

文
イ
タ
リ
ッ
ク
、︹
︺
内
は
筆
者
の
補
足
︶

　
こ
の
四
つ
の
テ
ー
ゼ
か
ら
、
二
つ
の
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
に
、
嗜
癖
と
い
う
も
の
が
報
酬
系
の
病
理
で
あ
る
こ
と
は
臨
床

的
に
も
支
持
で
き
る
の
で
、
そ
れ
を
元
に
病
的
賭
博
の
診
断
基
準
を
神
経
科
学
の
知
見
に
基
づ
い
て
、
書
き
換
え
る
べ
き
だ
、
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と
い
う
こ
と
が
︵
１
︶
か
ら
︵
３
︶
の
テ
ー
ゼ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
こ
そ
が
嗜
癖
の
基
礎
に

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
︵
４
︶
の
テ
ー
ゼ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
で
述
べ
る
が
、
ロ
ス
た
ち
の
考
え
で
は
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
こ
そ
が
報
酬
系
を
操
作
す
る
、
最
も
直
接
的
な
方
法
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
嗜
癖
が
報
酬
系
の
病
理
で
あ
る
と

い
う
点
が
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
非
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
区
別
の
元
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
見
て
と
れ
る
。
つ
ま

り
、
患
者
の
報
酬
系
に
異
常
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
患
者
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
嗜
癖
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
嗜
癖
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ピ
コ
経
済
学
と
神
経
経
済
学
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
は
、
ど
の
よ
う
に
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
説
明
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ピ
コ
経
済
学
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ピ
コ
経
済
学
と
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
イ
ン
ズ
リ
ー
が
提
示
し
た
も
の
で
、

ミ
ク
ロ
経
済
学
を
心
理
学
を
使
っ
て
、
さ
ら
に
微
視
的
に
見
る
と
い
う
意
味
で
、
ミ
ク
ロ
ミ
ク
ロ
経
済
学
と
も
呼
ば
れ
る
。
エ

イ
ン
ズ
リ
ー
の
ピ
コ
経
済
学
は
、
経
済
学
に
心
理
学
を
導
入
す
る
と
い
う
点
で
、
行
動
経
済
学
の
一
種
と
言
え
る
。
ロ
ス
た
ち

は
、
エ
イ
ン
ズ
リ
ー
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
や
ハ
ワ
ー
ド
・
ラ
ク
リ
ン
の
研
究
も
含
め
た
総

称
と
し
て
、
ピ
コ
経
済
学
と
い
う
名
称
を
使
っ
て
い
る
が
、
紙
幅
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
エ
イ
ン
ズ
リ
ー
の

﹃
誘
惑
さ
れ
る
意
志
﹄︵Ainslie 2001

︶
に
沿
っ
て
、
ピ
コ
経
済
学
に
よ
る
説
明
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
従
来
の
経
済
学
で
は
、
ガ
リ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
た
ち
の
合
理
的
嗜
癖
モ
デ
ル
の
よ
う
に
、
合
理
的
選
択
論
に
基
づ
い
て
、
日
常

的
に
見
ら
れ
る
嗜
癖
の
説
明
を
行
っ
て
き
た
︵Becker and M

urphy 1988

︶。
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
考
慮

に
入
れ
て
も
、
嗜
癖
者
は
、
嗜
癖
対
象
や
行
動
の
方
が
そ
れ
を
避
け
る
よ
り
も
良
い
選
択
だ
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
嗜
癖
者

の
行
動
は
一
貫
し
て
お
り
、﹁
合
理
的
﹂
な
の
で
あ
る
︵Elster and Skog 1999b, 18

︶。

　
し
か
し
、
エ
イ
ン
ズ
リ
ー
は
、
合
理
的
嗜
癖
モ
デ
ル
で
は
嗜
癖
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
、
と
論
じ
る
。
彼
は
、
自
分
が
師

事
し
た
ハ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
や
ラ
ク
リ
ン
た
ち
の
影
響
の
下
に
、
嗜
癖
を
双
曲
曲
線
を
用
い
て
、
説
明
す
る
。
エ
イ
ン
ズ
リ
ー

に
よ
れ
ば
、
人
間
を
含
め
た
動
物
は
、
未
来
を
双
曲
的
に
割
り
引
く
よ
う
に
進
化
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
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動
物
は
、
初
め
は
魅
力
的
に
思
え
な
か
っ
た
、
小
さ
な
短
期
的
報
酬
が
手
に
入
る
直
前
に
な
る
と
、
そ
れ
が
大
き
な
長
期
的
報

酬
よ
り
大
き
く
、
魅
力
的
に
思
え
る
の
で
、
そ
の
誘
惑
に
屈
し
て
し
ま
い
、
選
好
の
一
時
的
な
逆
転
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
時

間
Ｘ
に
も
ら
え
る
小
さ
な
報
酬
と
Ｘ
か
ら
さ
ら
に
時
間
の
経
過
し
た
時
間
Ｙ
に
も
ら
え
る
、
同
種
の
大
き
な
報
酬
と
で
は
、
時

間
Ｘ
の
直
前
で
小
さ
な
報
酬
に
対
す
る
選
好
が
大
き
な
報
酬
に
対
す
る
選
好
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
な

考
え
に
基
づ
い
て
、
エ
イ
ン
ズ
リ
ー
は
嗜
癖
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
エ
イ
ン
ズ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
嗜
癖
と
は
、
小
さ
な
短
期

的
報
酬
に
対
す
る
選
好
が
大
き
な
長
期
的
報
酬
に
対
す
る
選
好
を
一
時
的
に
逆
転
す
る
現
象
を
指
し
、
こ
の
逆
転
の
期
間
は
長

い
も
の
も
あ
れ
ば
、
短
い
も
の
も
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
大
き
な
長
期
的
報
酬
が
小
さ
な
短
期
的
報
酬
の
誘
惑
に
打
ち
勝
つ
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

た
め
の
方
策
と
し
て
は
、
何
ら
か
の
物
理
的
手
段
や
自
分
に
関
わ
り
の
あ
る
他
人
の
意
見
を
使
っ
て
自
分
の
行
動
を
操
作
し
た

り
、
自
分
の
関
心
を
他
の
も
の
に
向
け
て
み
た
り
、
心
の
準
備
を
す
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
が
、
最
も
重
要
な
も
の
と

し
て
は
、
複
数
の
選
択
を
﹁
個
人
的
な
ル
ー
ル
﹂
に
し
た
が
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
化
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
方
策
は
、

小
さ
な
短
期
的
報
酬
の
誘
惑
に
打
ち
勝
つ
に
は
効
果
的
だ
が
、
常
に
原
理
や
原
則
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
と
、
あ
ま
り
に
杓

子
定
規
に
な
る
。
し
か
し
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
ル
ー
ル
を
破
る
口
実
を
見
つ
け
、
そ
れ
に
し
た
が
う
と
、
ル
ー
ル
は
ル
ー
ル
と
し

て
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
も
あ
る
︵Ainslie 2001, 73–89; 

邦
訳
、
一
一
一
～
三
四
︶。

　
ロ
ス
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
行
動
的
説
明
に
応
用
す
る
。
ロ
ス
た
ち
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

非
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
患
者
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
制
限
す
る
と
い
う
個
人
的
な
ル
ー
ル
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に

は
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
ル
ー
ル
を
守
れ
ば
大
き
な
長
期
的
報
酬
を
得
ら
れ
る
の
だ
が
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
い
う
、
小
さ
な
短
期
的

報
酬
が
手
に
入
る
直
前
に
な
る
と
、
そ
の
誘
惑
に
負
け
て
し
ま
い
、
一
時
的
な
選
好
の
逆
転
が
生
じ
る
。
結
果
と
し
て
、
患
者

は
個
人
的
な
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
が
で
き
ず
、
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
非
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
患
者
に
は
報
酬
系
の

異
常
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
患
者
は
、
非
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
患
者
の
特
徴
に
加
え
て
、
報



96

酬
系
に
も
異
常
を
き
た
し
て
い
る
の
だ
が
、
詳
し
く
は
後
で
触
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ピ
コ
経
済
学
で
は
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
非
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
区
別
さ
れ
な
い
が
、
行
動
上
の
違
い
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ス
た
ち
に
よ
れ
ば
、
経
験
を
積
ん
だ
カ
ジ
ノ
の
ス
タ
ッ
フ
は
高
い
確
率
で
、
最
初
期
以
外
の
嗜
癖
的

ギ
ャ
ン
ブ
ル
患
者
を
見
つ
け
ら
れ
る
そ
う
な
の
で
、
全
く
違
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
違
い
を
見
分
け
る
た
め
に

は
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
訓
練
が
必
要
と
な
る
︵Ross et al. 2008, 201–3

︶。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
ピ
コ
経
済
学
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
ロ
ス
た
ち
の
考
え
で
は
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
説
明
す
る
に
は
、

ピ
コ
経
済
学
だ
け
で
は
な
く
、
神
経
経
済
学
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
ら
の
議
論
を
見
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
神
経
組
織
の
一
般
的
な
機
能
は
、
内
的
状
態
や
外
的
刺
激
と
い
っ
た
情
報
に
基
づ
い

て
、
行
動
か
ら
ど
の
よ
う
な
報
酬
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
経
済
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
神
経
組
織
を
こ
の
よ
う
に
見

る
こ
と
は
、
神
経
組
織
の
活
動
が
経
済
学
的
な
分
析
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
限
ら
れ
た
資
源
を
効
果
的

に
使
っ
て
、
行
動
す
る
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ロ
ス
た
ち
は
モ
ン
タ

ギ
ュ
ー
と
バ
ー
ン
ズ
の
議
論
に
言
及
す
る
。
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
と
バ
ー
ン
ズ
の
考
え
で
は
、
眼
窩
前
頭
皮
質
︵
Ｏ
Ｆ
Ｃ
︶
や
線
条

体
の
よ
う
な
ド
パ
ミ
ン
受
容
領
域
が
さ
き
ほ
ど
言
及
し
た
経
済
的
な
評
価
に
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め

に
、
Ｐ
Ｖ
︵predictor-valuation

︶
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
︵M

ontague and Berns 2002

︶。

　
こ
の
Ｐ
Ｖ
モ
デ
ル
と
は
、
報
酬
予
測
に
関
わ
る
学
習
モ
デ
ル
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
か
り
の
点
灯
後
、
サ
ル
に
ジ
ュ
ー
ス
を

与
え
る
と
、
サ
ル
の
ド
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
初
め
、
ジ
ュ
ー
ス
が
与
え
ら
れ
た
時
点
で
反
応
す
る
が
、
実
験
が
繰
り
返
さ

れ
る
に
つ
れ
て
、
ド
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
明
か
り
の
点
灯
時
に
反
応
し
、
ジ
ュ
ー
ス
が
与
え
ら
れ
た
時
点
で
は
反
応
し
な
く

な
る
。
こ
れ
は
、
サ
ル
の
脳
内
で
明
か
り
の
点
灯
が
ジ
ュ
ー
ス
と
い
う
報
酬
を
予
測
さ
せ
る
た
め
に
、
反
応
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
Ｐ
Ｖ
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
予
測
で
き
な
い
刺
激
、
つ
ま
り
驚
き
は
、
腹
側
被
蓋
野
︵ventral tegm

ental area

︶、
黒
質

緻
密
部
︵substantia nigra pars com

pacta

︶、
腹
側
線
条
体
を
な
じ
み
の
あ
る
刺
激
よ
り
も
強
く
反
応
さ
せ
る
︵Ross et al. 2008, 



97 病的賭博への神経経済学的アプローチ

139

︶。
腹
側
被
蓋
野
と
黒
質
緻
密
部
は
中
脳
に
あ
り
、
前
者
は
側
坐
核
︵nucleus accum

bens

︶、
前
帯
状
皮
質
︵
Ａ
Ｃ
Ｃ
︶、
扁

桃
体
に
、
後
者
は
線
条
体
に
ド
パ
ミ
ン
を
放
出
す
る
こ
と
で
、
報
酬
信
号
を
送
る
。
こ
の
二
つ
か
ら
の
信
号
が
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

よ
り
上
か
下
か
に
よ
っ
て
、
受
け
取
っ
た
報
酬
が
予
想
よ
り
も
高
か
っ
た
か
、
低
か
っ
た
か
を
他
の
領
域
は
判
断
し
、
更
に
信

号
が
眼
窩
前
頭
皮
質
や
前
頭
前
皮
質
︵
Ｐ
Ｆ
Ｃ
︶
に
送
ら
れ
る
︵Ibid., 136

︶。
ド
パ
ミ
ン
に
は
、
新
規
性
を
追
い
求
め
，
そ

れ
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
顕
著
に
報
酬
を
予
測
さ
せ
る
も
の
に
対
す
る
集
中
が
促
さ
れ
、
そ
う
し
た
報
酬

を
予
測
さ
せ
る
も
の
に
反
応
し
て
、
運
動
系
が
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
嗜
癖
者
は
乱
用
の
対
象
に
強
迫
的
に
集

中
し
、
追
い
求
め
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
顕
著
な
手
が
か
り
に
対
す
る
パ
タ
ー
ン
が
確
立
さ
れ
、
嗜
癖
対
象
を
消
費
す
る
機

会
が
常
に
感
知
さ
れ
、
他
の
注
意
や
行
動
の
対
象
が
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︵Ibid., 147

︶。

　
し
か
し
、
ロ
ス
た
ち
は
こ
れ
だ
け
で
は
嗜
癖
の
説
明
に
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
ィ
ン
と
ヴ
ォ
ル
コ
ウ
の

Ｉ
︲
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
︵im

paired response inhibition and salience attribution

︶
モ
デ
ル
を
援
用
す
る
︵G

oldstein and Volkow
 2002

︶。

こ
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
嗜
癖
対
象
は
中
脳
の
報
酬
系
を
乗
っ
取
る
だ
け
で
な
く
、
前
頭
前
皮
質
に
よ
る
、
皮
質
下
の
反
応
の

抑
制
を
弱
め
る
︵Ross et al. 2008, 155–56

︶。
つ
ま
り
、
嗜
癖
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ド
パ
ミ
ン
に
よ
る
中
脳
の
反
乱
を

前
頭
前
皮
質
が
抑
制
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
係
し
て
い
る
の
が
、
神
経
伝
達
物
質
の
一
つ
で
あ
る
セ
ロ
ト
ニ

ン
で
あ
る
。
セ
ロ
ト
ニ
ン
は
心
の
バ
ラ
ン
ス
の
調
整
に
関
わ
っ
て
い
て
、
皮
質
下
部
位
に
対
す
る
、
ド
パ
ミ
ン
の
興
奮
作
用
を

抑
制
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
は
、
選
択
的
セ
ロ
ト
ニ
ン
再
取
り
込
み
阻
害
薬
︵
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
︶
に
よ
っ
て
、

セ
ロ
ト
ニ
ン
の
脳
内
濃
度
を
増
す
と
、
特
に
男
性
患
者
に
お
い
て
、
問
題
ギ
ャ
ン
ブ
ル
症
状
が
減
少
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
ロ
ス
た
ち
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
行
動
の
維
持
に
関
わ
る
神
経
伝
達
物
質
で
あ
る
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
も
嗜

癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
考
え
る
上
で
、
重
要
で
あ
る
。
帚
木
︵
二
〇
〇
四
︶
や
森
山
︵
二
〇
〇
九
︶
に
よ
れ
ば
、
病
的
賭
博
患
者

の
髄
液
を
調
べ
る
と
、
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
が
増
加
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
研
究
か
ら
、
嗜
癖
患
者
に
お
い
て
は
、
行
動
の
活
性
化
と
維
持
に
関
わ
る
ド
パ
ミ
ン
と
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
が
増
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加
し
て
い
る
一
方
で
、
心
の
バ
ラ
ン
ス
の
調
整
に
関
わ
る
セ
ロ
ト
ニ
ン
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

嗜
癖
患
者
は
ブ
レ
ー
キ
の
壊
れ
た
ダ
ン
プ
カ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
の
は
嗜
癖
一
般
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
嗜
癖
一
般
の
神
経
科
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
こ
そ
が
嗜
癖
の
基
礎
的
な
形
態
と
い
う
風

変
わ
り
な
主
張
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
普
通
、
私
た
ち
は
過
程
嗜
癖
で
は
な
く
、
物
質
嗜
癖
を
嗜
癖
の
基
本
的
な
形
態
だ

と
捉
え
が
ち
で
あ
り
、
実
際
に
嗜
癖
の
分
析
を
行
う
上
で
も
そ
れ
を
前
提
と
す
る
。
例
え
ば
、
嗜
癖
と
合
理
性
に
関
す
る
論
集

を
編
ん
だ
エ
ル
ス
タ
ー
と
ス
コ
ッ
グ
も
、
嗜
癖
の
中
核
は
ニ
コ
チ
ン
や
ア
ル
コ
ー
ル
や
コ
カ
イ
ン
な
ど
の
物
質
嗜
癖
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
︵Elster and Skog 1999b, 5

︶。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
ス
た
ち
の
主
張
は
奇
異
に
映
る
。
そ
れ

で
は
、
彼
ら
の
主
張
は
ど
の
よ
う
な
論
拠
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

　
ロ
ス
た
ち
に
よ
れ
ば
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
こ
そ
が
嗜
癖
の
基
礎
的
形
態
で
あ
る
理
由
は
、
報
酬
系
の
デ
ザ
イ
ン
に
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
パ
ミ
ン
は
な
じ
み
の
あ
る
刺
激
に
で
は
な
く
、
肯
定
的
な
驚
き
に
よ
っ
て
、
放
出
さ
れ
る
。
こ
の
肯

定
的
な
驚
き
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
ま
れ
に
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
娯
楽
や
利
益
で
は
な
く
、
驚
き
を
予
測
さ
せ
る
も
の
が
報
酬
系

に
と
っ
て
の
報
酬
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
そ
の
驚
き
の
可
能
性
に
対
し
て
、
投
資
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

の
可
能
性
は
高
す
ぎ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
で
き
る
だ
け
低
い
方
が
良
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
方
が
報
酬
が
大
き
い
か
ら
で
あ

る
。
ロ
ス
た
ち
の
考
え
で
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
報
酬
系
を
操
作
す
る
、
最
も
直
接
的
な
方
法
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵Ross et 

al. 2008, 166–67

︶。

　
こ
こ
ま
で
、
ピ
コ
経
済
学
と
神
経
経
済
学
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
を
用
い
た
、
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
説
明
を
見
て
き

た
。
し
か
し
、
な
ぜ
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
は
行
動
の
レ
ベ
ル

で
は
ピ
コ
経
済
学
を
、
神
経
科
学
の
レ
ベ
ル
で
は
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
対
し
て
の
み
神
経
経
済
学
を
用
い
る
と
い
う
モ
デ
ル

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
全
面
的
な
還
元
主
義
者
に
と
っ
て
も
、
全
面
的
な
反
還
元
主
義
者
に
と
っ
て
も
、
い
び
つ
な
モ
デ



99 病的賭博への神経経済学的アプローチ

ル
で
あ
る
。
ピ
コ
経
済
学
だ
け
で
、
ま
た
は
神
経
経
済
学
だ
け
で
、
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
説
明
で
き
れ
ば
、
そ
の
方
が
良
い

で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
も
つ
も
の
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ロ
ス
た
ち
の
考
え
で
は
、
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
患
者
の

全
て
が
報
酬
系
の
機
能
不
全
と
い
う
神
経
科
学
的
な
状
態
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
共
有
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
部

に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
神
経
経
済
学
だ
け
で
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
全
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
反
対
に

ピ
コ
経
済
学
だ
け
で
は
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
行
動
の
レ
ベ
ル
で
は
説
明
で
き
て
も
、
神
経
科
学
の
レ
ベ
ル
で
は
説
明
で
き
ず
、

治
療
の
面
で
も
不
十
分
な
も
の
に
な
る
。
ロ
ス
た
ち
が
病
的
賭
博
の
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
へ
の
ロ
ー
カ
ル
な
還
元
を
主
張
す
る

理
由
が
こ
こ
に
あ
る

（
（
（

。
そ
れ
で
は
、
非
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
別
個
の
も
の
と
み
な
せ
ば
良
い
か
と
い

う
と
、
嗜
癖
の
過
程
を
考
え
れ
ば
、
あ
ま
り
適
当
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
初
め
は
非
嗜
癖
的
だ
っ
た
ギ
ャ
ン
ブ
ル
行
動
が

学
習
を
経
て
、
嗜
癖
的
な
も
の
に
変
化
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
非
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
嗜

癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
別
個
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
連
続
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

ロ
ス
た
ち
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
を
擁
護
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
他
に
も
問
題
が
あ
る
。
嗜
癖
が
報
酬
系
の
機

能
不
全
の
せ
い
だ
と
す
る
と
、
嗜
癖
者
は
病
人
で
治
療
の
対
象
と
な
る
。
で
は
、
嗜
癖
者
に
責
任
を
問
う
て
は
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

４　

病
気
と
し
て
の
嗜
癖

　
前
節
で
は
、
ピ
コ
経
済
学
と
神
経
経
済
学
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
ど
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
る
か
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
嗜
癖
は
報
酬
系
の
機
能
不
全
に
よ
る
と
い
う
考
え
で

あ
る
。
ロ
ス
た
ち
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
嗜
癖
の
医
学
的
概
念
や
診
断
基
準
を
書
き
換
え
よ
う
と
す
る
が
、
そ
こ
に
は
問
題
も
あ

る
。
報
酬
系
の
機
能
不
全
が
嗜
癖
の
原
因
だ
と
す
る
と
、
嗜
癖
は
病
気
で
あ
っ
て
、
嗜
癖
者
は
治
療
の
対
象
に
な
る
。
と
す
れ
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ば
、
嗜
癖
者
は
自
ら
の
行
動
に
対
す
る
責
任
を
免
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
嗜
癖
者
の
脳
が
嗜
癖
対
象

を
求
め
さ
せ
、
色
々
な
行
い
を
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
嗜
癖
者
自
身
に
は
自
由
意
志
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
責
任
も
な
い
と
い
う

わ
け
だ
。
神
経
科
学
と
自
由
意
志
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
研
究
が
あ
る
た
め
、
詳
し
い
考
察
は
そ
ち
ら
に
譲
る

こ
と
に
す
る
︵
近
藤 

二
〇
〇
八
、
鈴
木 

二
〇
〇
九
︶。
こ
の
節
で
は
、
嗜
癖
が
病
気
で
あ
る
と
い
う
考
え
と
社
会
と
の
関
係
に

注
目
し
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
嗜
癖
を
病
気
と
み
な
す
こ
と
の
問
題
点
は
、
ド
ラ
ッ
グ
な
ど
の
物
質
嗜
癖
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
既
に
脳
神
経
倫
理
学

に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、﹃
ア
メ
リ
カ
生
命
倫
理
学
誌
﹄
で
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ハ
イ
マ
ン
の
論
考
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
論
文
と
し
て
、
多
く
の
研
究
者
が
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
い
る
︵H

ym
an 2007

︶。
ハ
イ
マ
ン
は
、
嗜
癖
を
病
気
モ
デ
ル

と
道
徳
モ
デ
ル
の
二
つ
に
分
け
、
社
会
的
・
心
理
学
的
説
明
の
必
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
病
気
モ
デ
ル
を
支
持
す
る
。
前
者

は
文
字
通
り
、
嗜
癖
を
病
気
と
み
な
す
モ
デ
ル
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
薬
物
な
ど
の
嗜
癖
対
象
を
求
め
、
摂
取
す
る
こ

と
に
は
意
図
的
な
行
為
が
含
ま
れ
る
た
め
に
、
嗜
癖
を
道
徳
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
︵Ibid., 8

︶。

ハ
イ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
神
経
科
学
は
、
自
発
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
行
為
も
思
っ
て
い
た
ほ
ど
、
自
由
に
計
画
さ
れ

た
り
、
実
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
嗜
癖
者
の
行
為
責
任
を
問
う
よ
り
は
そ
の
治
療
に

努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
ハ
イ
マ
ン
は
論
じ
る
︵Ibid., 10

︶。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
論
拠
と
し
て
ハ
イ
マ
ン
が
挙
げ
る

の
は
、
ロ
ス
た
ち
が
論
じ
て
い
る
神
経
経
済
学
的
研
究
、
特
に
、
中
脳
の
反
乱
に
関
す
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
同
様
の
神
経
経
済
学
的
研
究
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
ハ
イ
マ
ン
の
議
論
と
ロ
ス
た
ち
の
議
論
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
神
経
経
済
学

が
持
つ
政
策
的
含
意
を
考
え
る
上
で
も
重
要
に
な
る
。

　
確
か
に
、
ハ
イ
マ
ン
が
論
じ
る
よ
う
に
、
嗜
癖
が
報
酬
系
の
機
能
不
全
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
嗜
癖
患
者
に
は
治

療
が
必
要
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
嗜
癖
患
者
に
全
く
責
任
が
な
い
と
は
言
い
難
い
。
ハ
イ
マ
ン
は
、
前
節
で
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見
て
き
た
神
経
経
済
学
的
研
究
を
踏
ま
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
学
習
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
の
含
意
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
考
察
し
て
い
な
い
。
前
節
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
嗜
癖
患
者
は
い
き
な
り
報
酬
系
の
機
能
不
全
を
引
き

起
こ
す
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
初
め
は
非
嗜
癖
的
で
あ
っ
た
脳
の
報
酬
系
が
、
次
第
に
学
習
を
繰
り
返
し
て
い
く
に
つ
れ

て
、
嗜
癖
的
な
も
の
に
変
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
脳
の
可
塑
性
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

ハ
イ
マ
ン
も
認
め
る
よ
う
に
、
報
酬
系
が
一
旦
嗜
癖
的
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
シ
ナ
プ
ス
の
重
み
付
け
や
構
造
の
変
化

の
た
め
、
非
嗜
癖
的
な
状
態
へ
と
戻
す
こ
と
は
自
分
の
意
志
で
は
難
し
い
︵Ibid.

︶。
だ
と
す
れ
ば
、
嗜
癖
患
者
は
自
ら
の
脳

が
嗜
癖
的
な
状
態
に
な
る
前
に
、
あ
る
い
は
な
っ
た
後
で
も
、
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
る
べ
き
で
、
そ
う
し
な
か
っ
た
と
い
う

意
味
で
、
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︵C

ohen 2007

︶。
し
か
し
、
嗜
癖
患
者
に
だ
け
、
そ
の
責
任
を
問
う
の
は
問
題
が

あ
る
。
特
に
、
嗜
癖
患
者
に
責
任
を
問
う
場
合
に
は
、
社
会
の
側
で
嗜
癖
患
者
を
生
み
出
さ
な
い
方
策
が
取
ら
れ
て
い
た
の
か

ど
う
か
に
つ
い
て
も
真
剣
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ハ
イ
マ
ン
の
論
考
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
中
で
、
嗜
癖
が
病
気
か
道
徳

的
問
題
か
と
い
う
論
争
で
は
、
嗜
癖
者
個
人
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
て
、
社
会
の
存
在
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
、
と
ニ
ー

ル
・
リ
ー
ヴ
ィ
は
主
張
す
る
が
、
筆
者
も
同
意
見
で
あ
る
︵Levy 2007, 36

︶。
次
節
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
日
本
の
病
的
賭

博
と
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
現
状
を
調
べ
て
み
る
と
、
日
本
社
会
が
病
的
賭
博
の
問
題
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
て
き
た
と
は
言
え

ず
、
む
し
ろ
等
閑
視
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
病
的
賭
博
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
単
に
神
経
科
学
的

知
見
に
基
づ
い
て
、
患
者
を
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
制
度
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

５　

日
本
の
病
的
賭
博
と
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
現
状

　
こ
れ
ま
で
ピ
コ
経
済
学
と
神
経
経
済
学
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
か
ら
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か

を
確
認
し
、
病
的
賭
博
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
単
に
患
者
を
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
制
度
を
再
構
築
す
る
必
要
が
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あ
る
、
と
論
じ
た
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
重
度
の
依
存
や
嗜
癖
は
社
会
生
活
の
障
壁
に
な
り
う
る
し
、
そ
の
よ
う
な
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
、
神
経
経
済
学
の
知
見
を
社
会
政
策
に
ど
の
よ
う
に
応
用
で
き
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
ロ
ス
た
ち
は
政
策
面
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
各
国
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
政
策
が
異
な
る
と

い
う
事
情
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
国
の
事
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ロ
ス
た
ち
の

議
論
の
社
会
政
策
的
含
意
を
検
討
す
る
作
業
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
病
的
賭
博
と
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
現
状

を
検
討
す
る
こ
と
は
事
例
研
究
の
面
か
ら
し
て
も
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
、
日
本
に
は
パ
チ
ン
コ
産
業
と
い
う
特
殊
な
産
業

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
日
本
の
病
的
賭
博
の
現
状
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は

一
九
七
五
年
以
降
、
様
々
な
統
計
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
病
的
賭
博
患
者
に
関
す
る
統
計
調
査
が
全
く

行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
帚
木
蓬
生
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
人
口
の
二
％
、
つ
ま
り
お
よ
そ
二
百
万
人
が
病
的
賭

博
患
者
と
思
わ
れ
る
︵
帚
木 

二
〇
〇
四
、五
七
～
五
八
︶。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
多
数
が
パ
チ
ン
コ
や
ス
ロ
ッ

ト
を
原
因
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
男
性
九
二
名
、
女
性
八
名
か
ら
な
る
百
名
の
病
的
賭

博
患
者
の
う
ち
、
パ
チ
ン
コ
か
ス
ロ
ッ
ト
が
ら
み
な
の
は
九
六
名
に
も
及
び
、
女
性
患
者
の
全
て
が
パ
チ
ン
コ
や
ス
ロ
ッ
ト
以

外
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
は
手
を
出
し
て
い
な
い
︵
森
山 
二
〇
〇
八
︶。
も
ち
ろ
ん
、
き
ち
ん
と
し
た
統
計
調
査
の
結
果
、
病
的
賭

博
患
者
の
中
で
パ
チ
ン
コ
か
ス
ロ
ッ
ト
が
ら
み
の
患
者
が
占
め
る
割
合
は
こ
れ
よ
り
下
が
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
日
本

に
お
い
て
、
病
的
賭
博
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
パ
チ
ン
コ
や
ス
ロ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
病
的
賭
博
は
患
者
だ
け
で
な
く
、
患
者
の
家
族
や
周
辺
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
、
重
要
な
社
会
問
題

で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
ば
か
り
か
、
精
神
医
学
界
に
お
い
て
も
、
統
合
失
調
症
、
う
つ
病
、
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
に
比
べ
て
、
病
的
賭
博
の
理
解
は
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
声
が
精
神
科
医
か
ら
上
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

行
政
は
早
急
に
疫
学
調
査
を
行
い
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
法
的
・
社
会
的
規
制
に
つ
い
て
も
本
格
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
、
日
本
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
現
状
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
病
的
賭
博
患
者
の
多
数

が
パ
チ
ン
コ
か
ス
ロ
ッ
ト
を
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
特
に
パ
チ
ン
コ
産
業
に
注
目
し
て
み

た
い
。﹃
レ
ジ
ャ
ー
白
書
二
〇
〇
九
﹄
に
よ
る
と
、
平
成
二
〇
年
の
パ
チ
ン
コ
の
年
商
は
二
一
兆
七
一
六
〇
億
円
、
公
営
ギ
ャ

ン
ブ
ル
全
て
︵
中
央
競
馬
、
地
方
競
馬
、
競
輪
、
競
艇
、
オ
ー
ト
レ
ー
ス
、
宝
く
じ
︶
の
年
商
は
六
兆
八
七
〇
億
円
、
合
計

二
七
兆
八
〇
三
〇
億
円
で
、
パ
チ
ン
コ
の
年
商
は
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
お
よ
そ
三･

五
七
倍
で
あ
る
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の

年
商
は
毎
年
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
、
高
い
水
準
に
あ
る
︵
日
本
生
産
性
本
部 

二
〇
〇
九
、九
二
～
九
三
︶。

例
え
ば
、
平
成
二
二
年
度
概
算
要
求
額
は
九
五
兆
円
だ
が
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
年
商
は
そ
の
二
九
％
に
も
及
ぶ
金
額
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
年
商
を
あ
げ
て
い
る
パ
チ
ン
コ
産
業
は
、
パ
チ
ン
コ
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で

は
な
い
と
い
う
建
前
に
よ
り
、
野
放
し
に
近
い
状
態
に
あ
る
。
パ
チ
ン
コ
産
業
の
実
情
を
理
解
す
る
た
め
に
、
具
体
的
な
数
字

を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
一
日
現
在
で
、
パ
チ
ン
コ
・
パ
チ
ス
ロ
店
は
全
国
に
一
万
二
九
三
七
店
あ

り
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
器
数
は
四
五
〇
万
台
に
も
及
ぶ
︵
警
察
庁
生
活
安
全
局
保
安
課 

二
〇
〇
九
︶。
森
山
︵
二
〇
〇
九
︶
に
よ

れ
ば
、
全
世
界
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
器
の
台
数
は
二
五
〇
万
台
な
の
で
、
日
本
に
あ
る
機
器
数
だ
け
で
全
世
界
の
機
器
数
を
遥
か

に
凌
駕
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
は
す
で
に
ギ
ャ
ン
ブ
ル
大
国
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
さ
き
ほ
ど
、
病
的
賭
博
患
者

の
九
六
％
が
パ
チ
ン
コ
か
ス
ロ
ッ
ト
が
ら
み
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
患
者
が
こ
れ
ま
で
に
つ
ぎ
込
ん
だ
平
均
金
額
は
、

一
二
九
三
万
円
に
、
現
在
の
平
均
負
債
額
は
五
九
五
万
円
に
も
及
ぶ
こ
と
も
判
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
お
よ
そ
二
五
％
の
患

者
に
は
う
つ
病
や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
が
合
併
し
、
配
偶
者
の
一
五
％
も
う
つ
病
や
パ
ニ
ッ
ク
障
害
な
ど
で
治
療
を
受
け
て
い

る
︵
森
山 

二
〇
〇
八
︶。
こ
の
よ
う
に
、
パ
チ
ン
コ
や
ス
ロ
ッ
ト
が
元
で
病
的
賭
博
患
者
と
な
る
人
た
ち
は
非
常
に
多
く
、
し

か
も
そ
の
人
た
ち
の
日
常
生
活
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
パ
チ
ン
コ
は
何
ら
か
の
対
策
を
必
要
と
す
る
ギ
ャ
ン
ブ

ル
だ
、
と
言
え
る
。
し
か
し
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
よ
る
年
収
の
減
少
に
苦
し
む
自
治
体
か
ら
は
カ
ジ
ノ
構
想
を
支
持
す
る
声

が
上
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
近
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
も
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
に
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対
す
る
規
制
は
整
っ
て
い
な
い
。

　
こ
こ
ま
で
日
本
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
現
状
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
パ
チ
ン
コ
が
最
も
活
況
で
あ
る
こ
と
も
神
経
経
済

学
的
に
見
て
、
理
由
の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
他
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
週
末
に
自
宅
か
ら
離
れ
た
会
場

に
足
を
運
ん
だ
り
、
結
果
が
出
る
ま
で
、
あ
る
程
度
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
パ
チ
ン
コ
は
近
く
の
パ
チ
ン
コ

場
に
い
け
ば
、
い
つ
で
も
手
軽
に
報
酬
系
を
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
単
な
る
仮
説
で
し

か
な
く
、
経
験
的
調
査
を
必
要
と
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

こ
の
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、
さ
き
ほ
ど
言
及
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
は
パ
チ
ン
コ
以
上
に
問
題
が
あ
り
、
規
制
を
強
化
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
す
る
と
、
カ
ジ
ノ
推
進
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
上
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
に
力
を
入
れ
る
こ

と
が
果
た
し
て
社
会
的
に
見
て
、
望
ま
し
い
こ
と
な
の
か
、
慎
重
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル

が
脳
の
報
酬
系
の
機
能
不
全
に
由
来
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
患
者
を
増
や
さ
な
い
よ
う
な
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
報
酬
系
の
機
能
不
全
が
生
じ
て
い
る
場
合
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
つ
な
が
る
よ
う
な
機
会
が
常
に
感
知
さ
れ
て
し
ま
う
の

だ
か
ら
、
感
知
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
行
え
な
い
よ
う
に
す
る
対
策
で
あ
る
。
パ
チ
ン
コ
産
業
で
言
え
ば
、
そ
の
他

の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
と
同
様
に
、
パ
チ
ン
コ
場
の
数
を
減
ら
し
た
り
、
設
置
で
き
る
場
所
を
制
限
し
て
、
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
嗜
癖
が
病
気
で
あ
る
以
上
、
神
経
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い

た
治
療
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
法
律
も
含
め
た
社
会
制
度
全
般
を
再
構
築
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
神
経
科
学
か
ら
学
ぶ
べ
き
事
は
大
い
に
あ
る
。
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６　

結
論

　
こ
の
論
文
で
は
、
嗜
癖
、
特
に
病
的
賭
博
の
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
、
神
経
経
済
学
の
知
見
を
ど
の
よ
う
に
応
用
す

る
事
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
、
病
的
賭
博
に
関
す
る
、
既
存
の
日
常
的
、
及
び
医
学
的
な

嗜
癖
概
念
や
診
断
基
準
が
持
つ
問
題
を
整
理
し
た
。
次
に
、
嗜
癖
は
報
酬
系
の
機
能
不
全
に
よ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
そ

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
ロ
ス
た
ち
の
ピ
コ
経
済
学
と
神
経
経
済
学
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

さ
ら
に
、
ロ
ス
た
ち
が
主
張
す
る
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
嗜
癖
者
は
治
療
を
必
要
と
す
る
病
人
で
あ
り
、
そ
の
行
動
に
対
す
る
責

任
を
問
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
考
察
し
た
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
嗜
癖
が
病
気
で
あ
る
以
上
、
嗜
癖
者
は

治
療
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
は
責
任
の
免
除
を
意
味
し
な
い
。
つ
ま
り
、
嗜
癖
者
に
は
、
嗜
癖
後
の
嗜
癖
に
基
づ
く
行
動
に

は
責
任
が
な
い
も
の
の
、
当
の
嗜
癖
を
も
た
ら
す
よ
う
な
行
動
に
は
責
任
が
あ
る
。
た
だ
し
、
嗜
癖
者
に
責
任
を
問
う
だ
け
で

な
く
、
社
会
の
側
で
も
嗜
癖
者
を
作
り
出
す
よ
う
な
仕
組
み
が
な
か
っ
た
か
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
の
病
的
賭
博

や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
現
状
を
見
て
み
る
と
、
日
本
社
会
が
そ
う
し
た
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
り
、
患
者
を
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
制
度
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
社
会
を
よ
り
良
い
も
の
に
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
神
経
科
学
か
ら
多
く
の

こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
行
動
は
脳
の
活
動
に
そ
の
ま
ま
還
元
で
き
る
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
社

会
行
動
と
脳
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
神
経
科
学
が
興
味
深
い
知
見
を
出
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
ま
ま
社
会
政
策
に
応
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
、
考
察
す
べ
き
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
神
経

科
学
が
私
た
ち
の
行
動
の
基
盤
を
様
々
な
形
で
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
拙
速
な
結
論
は
避

け
つ
つ
、
神
経
科
学
の
知
見
を
ど
の
よ
う
に
活
か
せ
る
の
か
を
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
病
的
賭
博
の
問
題
は
そ

の
良
い
例
と
な
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
論
文
は
、
日
本
科
学
哲
学
会
第
四
二
回
大
会
で
発
表
し
た
﹁
神
経
経
済
学
の
問
題
と
し
て
の
嗜
癖
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
﹂
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
発

表
時
の
コ
メ
ン
ト
全
て
に
は
お
答
え
で
き
て
い
な
い
が
、
コ
メ
ン
ト
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

註︵
１
︶ 　
こ
の
用
語
は
、
慣
用
的
に
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
、
正
式
名
称
で
あ
る
病
的
賭
博
に
統
一
す
る
。

︵
２
︶ 　
近
年
の
嗜
癖
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
エ
ル
ス
タ
ー
と
ス
コ
ッ
グ
編
集
の
論
文
集
︵Elster and Skog 1999a

︶
が
参
考
に
な
る
。

︵
３
︶　
こ
の
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
に
は
、
標
準
的
経
済
学
に
対
す
る
態
度
に
か
な
り
温
度
差
が
あ
る
。
前
者
の
ス
キ
ャ
ナ
ー
内
の
行
動
経
済
学
は
標
準
的
経
済
学
に

批
判
的
だ
が
、
後
者
の
神
経
細
胞
経
済
学
は
標
準
的
経
済
学
を
用
い
て
、
神
経
細
胞
の
活
動
を
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
ロ
ス
た
ち

は
行
動
経
済
学
の
一
種
と
し
て
の
ピ
コ
経
済
学
と
神
経
︵
細
胞
︶
経
済
学
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
疾
患
的
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
説
明
し
よ
う
と
す

る
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ピ
コ
経
済
学
は
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
内
の
実
験
に
基
づ
か
な
い
行
動
経
済
学
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
標
準
的
経
済
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
か
が
、
神
経
経
済
学
と
い
う
分
野
の
将
来
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

︵
４
︶ 　
嗜
癖
の
も
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
関
係
嗜
癖
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
関
係
嗜
癖
自
体
が
き
ち
ん
と
医
学
的
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。

︵
５
︶ 　
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
還
元
主
義
の
問
題
は
、
註︵
３
︶で
触
れ
た
問
題
と
も
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今

後
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
た
い
。
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