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人
々
は
な
ぜ
投
票
す
る
か
、
と
い
う

問
い
に
対
し
て
様
々
な
説
明
が
試
み
ら

れ
て
き
て
い
る
が
、
満
足
の
い
く
説
明

は
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は

「
政
治
意
識
の
高
い
人
が
投
票
す
る
」
と

説
明
す
る
。
し
か
し
、
選
挙
が
行
わ
れ

る
ご
と
に
政
治
意
識
の
低
い
人
と
高
い

人
の
割
合
が
大
き
く
変
化
す
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
説
明
で
は
、
な

ぜ
選
挙
ご
と
に
投
票
率
が
上
下
す
る
の

か
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
投
票
す

る
こ
と
で
有
権
者
が
得
ら
れ
る
利
得
が

損
益
を
上
回
る
時
に
投
票
す
る
」
と
説

明
す
る
。
こ
こ
で
、
あ
な
た
が
総
選
挙

で
安
倍
晋
三
さ
ん
に
投
票
す
る
か
ど
う

か
迷
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
安
倍
さ
ん

が
当
選
す
る
こ
と
で
、（
安
倍
さ
ん
で
は

な
く
）
一
票
を
投
じ
た
「
あ
な
た
」
が
得

ら
れ
る
利
得
を
Ｂ
と
し
、
あ
な
た
が
一

票
投
じ
る
こ
と
で
安
倍
さ
ん
が
当
選
す

る
確
率
を
Ｐ
と
す
れ
ば
、
投
票
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
得
る
期
待
利
得
は

Ｐ
Ｂ
と
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
、

投
票
は
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
の
で
、
あ

な
た
が
投
票
す
れ
ば
貴
重
な
休
日
の
数

時
間
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
投
票
す
る

た
め
に
、
旅
行
や
映
画
鑑
賞
を
諦
め
る

か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
あ
な
た
に
と
っ

て
は
選
挙
に
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ

る
コ
ス
ト
（
損
失
）
で
あ
る
。
こ
の
損
失

を
Ｃ
と
表
す
。

あ
な
た
が
安
倍
さ
ん
に
投
票
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
純
利
得
は
、
投
票

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
得
る
「
期

待
利
得
Ｐ
Ｂ
」
か
ら
、
投
票
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
あ
な
た
が
失
う
「
コ
ス
ト
Ｃ
」

を
引
い
て
、
Ｐ
Ｂ
―

Ｃ
と
表
す
こ
と
が
で

き
る
。
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
Ｐ

Ｂ
―

Ｃ
が
ゼ
ロ
よ
り
も
大
き
い
な
ら
人
々

は
投
票
し
、
ゼ
ロ
よ
り
も
小
さ
け
れ
ば

投
票
し
な
い
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
民
主
主
義
諸
国
で
は
、
安

倍
さ
ん
が
当
選
す
る
こ
と
で
、（
安
倍
さ

ん
で
は
な
く
）
一
票
を
投
じ
た
あ
な
た
が

得
ら
れ
る
利
得
Ｂ
は
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近

い
。
ま
た
、
代
議
士
に
当
選
す
る
た
め

に
必
要
な
平
均
票
数
が
約
一
〇
万
票
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
あ
な
た
が

投
じ
る
一
票
の
お
陰
で
安
倍
さ
ん
が
当

選
す
る
確
率
Ｐ
も
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近

い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｐ
Ｂ
の
値

は
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

投
票
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
失
う

コ
ス
ト
Ｃ
だ
け
が
残
る
た
め
、
Ｐ
Ｂ
―

Ｃ

の
値
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。
つ
ま
り
、
経

済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
有
権
者
は
投

票
し
な
い
」
と
い
う
結
論
に
な
る
。
し
か

し
実
際
、
有
権
者
は
投
票
す
る
。
そ
れ
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若
者
は
投
票
し
な
け
れ
ば
政
治
の
中
で
代
弁
者
が
不
在
と
な
り
、
政
策
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
不
利
益
を
被

る
こ
と
に
な
る
。
若
者
の
投
票
率
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
現
実
に
即
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
考
案
す
る
必
要
が

あ
る
。

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
が
必
要

―
な
ぜ
若
者
は
投
票
に
行
か
な
い
の
か
―

投
票
の
パ
ラ
ド
ク
ス
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政 治

投
票
率
は
低
下
傾
向
に
あ
り
、
最
も
投

票
率
が
高
い
の
が
イ
タ
リ
ア
で
、
最
も

低
い
の
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
で
は
義
務
投
票
制
を
採
用

し
て
お
り
、
棄
権
し
た
場
合
に
そ
の
理

由
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
役
所
に
氏
名

が
掲
示
さ
れ
、
役
所
発
行
の
証
明
書
に

「
不
投
票
」
と
五
年
間
記
載
さ
れ
る
と
い

う
事
情
か
ら
、
投
票
率
が
高
い
と
考
え

ら
れ
る
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
の
投
票
率

が
低
い
の
は
、
投
票
に
お
け
る
コ
ス
ト

が
高
い
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら

れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
日
本
の
よ
う

に
自
動
的
に
有
権
者
と
し
て
登
録
さ
れ

ず
、
有
権
者
一
人
一
人
の
意
志
で
選
挙

民
登
録
を
行
わ
な
け
れ
ば
投
票
で
き
な

い
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス

で
は
、「
登
録
し
ま
し
ょ
う
！
」
と
呼
び

か
け
る
光
景
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
投
票
率
を
促
進
す
る
た
め
の
学
生

に
よ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
で
あ
る
。
ま

た
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
公
職
数
が
全
米

全
体
で
は
一
〇
〇
万
以
上
も
あ
り
、
そ

れ
ら
の
役
職
を
埋
め
る
の
に
必
要
な
選

挙
の
数
が
多
す
ぎ
る
こ
と
も
、
投
票
率

を
低
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
*1
。

日
本
は
六
カ
国
中
ち
ょ
う
ど
真
ん
中

に
位
置
し
て
い
お
り
、
諸
外
国
と
比
較

す
る
と
、
義
務
投
票
制
を
採
用
し
て
い

る
イ
タ
リ
ア
や
政
治
意
識
の
高
い
ド
イ
ツ

よ
り
は
低
い
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ

ン
ス
よ
り
も
高
く
、
イ
ギ
リ
ス
と
は
ほ
ぼ

同
程
度
で
あ
り
、
他
の
民
主
主
義
国
と

比
較
し
て
も
、
日
本
の
投
票
率
が
と
り
わ

け
低
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
若
者
の

投
票
率
は
他
の
世
代
と
比
較
す
る
と
低

い
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
図
２
は
一
九
六

七
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
間
に
実
施
さ

れ
た
衆
議
院
選
挙
に
お
け
る
年
代
別
投

票
率
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
四
〇
代

は
な
ぜ
か
？
　
こ
れ
は
「
投
票
の
パ
ラ

ド
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
投
票
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
説
明
す
る

た
め
、
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
実

は
、
Ｐ
Ｂ
―

Ｃ
だ
け
で
な
く
、
自
分
が
投

票
す
る
こ
と
で
民
主
主
義
が
担
保
さ
れ

る
（
こ
れ
を
Ｄ
と
表
す
）
と
考
え
る
か
ら

投
票
す
る
」
と
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち

「
Ｐ
Ｂ
―

Ｃ
＋
Ｄ
が
ゼ
ロ
よ
り
も
大
き
く

な
る
か
ら
人
々
は
投
票
す
る
」
と
主
張

す
る
。
し
か
し
、「
自
分
一
人
く
ら
い
投

票
し
な
く
て
も
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
人
々

は
投
票
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
民
主
主
義

は
担
保
さ
れ
る
」
と
有
権
者
が
同
時
に

考
え
れ
ば
、
こ
の
Ｄ
の
値
も
ゼ
ロ
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
投

票
す
る
こ
と
で
民
主
主
義
が
担
保
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、

や
っ
ぱ
り
人
々
は
投
票
し
な
い
と
い
う
結

論
に
至
る
。
こ
れ
は
「
投
票
の
さ
ら
な

る
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
現
代
の
政
治
学
で
は

「
な
ぜ
人
々
は
投
票
す
る
か
？
」
と
い
う

問
題
に
対
し
て
こ
れ
以
上
の
説
明
は
提

供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
政
治
学
の

限
界
で
あ
る
と
言
え
る
。

日
本
以
外
の
民
主
主
義
諸
国
の
国
政

選
挙
で
の
投
票
率
と
比
較
す
る
と
、
日

本
の
投
票
率
は
低
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど

の
よ
う
に
、
投
票
を
法
律
で
義
務
化
し

厳
し
い
罰
則
を
科
し
て
い
る
国
で
は
投

票
率
が
九
〇
％
を
超
え
る
。
投
票
を
義

務
化
し
て
い
な
い
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
、
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
北
欧

諸
国
で
は
い
ず
れ
も
八
〇
％
を
超
え
て

い
る
。

図
１
は
主
要
六
カ
国
の
国
政
選
挙
に

お
け
る
一
九
五
三
年
か
ら
二
〇
〇
八
年

ま
で
の
国
政
選
挙
の
投
票
率
を
時
系
列

的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
般
的
に

日
本
人
の
投
票
率
は
低
い
の
か
？
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図1：主要国の国政選挙における投票率比較（1953-2008）*2

あ
さ
の
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ま
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一
九
五
九
年
宮
城
県
生
ま
れ
。
政
治
学
博
士
（Ph.D.,UCLA

）。

東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
助
手
を
経
て
、
二
〇
〇
六
年

よ
り
現
職
。
専
門
は
比
較
政
治
学
お
よ
び
政
治
学
的
方
法

論
。
制
度
が
政
治
行
動
に
与
え
る
影
響
を
研
究
。
主
著
に

『
市
民
社
会
に
お
け
る
制
度
改
革
―
選
挙
制
度
と
候
補
者

リ
ク
ル
ー
ト
』（
慶
応
義
塾
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）、『S

tata

に
よ
る
計
量
政
治
学
』（
オ
ー
ム
社
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

日
本
人
の
若
者
の
投
票
率
は

低
い
の
か
？
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以
上
の
有
権
者
の
投
票
率
が
最
も
高
く
、

三
〇
代
、
二
〇
代
と
年
代
が
下
が
る
に

つ
れ
て
、
投
票
率
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
の
衆
議
院
選
挙
で
は
四
〇

代
以
上
の
有
権
者
の
約
六
六
％
、
三
〇

代
の
有
権
者
の
約
五
〇
％
が
投
票
し
て

い
る
が
、
二
〇
代
の
若
者
は
わ
ず
か
三

八
％
し
か
投
票
し
て
い
な
い
。
特
に
、

世
代
別
で
最
も
投
票
率
の
高
い
六
〇
代

の
有
権
者
の
投
票
率
（
約
七
五
％
）
と
最

も
投
票
率
の
低
い
二
〇
代
の
若
者
の
投

票
率
（
三
八
％
）
は
対
照
的
で
あ
る
。

若
者
の
投
票
率
が
低
い
理
由
と
し
て

は
、
若
者
は
社
会
に
対
す
る
興
味
・
関

心
が
低
い
か
ら
、
と
い
う
理
由
が
考
え

ら
れ
る
。
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
る
二
〇

歳
の
若
者
は
、
大
学
生
で
あ
れ
ば
大
学

二
年
生
で
あ
り
、
彼
ら
の
最
大
の
関
心

事
は
友
人
関
係
、
遊
び
情
報
、
課
外
ク

ラ
ブ
活
動
等
、
大
学
と
い
う
狭
い
社
会

に
限
定
さ
れ
た
事
柄
の
は
ず
で
あ
る
。
就

職
活
動
が
始
ま
る
大
学
三
年
に
な
っ
て

初
め
て
「
社
会
」
に
対
す
る
関
心
が
芽

生
え
る
の
で
は
な
い
か
。

会
社
に
就
職
し
た
と
し
て
も
、
彼
ら

の
主
た
る
関
心
が
大
き
く
変
わ
る
と
こ
と

は
な
い
。
数
カ
月
に
及
ぶ
会
社
の
研
修

を
経
験
し
、
一
人
前
に
な
る
ま
で
は
教

育
訓
練
期
間
で
あ
り
、
社
会
に
対
し
て

目
を
向
け
る
余
裕
が
そ
れ
ほ
ど
あ
る
と
は

思
え
な
い
。

や
が
て
、
結
婚
し
子
育
て
す
る
よ
う

に
な
っ
て
、
初
め
て
自
分
が
住
む
「
社

会
」
へ
の
関
心
が
切
実
な
問
題
と
し
て

感
じ
始
め
る
。
自
分
の
子
供
が
通
う
保

育
園
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
始
ま

り
、
子
供
が
小
中
高
と
進
学
す
る
に
つ

れ
て
、
自
分
の
家
族
を
取
り
巻
く
社
会

が
「
政
治
」
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
運
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
よ
う
に
な

り
、
年
代
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
投
票
率

が
上
昇
す
る
、
と
い
う
説
明
に
は
説
得

力
が
あ
る
。

も
し
こ
の
説
明
が
正
し
い
と
す
る
な

ら
、
今
後
、
結
婚
し
な
い
単
身
世
帯
が

増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
年
を
取
っ
て

も
社
会
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
ら
な
い

た
め
人
々
は
投
票
せ
ず
、
従
っ
て
、
全

世
代
に
お
い
て
投
票
率
は
低
く
な
る
と

予
想
さ
れ
る
。

二
つ
目
の
理
由
と
し
て
は
「
投
票
す

る
の
が
め
ん
ど
う
く
さ
い
か
ら
」
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
世
論
調
査
結
果

で
最
も
多
く
見
ら
れ
る
意
見
で
あ
る
。

投
票
の
コ
ス
ト
に
は
①
情
報
コ
ス
ト
、

②
物
理
コ
ス
ト
、
③
費
用
コ
ス
ト
の
三

種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ス
ト
を

減
ら
す
た
め
の
様
々
な
努
力
が
行
わ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
政
見
放
送

や
選
挙
ポ
ス
タ
ー
な
ど
は
①
情
報
コ
ス
ト

を
減
ら
す
た
め
、
限
界
集
落
か
ら
投
票

所
ま
で
お
年
寄
り
を
バ
ス
で
送
迎
す
る
の

は
②
物
理
コ
ス
ト
を
減
ら
す
た
め
、
そ

し
て
期
日
前
投
票
や
投
票
時
間
の
延
長

は
③
費
用
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
た
め
の
方

策
で
あ
る
。

究
極
の
コ
ス
ト
削
減
と
し
て
は
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
投
票
が
考
え
ら
れ

る
が
、
個
人
認
証
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

問
題
を
考
え
る
と
ク
リ
ア
ー
す
べ
き
点
が

多
く
、
実
現
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
り

そ
う
で
あ
る
。
投
票
の
コ
ス
ト
削
減
に

関
し
て
は
、
例
え
ば
、
投
票
所
を
小
学

校
に
設
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
駅
な
ど

で
投
票
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
外
出

つ
い
で
に
投
票
す
る
人
も
増
え
る
の
で
、

投
票
率
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
投
票
率
の
上
昇
に
つ
な
が
る

投
票
の
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
に
は
、
今

後
知
恵
を
絞
る
必
要
が
あ
る
。

若
者
が
投
票
し
な
け
れ
ば
、
若
者
の

意
見
を
代
弁
す
る
政
治
家
や
政
党
が
無

く
な
り
、
若
者
の
た
め
の
政
策
が
実
現

さ
れ
ず
、
若
者
は
様
々
な
不
利
益
を
被

る
は
ず
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
七
月
に

実
施
さ
れ
た
参
議
院
選
挙
直
前
に
「
政

治
不
参
加
の
コ
ス
ト
」
を
論
じ
た
興
味

深
い
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
た
。
東
北

大
学
の
吉
田
浩
教
授
は
、
一
九
六
七
年

か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
に
実
施
さ
れ
た

二
四
回
の
衆
・
参
国
政
選
挙
で
の
投
票

率
と
若
年
世
代
に
背
負
わ
さ
れ
る
借
金

額
の
関
係
を
分
析
し
、
若
年
世
代
の
投

票
率
が
一
％
低
下
す
れ
ば
、
若
年
世
代

若
者
の
低
投
票
率
が
も
た
ら

す
も
の

80

70

60

50

40

20代 30代 40代以上

図2：年代別投票率の推移（1967-2012）
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政 治

一
人
当
た
り
年
間
お
よ
そ
一
三
万
五
〇

〇
〇
円
分
の
損
失
に
な
る
、
と
い
う
研

究
成
果
を
発
表
し
た
*3
。
若
者
が
被
る

損
失
の
内
訳
は
、
国
債
の
発
行
額
の
増

分
が
年
間
で
若
者
一
人
あ
た
り
七
万
五

三
〇
〇
円
、
年
金
な
ど
の
高
齢
者
向
け

給
付
と
児
童
手
当
な
ど
若
い
世
代
が
受

け
取
る
家
族
給
付
の
差
が
五
万
九
八
〇

〇
円
、
両
者
を
合
計
す
る
と
約
一
三
万

五
〇
〇
〇
円
に
な
る
と
い
う
。

こ
れ
を
、
前
述
し
た
「
Ｐ
Ｂ
―

Ｃ
＋
Ｄ

が
ゼ
ロ
よ
り
も
大
き
い
な
ら
人
々
は
投
票

し
、
ゼ
ロ
よ
り
も
小
さ
け
れ
ば
投
票
し

な
い
」
と
い
う
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
モ
デ
ル
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
よ

う
。
一
票
を
投
じ
た
「
有
権
者
」
が
得

ら
れ
る
利
得
が
Ｂ
で
あ
る
。
若
者
が
投

票
し
な
け
れ
ば
、「
若
年
世
代
一
人
当
た

り
年
間
お
よ
そ
一
三
万
五
〇
〇
〇
円
」

損
を
す
る
。
し
か
し
、
若
者
が
投
票
す

れ
ば
こ
の
損
失
は
生
じ
な
い
。
つ
ま
り
、

有
権
者
が
一
票
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
有
権
者
は
一
三
万
五
〇
〇
〇

円
の
利
益
を
得
る
「
可
能
性
が
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
「
可
能
性
が
あ
る
」
の
か
と
い
う

と
、
有
権
者
が
支
持
す
る
候
補
者
が
当

選
し
た
と
き
に
有
権
者
は
一
三
万
五
〇

〇
〇
円
の
利
得
を
得
る
の
で
あ
り
、
そ

の
候
補
者
が
落
選
し
た
ら
、
有
権
者
の

利
得
は
ゼ
ロ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｐ

の
値
を
高
め
る
た
め
に
は
「
多
く
の
若

者
が
同
じ
候
補
者
に
」
投
票
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
ご
く
一
部
の
若
者
だ

け
が
複
数
の
候
補
者
に
ば
ら
ば
ら
に
投

票
し
て
も
、
若
者
の
代
弁
者
と
し
て
政

策
を
遂
行
し
て
く
れ
る
政
治
家
を
当
選

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

図
３
は
日
本
人
成
人
（
約
一
億
二
九

七
万
人
）
の
世
代
別
割
合
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
全
世
代
中
最
も
多
い
の
が

三
〇
代
で
、
二
〇
代
と
合
わ
せ
る
と
全

体
の
約
三
〇
％
を
占
め
る
。*4
。

成
人
世
代
全
体
の
約
一
七
％
を
占
め

る
六
〇
代
の
有
権
者
の
約
七
五
％
が
投

票
し
、
約
一
三
・
六
％
を
占
め
る
二
〇

代
の
有
権
者
の
約
三
八
％
し
か
投
票
し

な
い
わ
け
だ
か
ら
、
政
治
に
二
〇
代
の

有
権
者
の
意
志
が
反
映
さ
れ
な
い
の
も

当
然
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
七
〇
代

と
八
〇
代
の
割
合
よ
り
も
二
〇
代
の
有

権
者
が
占
め
る
割
合
が
大
き
く
、
そ
れ

に
三
〇
代
の
有
権
者
が
成
人
世
代
に
お

け
る
最
も
大
き
な
集
団
で
二
〇
代
の
有

権
者
と
合
計
す
る
と
全
有
権
者
の
三

〇
％
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
代
と

三
〇
代
の
有
権
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
投
票

率
を
上
げ
れ
ば
、
若
者
の
意
志
を
反
映

し
な
い
候
補
者
を
落
選
さ
せ
た
り
、
意

志
を
反
映
し
た
候
補
者
を
当
選
さ
せ
る

こ
と
は
十
分
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

日
本
で
は
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
つ

つ
あ
り
、
全
世
代
に
お
け
る
若
者
の
割

合
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
多
数
派
で

あ
る
高
齢
者
の
投
票
率
が
高
く
、
少
数

派
で
あ
る
若
者
が
投
票
し
な
い
と
い
う
現

在
の
傾
向
が
続
け
ば
、
若
者
の
意
見
を

代
弁
し
て
く
れ
る
政
治
家
や
政
党
が
無

く
な
っ
て
し
ま
う
。

い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、
少
数
派
で

あ
る
若
者
が
投
票
し
な
け
れ
ば
、
若
者

は
日
本
の
政
治
の
中
で
代
弁
者
が
不
在

と
な
り
、
国
が
実
施
す
る
政
策
に
お
い

て
様
々
な
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

現
在
二
〇
代
の
若
者
は
一
〇
年
後
に

は
三
〇
代
に
な
り
、
そ
の
頃
に
は
仕
事

や
家
庭
を
通
じ
て
社
会
と
の
関
わ
り
が

増
え
る
の
で
、
次
第
に
投
票
す
る
よ
う

に
な
る
。
問
題
は
、
毎
年
更
新
さ
れ
る

「
投
票
し
な
い
二
〇
代
の
若
者
達
」
で
あ

る
。
現
在
の
ま
ま
だ
と
、
彼
ら
の
意
見

は
永
遠
に
政
治
に
反
映
さ
れ
な
い
。
若

者
の
投
票
率
を
押
し
上
げ
る
た
め
に
は
、

小
・
中
・
高
校
の
間
に
、「
投
票
教
育
」

の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
貫
し
て
作
る

必
要
が
あ
る
。

民
主
国
家
に
生
き
る
一
人
と
し
て
投

票
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
「
教
科
書
的

に
」
教
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
一

票
投
じ
る
こ
と
が
自
分
の
生
活
に
与
え

る
具
体
的
な
影
響
と
同
時
に
「
投
票
し

な
い
と
ど
れ
だ
け
損
を
す
る
か
」
と
い
う

観
点
か
ら
、
現
実
に
即
し
た
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
考
案
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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図3：日本人成人の世代別割合
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