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日
本
に
お
け
る
婦
人
の
投
票
行
動

山木

正
　
夫

は
　
じ
　
め
　
　
に

　
　
　
一
九
四
五
年
終
戦
直
後
の
第
八
九
回
帝
国
議
会
で
衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
改
正
が
な
さ
れ
、
そ
の
中
で
婦
人
参
政
権
が
実
現
さ
れ
た
。

　
　
そ
の
衆
議
院
審
議
の
さ
い
、
政
府
を
代
表
し
て
堀
切
内
相
は
婦
人
参
海
里
の
予
想
さ
れ
る
効
果
に
つ
い
て
語
り
、
英
国
の
事
例
を
ひ
き
、

　
　
「
婦
人
の
投
票
と
い
う
も
の
は
、
大
体
中
正
穏
健
な
所
に
集
ま
る
、
…
…
や
は
り
婦
人
は
保
守
的
な
性
格
を
持
つ
、
そ
れ
が
投
票
の
上
に

　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
現
わ
れ
た
」
こ
と
を
あ
げ
て
保
守
派
議
員
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
一
九
四
六
年
総
選
挙
か
ら
婦
人
は
選
挙
の
舞
台
に
登
場
し
た
。
制
限
連
記
投
票
法
を
と
っ
た
こ
の
選
挙
で
、
一
挙
に
一
〇
人
の
婦
人
議
員

　
　
が
出
現
し
た
の
は
、
た
し
か
に
「
婦
人
は
婦
人
候
補
者
へ
」
と
い
う
婦
人
新
有
権
者
の
投
票
行
動
の
効
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
婦
人
の

　
　
投
票
の
効
果
と
し
て
は
、
選
挙
の
腐
敗
慣
行
に
対
し
そ
れ
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
運
動
や
投
票
を
す
す
め
る
運
動
が
若
干
の
地
域
で
熱
心

　
　
に
な
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
成
果
は
決
し
て
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
九
六
〇
年
代
、
経
済
の
高
度
成
長
政

　
　
策
の
マ
イ
ナ
ス
面
、
物
価
高
や
公
害
が
社
会
生
活
を
お
び
や
か
し
は
じ
め
た
時
点
か
ら
、
婦
人
の
投
票
行
動
の
革
新
化
が
目
立
ち
、
そ
れ

説
が
国
の
選
挙
地
方
選
挙
で
選
挙
の
結
果
を
革
新
の
方
向
へ
動
か
す
よ
う
な
効
果
を
も
ち
は
じ
め
箪
こ
う
し
た
婦
人
の
投
票
行
動
の
革

論
母
性
は
堀
切
内
相
の
予
想
を
は
ず
れ
た
事
態
で
あ
咳
西
欧
型
民
主
制
国
の
選
挙
の
事
例
の
注
目
す
べ
き
例
外
を
な
す
も
の
で
あ
電
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モム
耐B 説

　
日
本
に
お
け
る
婦
人
の
投
票
行
動
に
こ
う
し
た
比
較
政
治
の
見
地
か
ら
の
顕
著
な
異
例
が
見
出
さ
れ
る
一
方
で
、
か
れ
ら
の
投
票
行
動

の
大
要
は
や
は
り
外
国
の
事
例
に
同
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
行
動
は
男
性
に
く
ら
べ
て
政
治
性
に
よ
り
遠
く
、
社
会
性
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

近
い
と
い
う
非
政
治
性
を
も
っ
て
い
る
。

　
婦
人
の
日
常
的
・
基
底
的
政
治
態
度
が
社
会
性
、
非
政
治
性
に
傾
い
て
い
る
と
き
、
そ
の
投
票
に
お
け
る
党
派
性
の
こ
の
い
ち
じ
る
し

い
政
治
性
は
十
分
な
考
察
に
値
す
る
現
象
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
婦
人
自
身
が
、
　
男
性
の
多
数
と
同
じ
く
、
　
明
確
な
政
治
性
を
も
っ
て
投
票
に
出
る
こ
と
が
多
数
の
場
合
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。
と
く
に
生
活
の
都
市
化
の
進
行
は
男
女
の
投
票
行
動
の
差
異
を
ち
ぢ
め
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
二
に
婦
人
の
非
政

治
性
、
社
会
性
に
出
で
る
行
動
が
、
そ
れ
自
体
で
、
あ
る
い
は
政
治
性
あ
る
媒
介
要
因
が
加
わ
っ
て
投
票
行
動
を
政
治
性
の
あ
る
も
の
に

転
化
す
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
場
合
は
も
と
よ
り
、
第
二
の
場
合
は
と
く
に
、
日
本
の
選
挙
過
程
の
独
特
の
様
相
を
解
明
す

る
資
料
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
婦
人
の
投
票
行
動
の
特
性
は
男
性
の
そ
れ
と
の
比
較
か
ら
、
相
対
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
婦

人
の
投
票
行
動
の
特
性
の
解
明
は
日
本
人
の
投
票
行
動
の
特
性
と
密
接
に
か
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
こ
う
し
た
閣
題
意
識
か
ら

婦
人
の
投
票
行
動
の
特
性
を
、
男
性
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
考
察
し
、
そ
れ
を
形
成
し
て
い
る
諸
要
素
を
解
明
し
、
と
く
に
婦
人
の

投
票
の
党
派
性
に
焦
点
を
お
い
て
分
析
を
試
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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へ
一
）
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
匿
委
員
会
第
四
回
、
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
「
選
挙
制
度
囚
会
審
議
録
」
第
｝
輯
（
…
九
五
一
）
二
∴
六
～
七
頁
。

（
2
）
一
九
六
ヒ
年
東
京
都
知
事
選
挙
で
社
・
共
推
薦
の
美
濃
部
亮
吉
が
、
自
・
民
社
推
薦
候
補
を
破
っ
て
当
選
し
た
。
公
明
選
挙
連
盟
の
調
査
で
は

　
　
投
票
上
書
、
美
濃
部
に
投
票
し
た
と
答
え
た
も
の
、
男
、
四
五
∴
二
％
、
女
、
五
二
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
同
年
の
総
選
挙
で
も
、
連

　
　
盟
．
調
査
に
よ
る
と
、
ド
．
婦
の
投
票
政
党
は
野
党
四
丁
が
自
民
党
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。



（
3
）
英
国
に
つ
い
て
、
婦
人
は
男
性
よ
り
多
少
、
右
翼
で
あ
る
、
と
ト
じ
⇔
δ
づ
α
里
は
い
う
。
．
、
＜
o
笛
諾
・
℃
霞
二
①
ω
．
睾
血
帯
帥
自
Φ
読
遭
　
お
①
ω
勺
①
亭

　
　
α
q
o
ぎ
U
⇔
o
o
冨
・
P
①
O
●
ま
た
即
●
ピ
．
ピ
①
o
⇔
錠
血
も
多
く
の
民
主
制
諸
国
に
そ
の
傾
向
を
認
め
、
と
く
に
英
国
で
そ
れ
が
強
い
と
い
う
。
　
か

　
　
れ
は
一
九
四
五
年
か
ら
六
六
年
ま
で
の
七
回
の
総
選
挙
で
、
六
回
ま
で
婦
人
投
票
者
の
多
数
派
が
保
守
党
に
投
票
し
た
と
い
う
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
の

　
　
世
論
調
査
を
あ
げ
、
婦
人
の
保
守
傾
斜
の
理
由
と
し
て
、
婦
人
は
性
質
が
よ
り
慎
重
で
あ
り
、
家
事
へ
の
関
心
が
強
い
の
で
、
そ
の
性
質
は
一

　
　
層
強
ま
り
、
さ
ら
に
労
働
言
合
へ
の
加
入
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
、
、
田
8
二
〇
房
ぎ
¢
む
葺
巴
昌
．
．
一
⑩
①
。
。
℃
い
。
＆
o
P
℃
p
一
配
1
卜
。
齢

（
4
）
℃
①
憎
巳
℃
①
ω
。
議
窪
．
．
ぎ
包
Φ
魯
8
ぎ
蛍
巳
9
＆
．
．
i
霊
円
蔓
＞
9
〈
三
＄
磐
α
＜
。
§
閃
8
9
8
ω
一
（
磯
巴
①
9
一
く
Φ
山
蔓
宰
⑦
ω
ω
・
ま
。
。
）

　
　
℃
・
。
。
心
●
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
選
挙
の
実
態
調
査
に
お
け
る
政
治
関
心
の
程
度
で
女
性
の
そ
れ
が
男
性
よ
り
低
い
こ
と
を
示
す
。

1

婦
人
の
投
票
行
動
の
特
徴

日本における婦人の投票行動（杣）

　
投
票
　
総
選
挙
の
投
票
率
は
、
一
九
六
七
年
選
挙
ま
で
は
男
性
が
女
性
を
少
し
上
ま
わ
っ
て
い
た
が
、
一
九
六
九
年
選
挙
と
七
二
年
選

挙
で
は
、
女
性
の
方
が
高
く
な
っ
た
。
女
性
の
投
票
率
が
上
が
っ
て
き
た
の
は
そ
の
政
治
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

こ
と
は
女
性
の
そ
の
政
治
関
心
が
男
性
の
そ
れ
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
総
理
府
の
一
九
七
三
年
調
査
に
よ
る
と
女
性

の
二
八
％
が
「
政
治
に
は
無
関
心
」
で
、
強
い
関
心
の
保
持
者
は
一
六
％
に
す
ぎ
な
い
が
、
男
性
は
無
関
心
＝
二
％
で
、
強
い
関
心
層
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

四
三
％
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
事
例
に
徴
し
て
女
性
の
政
治
へ
の
関
心
は
男
性
よ
り
も
低
い
。
こ
れ
は
ど
こ
の
国
に
も
共
通

の
現
象
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
特
性
か
ら
投
票
参
加
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
傾
向
は
、
女
性
の
棄
権
が
男
性
よ
り
多
い
こ
と
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
点
で
は
日
本
の
婦
人
は
例
外
的
に
男
性
よ
り
高
い
投
票
率
を
示
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
理
由
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
女
性
は
選
挙
に
対
し
て
も
男
性
に
比
べ
て
積
極
的
関
心
を
も
つ
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
一
九
七
二
年
衆
院
選
挙
・
公
明

　
　
　
　
　
　
（
6
）

選
挙
連
盟
調
査
は
棄
権
者
の
棄
権
理
由
を
調
べ
た
が
、
　
「
選
挙
に
あ
ま
り
関
心
が
な
か
（
．
た
」
が
女
、
一
七
・
○
％
、
男
、
七
・
三
％
、

41　（3　●23）　181



論

と
女
性
の
選
挙
無
関
心
層
の
多
く
の
存
在
を
棄
権
者
の
側
か
ら
証
明
し
て
い
る
。
　
ま
た
　
「
政
策
や
候
補
者
に
つ
い
て
事
情
が
よ
く
わ
か

ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
情
報
不
足
も
女
、
六
・
七
％
、
男
、
一
・
六
％
、
で
女
性
に
多
く
、
知
的
関
心
の
乏
し
さ
も
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

（
7
）

る
。

　
こ
の
よ
う
に
政
治
関
心
で
も
、
選
挙
関
心
で
も
男
性
よ
り
低
い
程
度
に
あ
り
な
が
ら
、
女
性
の
投
票
率
が
高
い
の
は
投
票
参
加
の
女
性

独
特
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
投
票
義
務
感
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
投
票
義
務
感
は
男
性
に
く
ら
べ
て
女
性
に
き

わ
め
て
多
く
も
た
れ
て
い
る
。
投
票
義
務
感
は
投
票
の
権
利
性
に
つ
い
て
の
意
識
が
弱
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
国
や
ま
わ
り
の
社
会
に
対
す

る
義
務
と
感
じ
る
態
度
で
あ
る
。

　
明
治
憲
法
下
で
は
選
挙
権
は
男
性
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
選
挙
権
は
納
税
、
徴
兵
と
な
ら
ん
で
、
三
大
義
務
の
　
つ
と
し
て

体
制
側
の
理
論
で
は
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
選
挙
民
の
中
に
も
、
選
挙
権
を
天
皇
の
大
政
を
翼
賛
す
る
臣
民
の
義
務
と
見
る
意

識
が
正
統
的
な
も
の
と
し
て
強
く
存
在
し
た
。
こ
の
選
挙
権
を
臣
民
の
天
皇
に
対
す
る
義
務
と
鳳
る
意
識
は
戦
後
民
主
制
の
中
で
は
消
え

て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
旧
憲
法
下
で
選
挙
権
を
も
た
な
か
っ
た
女
性
に
こ
の
意
識
が
伝
わ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
い
ま
見
ら
れ
る
投
票
義
務
感
は
、
か
つ
て
の
義
務
意
識
が
天
皇
に
む
け
ら
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
国
、
地
域
社
会
あ
る
い
は
漠
然

と
ま
わ
り
の
社
会
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
投
票
に
対
す
る
自
発
的
な
参
加
意
思
を
欠
い
て
お
り
、
そ
れ
を
外
部
か
ら
強
い

ら
れ
た
、
外
部
の
た
め
の
行
為
と
見
る
点
で
は
旧
体
制
の
義
務
意
識
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
意
味
で
こ
の
義
務
感

は
民
主
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
自
由
な
市
民
の
政
治
へ
の
権
利
意
識
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
無
権
利
で
、
政
治
的
権
威
の
上
か
ら
の

指
示
に
従
っ
て
行
動
す
る
臣
民
型
意
識
の
一
種
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
わ
が
国
婦
人
に
投
票
義
務
感
の
持
主
が
多
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
調
査
結
果
に
晃
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
も
っ
と
も
極
端
な
態
度
は

一
九
六
六
年
茨
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
で
行
な
っ
た
調
査
に
示
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
、
婦
人
の
政
治
参
加
に
つ
い
て
、
　
「
女
性
も

41’ i3　●24）　ユ82



日本における婦人の投票行動（杣）

男
性
と
同
様
に
政
治
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
意
見
に
、
　
「
賛
成
」
女
、
六
〇
・
一
％
（
男
、
八
○
・
三
％
）
　
「
ま
だ
そ
の
時
期
で

は
な
い
」
女
、
七
・
四
％
（
男
、
八
・
三
％
）
　
「
反
対
、
政
治
は
男
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
」
　
女
、
＝
二
・
○
％
（
男
、
三
・
七
％
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
わ
か
ら
な
い
」
略
、
と
な
っ
て
い
る
。
戦
後
獲
得
さ
れ
た
婦
人
参
政
権
に
つ
い
て
婦
人
の
な
か
で
批
判
的
な
も
の
が
二
〇
％
に
上
る
わ

け
で
あ
る
。

　
最
近
の
選
挙
に
お
け
る
女
性
の
投
票
率
の
男
性
の
そ
れ
を
上
ま
わ
る
高
率
は
、
政
治
関
心
の
高
ま
り
に
加
え
て
こ
の
従
来
か
ら
の
女
性

に
と
く
に
多
く
あ
っ
た
投
票
義
務
感
か
ら
の
投
票
も
か
な
り
影
響
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
投
票
義
務
感
を
喚
起
す
る
よ
う
な
棄
権
防
止
運
動
が
官
辺
か
ら
選
挙
の
た
び
ご
と
に
な
さ
れ
て
き
た
。
自
治
省
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
地
域
団
体
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
運
動
は
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
単
純
に
投
票
参
加
の
行
動
を
よ
び
か
け
る
。
地
域
の
婦
人
団
体
も
こ

れ
に
動
く
。
こ
の
よ
び
か
け
を
う
け
て
投
票
に
応
ず
る
場
合
、
そ
の
意
識
は
投
票
義
務
感
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
投
票
か
り
出
し
運

動
が
あ
る
。
こ
れ
は
選
挙
管
理
委
員
会
な
ど
で
投
票
者
に
賞
品
を
提
供
し
た
り
、
有
権
者
に
戸
毎
に
よ
び
か
け
た
り
す
る
、
棄
権
防
止
運

動
の
強
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
選
挙
運
動
員
が
自
派
の
潜
在
的
支
持
者
を
投
票
所
に
動
員
す
み
も
の
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
形
態
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
の
か
り
出
し
運
動
に
応
じ
て
投
票
所
に
む
か
う
有
権
者
の
意
識
は
や
は
り
投
票
義
務
感
で
あ
る
。
地
域
社
会
を
舞
台
に
く
り
ひ
ろ

げ
ら
れ
る
こ
れ
ら
投
票
動
員
に
よ
っ
て
投
票
行
動
に
出
る
の
は
女
性
有
権
者
に
比
較
的
に
多
い
の
で
あ
る
。

　
何
故
に
こ
の
よ
う
な
投
票
義
務
感
が
女
性
に
よ
り
多
く
見
出
さ
れ
る
か
を
説
明
す
る
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
　
そ
の
主
要
な
も
の

は
、
女
性
の
政
治
的
解
放
が
お
そ
く
戦
後
に
な
さ
れ
た
た
め
．
か
れ
ら
が
政
治
的
諸
権
利
を
自
己
の
手
段
と
し
て
主
体
的
に
把
握
し
え
て

い
な
い
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ま
た
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
政
治
か
ら
の
へ
だ
た
り
　
女
性
は
政
治
か
ら
男
性
よ
り
も
大
き
く
へ
だ
た
っ
て
い
る
。
日
常
の
政
治
活
動
と
の
接
触
を
一
九
七
二
年
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

盟
調
査
に
よ
っ
て
み
る
と
、
後
援
会
に
加
入
し
て
い
る
も
の
（
女
、
五
・
八
％
、
男
、
一
四
．
一
％
）
演
説
会
や
報
告
会
に
出
席
す
る
こ
と
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壬ム
i嗣

払
11ノ」

が
あ
る
も
の
（
女
・
六
三
％
・
果
二
一
●
三
越
政
党
の
出
し
て
い
る
新
聞
を
読
む
こ
と
の
あ
る
も
の
（
衆
天
・
六
％
男
、

二
八
．
職
権
と
な
っ
て
い
る
・
こ
れ
に
よ
る
と
政
党
や
予
定
候
補
者
の
政
治
活
動
へ
の
接
触
度
は
女
性
は
男
性
よ
り
き
わ
め
て
少
な

い
。

　
つ
ぎ
に
投
票
支
持
の
意
思
決
定
の
媒
体
に
つ
い
て
連
盟
調
査
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
意
思
決
定
を
す
る
の
に
役
に
立
っ
た
も
の
の

複
数
回
答
に
よ
る
集
計
で
あ
輪
こ
の
媒
休
の
第
グ
牛
プ
は
主
と
し
て
公
営
の
便
宜
を
う
け
る
法
定
の
運
動
珍
種
演
説
会
、
連
呼
、

新
聞
広
告
・
　
放
送
の
利
用
、
公
報
、
葉
書
、
ビ
ラ
、
ポ
ス
タ
ー
で
あ
る
が
、
　
こ
れ
は
（
女
、
七
五
・
三
％
、
男
、
八
七
．
八
％
）
で
あ

る
。
　
こ
の
種
の
法
定
運
動
の
女
性
へ
の
影
響
力
は
男
性
よ
り
小
さ
い
。
　
厚
恩
グ
ル
ー
プ
は
、
電
話
に
よ
る
勧
誘
、
選
挙
熱
心
な
人
の
勧

誘
、
家
族
の
話
し
合
い
、
近
所
の
評
判
、
職
場
で
の
話
し
合
い
、
友
人
・
知
人
・
親
戚
の
す
す
め
、
上
役
や
有
力
者
の
す
す
め
、
の
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
ル
ー
ト
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
（
女
、
二
八
・
九
％
、
男
、
二
〇
・
三
％
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
女
性
の
比
率
が
高
い

が
・
そ
の
大
部
分
は
「
家
族
の
話
し
合
い
」
　
（
女
、
一
八
・
…
％
、
男
、
七
・
三
％
）
か
ら
来
て
い
る
。
女
性
に
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
契
機

が
優
位
を
し
め
る
が
、
そ
れ
も
主
と
し
て
家
族
関
係
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
グ
ル
ー
プ
は
・
労
働
組
合
・
同
業
組
合
・
商
店
会
、
町
内
会
・
自
治
会
・
部
落
会
、
そ
の
他
の
各
種
団
体
、
政
党
。
候
補
者
後
援

会
・
等
団
体
か
ら
の
す
い
せ
ん
や
依
頼
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
（
女
、
四
・
八
％
、
男
、
　
一
〇
・
○
％
）
で
あ
っ
て
、
女
性
が
少
な
い
。

第
四
グ
ル
ー
プ
は
新
聞
●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
雑
誌
等
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
で
は
（
女
、
　
一
七
。
九

％
、
男
、
二
五
・
三
％
）
で
あ
る
。
マ
ス
・
コ
ミ
と
の
接
触
も
女
性
の
方
が
少
な
い
。

　
選
挙
運
動
や
選
挙
情
報
と
の
接
触
は
少
な
く
、
た
だ
家
族
関
係
の
起
用
だ
け
が
多
い
と
い
う
の
が
女
性
投
票
者
の
特
徴
で
あ
る
。

　
知
識
の
程
度
　
政
治
や
選
挙
に
つ
い
て
の
知
識
の
程
度
で
も
女
性
は
男
性
よ
り
低
い
よ
う
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
連
盟
調
査
で
、
参
議

院
議
員
の
任
期
。
議
長
の
名
前
・
通
常
選
挙
の
時
期
に
つ
い
て
質
問
を
行
な
っ
た
が
、
三
問
正
解
、
女
、
一
一
。
三
％
（
男
、
，
三
四
。
九
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日本における婦人の投票行動（杣）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

％
）
三
問
誤
答
・
不
明
、
女
、
三
五
・
一
％
（
男
、
一
六
・
八
％
）
で
あ
っ
た
。

　
支
持
意
思
決
定
の
時
期
　
政
治
・
選
挙
関
心
の
低
さ
と
政
治
知
識
の
低
さ
と
は
、
投
票
支
持
の
意
思
決
定
の
時
期
の
お
く
れ
と
な
っ
て

あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
連
盟
調
査
に
よ
る
と
、
選
挙
の
公
示
段
階
で
支
持
老
を
き
め
て
い
る
も
の
（
女
、
五
二
・
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

％
、
男
、
六
四
・
四
％
）
投
票
日
の
二
、
三
日
前
の
う
ち
に
き
め
る
も
の
（
女
、
二
四
・
二
％
、
男
、
一
四
・
五
％
）
で
あ
っ
て
、
女
性

は
男
性
に
く
ら
べ
て
意
思
決
定
が
か
な
り
お
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
政
策
争
点
へ
の
関
心
　
一
九
七
二
年
総
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
戦
の
政
策
上
の
主
な
争
点
に
つ
い
て
投
票
支
持
を
決
定
す
る
さ
い
に
考

え
に
入
れ
た
も
の
を
複
数
回
答
で
き
い
た
結
果
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
政
策
上
の
争
点
を
考
え
に
入
れ
て
き
め
た
も
の
は
（
女
、
八
三
・
七
％
）
で
、
男
よ
り
少
な
く
、
ま
た
回
答
の
合
計

で
も
一
七
九
・
○
％
で
、
男
の
二
二
一
・
一
％
よ
り
大
分
少
な
い
。
女
性
の
政
策
関
心
の
程
度
は
男
性
よ
り
た
し
か
に
低
い
。
し
か
し
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
賠
ド
　
　
六
二
唾
薩
夢
薔
㊦
研
ぐ
ノ
識
，
酋
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汁
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ω
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婁
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○
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O
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H
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め
　

　
　
れ
で
も
女
性
の
政
策
関
心
の
程
度
は
一
九
六
九
年
選
挙
の
さ
い
の
数
字
（
女
、
六
五
・
九
％
、
男
、
七
九
・
○
％
）
よ
り
は
大
分
高
く
な

説　
　
っ
て
い
る
。
政
策
争
点
の
ビ
ッ
グ
3
は
男
性
ぱ
、
福
祉
、
物
価
、
公
害
の
順
で
あ
る
が
、
女
性
は
物
価
、
福
祉
、
公
害
の
順
で
あ
る
。
社
会

論　
　
福
祉
の
対
策
は
現
状
が
か
な
り
貧
困
で
あ
り
、
そ
の
た
め
そ
の
政
策
は
観
念
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
女
性
の
関
心
度
を
低
く
し

　
　
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
公
害
問
題
も
そ
れ
が
現
実
化
す
る
ま
で
は
女
性
は
男
性
よ
り
そ
の
問
題
性
を
と
ら
え
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
こ
の
二
つ
の
政
策
争
点
が
や
や
観
念
的
、
知
的
な
争
点
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
く
ら
べ
て
物
価
問
題
は
女
性
の
関
心
を
と
く
に

　
　
強
く
刺
激
し
た
。
消
費
生
活
を
主
と
し
て
担
当
す
る
か
れ
ら
に
は
物
価
問
題
は
ま
さ
に
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
物
価
争
点
に
対
す
る

　
　
関
心
度
は
都
市
の
女
性
に
お
い
て
と
く
に
高
か
っ
た
。
東
京
都
区
（
女
、
五
八
・
二
％
、
男
、
五
三
・
八
％
）
九
大
市
（
女
、
六
五
．
○

　
　
％
、
男
、
六
〇
・
九
弩
）
中
都
市
（
女
、
六
三
・
九
％
、
男
、
四
九
・
八
％
）
小
都
市
（
女
、
五
二
・
六
％
、
男
、
四
六
。
二
％
）
郡
部

　
　
（
女
、
四
九
・
七
％
、
男
、
四
一
・
○
％
）
で
あ
っ
た
。
東
京
都
区
部
を
除
く
、
中
都
市
（
人
口
一
〇
万
人
以
上
）
以
上
で
女
性
の
関
心

　
　
度
は
六
〇
％
を
こ
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
物
価
争
点
は
他
の
争
点
と
同
様
に
”
政
策
”
に
ま
で
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が
一
つ
の
問
題
に
な
る
。
　
”
口
本
列
島
改

　
造
”
は
典
型
的
な
政
策
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
福
祉
も
公
害
も
か
な
り
具
体
的
に
そ
の
対
策
が
構
想
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
物
価
問
題
は
、
過

　
去
の
経
済
活
動
の
総
合
さ
れ
た
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
物
価
高
騰
の
い
た
み
は
ひ
ろ
く
民
衆
に
感
覚
的
に
う
け
と
め
ら
れ
た
シ
ョ
ッ

　
　
ク
で
あ
っ
た
。
そ
の
い
た
み
へ
の
感
情
的
な
非
難
ぱ
民
衆
の
共
感
を
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
物
価
問
題
に
対
す
る
政
策
的
対
策
は

　
　
ほ
と
ん
ど
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
選
挙
民
も
ど
れ
か
の
政
策
的
プ
ラ
ン
に
賛
同
を
よ
せ
た
と
は
い
え
な
い
。
選
挙
民
の
物
価
関
心

　
　
は
そ
の
い
た
み
に
対
す
る
い
わ
ば
”
非
難
の
う
た
”
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
情
緒
的
関
心
を
核
心
に
し
て
い
た
。
こ
こ
に
強
い
関
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
を
よ
せ
た
女
性
選
挙
民
は
ま
た
一
面
、
そ
の
選
挙
行
動
の
情
緒
的
特
性
を
示
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
党
派
性
　
婦
人
の
投
票
行
動
の
党
派
性
の
検
討
に
移
ろ
う
。
こ
こ
に
こ
そ
日
本
の
婦
人
の
も
っ
と
も
独
自
の
態
度
形
態
が
示
さ
れ
る
で
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あ
ろ
う
。
最
初
に
日
常
の
支
持
党
派
で
あ
る
が
、
表
2
が
そ
れ
で
あ
る
。
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論説
　
全
国
平
均
で
見
る
と
、
女
性
の
自
民
党
行
持
は
男
性
の
そ
れ
よ
り
も
八
傷
少
な
い
。
野
党
四
党
支
持
で
は
女
性
は
男
性
よ
り
二
・
一
％

少
な
い
。
　
「
支
持
政
党
な
し
」
の
無
党
派
は
女
性
は
二
二
・
七
％
で
男
性
の
倍
近
い
。
女
性
は
男
性
よ
り
保
守
支
持
が
少
な
く
、
無
党
派

組
が
多
い
。
　
こ
れ
を
地
域
別
に
見
る
と
、
東
京
都
区
部
、
九
大
市
、
　
郡
部
で
は
一
〇
％
を
こ
す
差
を
以
て
女
性
の
自
民
党
支
持
が
少
な

く
、
ま
た
小
都
市
で
も
六
・
四
々
の
差
が
あ
る
。
他
方
、
野
党
四
党
支
持
で
は
東
京
都
区
部
で
は
女
性
が
一
〇
・
一
％
も
男
性
よ
り
多
い

が
、
中
都
市
、
小
都
市
、
郡
部
で
は
男
性
よ
り
す
こ
し
少
な
い
。
東
京
都
区
部
と
九
大
市
で
は
女
性
の
日
常
の
政
党
支
持
は
野
党
派
が
自

民
支
持
よ
り
多
く
、
革
新
化
傾
向
が
強
い
。
無
党
派
組
は
各
地
域
で
女
性
が
多
い
が
、
と
く
に
中
都
市
、
小
都
市
、
郡
部
で
は
男
性
よ
り

一
〇
％
を
こ
え
て
多
い
。
こ
こ
に
も
政
治
に
遠
い
女
性
の
姿
が
見
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
支
持
し
た
く
な
い
政
党
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
女
、
三
七
・
○
％
、
男
、
四
四
・
二
％
）
で
、
女
性
は
男
性

よ
り
少
な
い
が
、
し
か
し
か
な
り
あ
る
。
　
地
域
差
は
大
い
に
あ
っ
て
、
　
東
京
都
区
（
四
五
・
九
％
）
九
大
市
（
四
五
・
二
％
）
中
都
市

（
四
一
。
二
％
）
小
都
市
（
三
二
・
八
％
）
郡
部
（
二
八
・
○
％
！
女
性
の
み
）
で
郡
部
に
な
る
ほ
ど
支
持
し
た
く
な
い
政
党
を
も
つ
女

性
は
少
な
く
な
る
。
男
女
と
も
都
市
部
ほ
ど
政
党
に
対
す
る
好
悪
を
は
っ
き
り
表
明
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
く
に
女
性
は
そ
の
傾
向
が

い
ち
じ
る
し
い
。
女
性
の
支
持
し
た
く
な
い
政
党
は
、
公
明
党
一
五
・
六
％
、
共
産
党
一
四
・
一
％
、
と
も
に
男
性
と
ほ
と
ん
ど
差
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

く
、
こ
れ
に
つ
い
で
自
民
党
六
・
二
％
（
男
、
　
一
〇
・
四
％
）
社
会
党
、
民
社
党
と
も
に
一
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
投
票
政
党
に
つ
い
て
見
よ
う
。
表
3
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
女
性
の
自
民
党
に
投
票
し
た
も
の
は
三
九
・
七
％
で
男

性
よ
り
五
・
二
％
少
な
い
。
野
党
四
画
面
は
三
五
・
八
％
で
、
こ
れ
は
男
女
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
四
党
の
う
ち
で
は
女
性
の
投
票
は
社
会

党
に
多
く
、
一
ご
∵
○
％
で
あ
る
。
つ
ぎ
は
共
産
党
六
∴
二
％
と
な
る
。
投
票
政
党
で
も
女
性
の
保
守
性
は
男
性
よ
り
少
な
い
。
こ
れ
を

地
域
別
に
見
る
と
、
都
市
化
の
程
度
に
従
っ
て
女
性
の
自
民
党
投
票
は
へ
り
、
男
性
の
自
民
党
票
と
の
差
は
ひ
ら
き
、
他
方
、
女
性
の
野

党
繋
累
票
は
増
え
、
中
都
市
を
除
い
て
男
性
よ
り
や
や
多
い
。
大
都
市
で
は
女
性
の
野
党
四
魔
投
票
は
自
民
党
投
票
を
二
〇
％
以
上
も
上
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P
｛一一一

」i置

P

つ
な
例
が

1つ

政
党
と

候
補
者

左
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
お
い
て
投
票
し
た
ガ

、

L）

ノL

蕉

頁
G

七投年忌連選には
二三票’す盟挙よ衆
年仔至る調のる・
）． ｮ二の査実．面参
．一．三L一一頁は！こ態接両
一・ Q．） 蒼鰍P：ll「rl／院

四．一．一義民：票L句選

頁九務のの（を挙
り／「 A：論義動一・行’
　しや務．三九な統
　年ただに．．しつ．一・

　）てか一煮て地
　匹i前ら政年いソ∫
　六意一治）る選
　頁識女を二。．挙
　Q　カミ　、　よ　二し　工洪　α）

　　女1．三く～．下膳
　　性貸す．’孔連繋
　　に・る悪寒規
　　多年た。調；膜

め
に
は
投
票
す
る
こ
と
が
大
．
事
だ
か
ら
」
女
、
一
一
三
．
七
％

％
へ
男
、
三
一
・
八
％
）
と
あ
る
．
、
　
（
「
参
議
院
議
員
通
常

い
。 査の

と選

称に
。際

　し
　て．

　投

　｝ヨ

　の

　後
　、
　全
　匡［

　規
　模
　の
　投

　行
　動

も
強
く
示
す
九
大
市
で
は
、
自
民
党
投
票
二
六
・
三
％
に
対
し
、
野
党
四
党
五
〇
。
四
％
に
達
し
て
お

一
％
、
共
産
党
一
〇
・
二
％
、
公
明
党
、
民
社
党
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
中
都
市
を
除
い
て
、
女
性

の
革
新
性
は
男
性
よ
り
大
き
い
。

撚
／
打
動
の
実
態
－
岐
阜
市
民
の
政
治
意
識
調
査
一
」
　
（
一
公
明
選
挙
連
盟
、
一
九
六
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
政
治
に
対

四
る
」
と
「
少
し
あ
る
」
の
合
計
、
女
、
五
一
・
九
％
（
男
、
八
○
・
二
％
）
、
選
挙
に
対
す
る
関
心
で
は
、
同
合

刀、

ｪ
八
・
二
％
）
で
あ
る
。
　
一
四
頁
。
同
様
な
結
果
が
、
出
川
政
治
、
　
「
松
江
市
調
査
」
　
（
連
盟
同
調
査
、
　
一
九

41　（3　・　32）　！90



（
1
8
）

の
問
い
に
「
政
党
の
方
を
重
く
み
て
投
票
し
た
」
と
答
え
た
も
の
の
理
由
を
き
い
て
み
る
と
、
　
「
そ
の
党
の
活
動
を
支
持
す
る
か
ら
」
男
、
五

三
・
六
％
、
女
、
三
九
・
○
％
で
一
位
で
あ
る
が
、
女
性
が
少
な
く
、
二
位
は
「
ほ
か
の
党
よ
り
ま
し
だ
か
ら
」
男
、
二
七
・
七
％
、
女
、
二

七
・
五
％
、
ほ
ぼ
同
じ
、
「
な
ん
と
な
く
そ
の
党
が
好
き
だ
か
ら
」
男
、
九
・
○
％
、
女
、
二
一
・
九
％
で
、
女
性
が
こ
の
情
緒
的
態
度
に
断

然
多
．
い
の
で
あ
る
。
連
盟
・
前
掲
書
（
一
九
七
三
年
）
一
二
六
～
七
頁
。

同
土
三
四
六
～
七
．
頁
。

2

非
政
治
性
の
政
治
性
へ
の
転
化

日本における婦人の投票行動（杣）

　
日
本
の
婦
人
の
選
挙
に
お
け
る
党
派
性
は
今
日
、
婦
人
参
政
権
推
進
論
者
の
予
想
に
反
し
て
、
反
保
守
的
な
傾
向
を
も
つ
に
至
っ
た
。
保

守
勢
力
の
長
期
支
配
が
進
行
し
て
い
る
な
か
で
婦
人
の
党
派
性
に
お
け
る
こ
の
反
保
守
性
は
ま
っ
た
く
政
治
的
に
注
目
さ
れ
る
態
度
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
婦
人
の
投
票
行
動
に
お
け
る
こ
の
政
治
性
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
政
治
性
は
第
一
に
投

票
の
党
派
性
に
関
連
す
る
他
の
投
票
行
動
の
政
治
性
か
ら
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
第
二
に
婦
人
の
特
徴
と
な
っ
て
い

る
そ
の
投
票
行
動
の
非
政
治
性
あ
る
い
は
社
会
性
か
ら
も
由
来
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
節
は
こ
の
後
者
の
面
を
解
明
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

　
婦
人
の
投
票
行
動
に
示
さ
れ
る
非
政
治
的
・
社
会
的
な
特
微
は
、
①
政
治
と
選
挙
に
対
す
る
関
心
が
低
い
、
②
そ
の
知
識
が
少
な
い
、

③
政
党
活
動
か
ら
離
れ
て
い
る
、
④
日
常
政
党
支
持
無
党
派
が
多
い
、
⑤
政
策
争
点
の
認
識
が
情
緒
的
で
あ
る
、
⑥
投
票
意
思
決
定
に

際
し
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
が
強
く
は
た
ら
く
、
そ
う
し
て
最
後
に
⑦
投
票
参
加
の
義
務
感
が
強
い
、
以
上
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
政
治
に

遠
い
、
政
治
か
ら
離
れ
た
、
非
政
治
的
・
社
会
的
行
動
様
式
が
投
票
政
党
に
お
け
る
革
新
派
野
党
の
選
択
と
い
う
政
治
性
に
結
び
つ
く
た

め
に
は
、
両
者
を
媒
介
す
る
政
治
的
要
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
政
治
に
関
心
が
な
く
、
そ
の
知
識
も
多
く
な
い
婦
人
選
挙
民
は
し
か
し
、
国
家
に
対
し
て
、
ま
た
ま
わ
り
の
社
会
に
対
し
て
、
投
票
所
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へ
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
義
務
感
を
強
く
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
投
票
内
容
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
図
を
も
た
な
い
か
、
そ
れ
が
あ
っ

て
も
強
く
な
い
婦
人
投
票
者
は
か
れ
ら
の
身
辺
の
、
外
的
な
投
票
誘
因
の
政
治
的
方
向
に
そ
っ
た
投
票
を
行
な
い
や
す
い
。
外
的
な
投
票

誘
因
の
政
治
性
が
、
婦
人
の
投
票
行
動
の
非
政
治
性
を
政
治
性
に
媒
介
す
る
第
一
の
要
因
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
婦
人
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
は
た
ら
き
か
け
を
う
け
て
投
票
の
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
家
族
、
近
所
の
も
の
、
職
場
の
人
、
友
人

・
知
人
・
親
戚
な
ど
が
そ
の
ぱ
た
ら
き
か
け
の
主
体
で
あ
る
が
、
　
こ
の
人
々
の
党
派
性
が
革
新
指
向
を
よ
り
強
く
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
く
に
都
市
部
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
近
所
の
も
の
か
ら
伝
え
ら
れ
る
「
世
間
の
評
判
」
は
婦
人
を
動
か
す
力
が
強
い
。
社
会

的
雰
囲
気
（
ム
ー
ド
）
に
婦
人
た
ち
は
敏
感
に
反
応
し
、
同
調
す
る
。

　
婦
人
に
影
響
力
あ
る
人
び
と
の
う
ち
で
は
家
族
の
も
の
の
そ
れ
が
も
っ
と
も
強
力
で
あ
る
。
　
「
家
族
の
話
し
合
い
」
は
婦
人
の
投
票
意

思
決
定
に
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
。
こ
の
家
族
の
中
で
は
夫
が
も
っ
と
も
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
夫
の
側
、
つ
ま

り
男
性
側
に
婦
人
よ
り
は
る
か
に
少
な
く
し
か
「
家
族
の
話
し
合
い
」
は
意
思
決
定
に
役
立
て
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
　
婦
人
に
お
け
る

「
家
族
の
話
し
合
い
」
の
影
響
力
は
多
分
に
婦
人
に
む
け
て
の
一
方
通
行
的
な
そ
れ
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
少
な
く
な
い
数
の

婦
人
投
票
者
は
夫
、
な
い
し
そ
の
他
の
家
族
員
か
ら
投
票
へ
の
ぼ
た
ら
き
か
け
を
一
方
的
に
受
け
て
、
そ
れ
に
従
っ
、
て
投
票
支
持
に
出
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
は
た
ら
き
か
け
は
よ
り
多
く
革
新
支
持
を
指
向
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
高
年
齢
の
婦
人
は
若
い
家
族
員
の
意
向
に
対
す
る
同
調
性
を
高
年
齢
の
男
性
よ
り
も
強
く
も
っ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
家

族
主
義
の
中
で
、
自
主
的
性
格
の
成
長
が
お
さ
え
ら
れ
、
家
族
的
統
制
に
従
順
に
反
応
す
る
よ
う
し
つ
け
ら
れ
て
き
た
婦
人
は
若
い
世
代

の
家
族
員
の
意
向
に
容
易
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
「
幼
に
し
て
は
親
に
従
い
、
　
嫁
し
て
は
夫
に
従
い
、
　
老
い
て
は
子
に
従

う
」
，
と
の
女
性
の
た
め
の
「
三
従
の
教
え
」
は
高
年
婦
人
の
場
合
生
活
準
則
と
し
て
い
ま
な
お
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
媒
介
者
の
政
治
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
婦
人
の
非
政
治
性
が
そ
の
ま
ま
政
治
性
を
生
む
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
婦
人
に
多
く
見
ら
れ
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る
特
有
の
道
徳
感
情
で
あ
る
。
日
本
の
婦
人
は
き
わ
め
て
強
い
道
徳
的
清
潔
感
の
持
主
で
あ
る
。
こ
．
の
道
徳
的
清
潔
感
は
か
れ
ら
に
保
守

党
人
に
対
し
て
拒
絶
反
応
を
起
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
農
業
県
で
、
政
治
的
に
は
保
守
色
が
濃
い
あ
る
県
で
、
自
民
党
の
参
議
院
議
員
の
選
挙
運
動
の
主
要
な
幹
部
の
一
人
で
あ
る
夫
を
も
っ

た
一
婦
人
は
投
票
に
お
け
る
悩
み
を
の
べ
た
。
毎
回
の
選
挙
で
彼
女
は
夫
と
争
っ
た
。
夫
は
か
れ
が
運
動
を
し
て
い
る
候
補
者
へ
の
投
票

を
強
要
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
女
は
自
民
党
の
政
治
家
が
大
嫌
い
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
言
う
こ
と
は
信
用
で
き
ず
、
顔
つ
き
を
は

じ
め
そ
の
印
象
は
き
た
な
ら
し
い
。
こ
う
い
う
人
に
投
票
す
る
気
に
な
れ
な
い
。
　
「
他
人
の
こ
と
で
夫
婦
げ
ん
か
す
る
な
ど
本
当
に
馬
鹿

々
正
し
い
。
こ
の
ご
ろ
は
上
手
に
な
っ
て
、
う
ま
く
口
を
合
わ
せ
て
そ
の
場
は
す
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
夫
の
定
年
を
来
年
に

控
え
て
、
　
今
度
が
夫
の
最
後
の
選
挙
運
動
で
あ
る
の
で
、
　
今
度
だ
け
は
夫
の
い
う
こ
と
を
き
く
こ
と
に
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
」

（
嗣
九
七
四
年
七
月
、
参
議
院
選
挙
時
に
聴
取
）

　
婦
人
た
ち
の
多
く
は
政
治
の
現
実
に
不
潔
感
を
強
く
い
だ
き
、
そ
れ
を
日
本
の
政
治
家
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
保
守
政
党
人
に
む
け

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
感
情
に
は
十
分
な
事
実
が
対
応
し
て
い
る
。
金
権
選
挙
、
企
業
選
挙
な
ど
の
選
挙
の
腐
敗
か
ら
、

田
中
首
相
の
退
陣
の
原
因
と
な
っ
た
政
治
家
の
不
当
、
　
不
正
な
蓄
財
な
ど
の
証
拠
に
は
事
欠
か
な
い
。
　
一
九
七
四
年
参
院
選
挙
に
際
し

て
、
自
民
党
候
補
者
の
運
動
員
の
妻
や
娘
た
ち
の
多
く
が
政
治
と
選
挙
の
浄
化
の
た
め
に
長
く
運
動
を
つ
づ
け
て
き
た
全
国
区
の
婦
人
候

補
市
川
房
枝
に
投
票
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
徳
的
清
潔
感
の
す
る
ど
い
存
在
は
実
に
、
日
本
に
お
け
る
婦
人
の
政
治
文
化
の
男
性
の

そ
れ
に
対
す
る
独
自
性
を
示
す
重
要
項
目
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
1
9
）
連
盟
・
前
掲
書
（
一
九
七
三
年
）
九
八
頁
。
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3
　
婦
人
の
政
治
性

　
政
治
性
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
、
動
機
の
レ
ベ
ル
と
効
果
の
レ
ベ
ル
と
で
は
対
象
の
範
囲
が
大
き
く
異
な
る
。
動
機
の
レ
ベ
ル
で
は
非

政
治
的
で
あ
っ
て
も
、
効
果
の
レ
ベ
ル
で
は
政
治
的
で
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
こ
で
は
動
機
の
レ
ベ
ル
の
政
治
性
を
問
題
に
し

て
い
る
。

　
男
性
の
保
守
性
　
婦
人
の
投
票
に
お
け
る
党
派
性
が
男
性
に
く
ら
べ
て
革
新
支
持
に
傾
い
て
い
る
こ
と
に
焦
点
を
お
い
て
本
論
を
展
開

し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
解
明
す
る
に
さ
い
し
て
、
こ
の
比
較
の
一
方
の
極
で
あ
る
男
性
の
党
派
性
の
保
守
性
に
つ
い
て
一
般
的
な
認

識
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
婦
人
の
革
新
性
の
相
対
的
な
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
日
本
の
男
性
の
投
票
に
お
け
る
保
守
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
理
由
の
第
一
は
日
本
に
お
け
る
前
近
代
的
な
支
配
様
式
の
残
存
と
そ
れ
に

適
応
し
た
男
性
の
政
治
文
化
の
存
在
で
あ
る
。
統
治
の
様
式
は
統
治
者
と
被
治
者
と
の
合
意
の
尊
重
よ
り
も
、
命
令
と
強
制
と
が
優
先
す

る
。
平
等
な
参
加
よ
り
も
上
か
ら
下
へ
の
指
示
の
方
式
が
目
立
つ
。
被
治
者
個
人
の
無
力
感
と
強
い
権
威
主
義
の
存
在
、
こ
れ
に
よ
っ
て

個
人
意
識
は
稀
薄
に
な
り
、
集
団
・
団
体
・
国
家
へ
の
依
存
感
と
こ
れ
に
対
応
す
る
権
威
者
の
尊
大
性
が
あ
ら
わ
れ
る
。
中
央
集
権
主
義

の
貫
徹
と
地
方
社
会
の
自
主
性
の
弱
さ
、
等
々
で
あ
る
。

　
第
二
は
男
性
の
四
〇
歳
代
以
上
は
経
済
・
政
治
の
体
制
受
益
者
層
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
経
済
活
動
に
お
け
る
資
本
や
便
益

の
蓄
積
と
支
配
・
管
理
者
的
地
位
の
支
輪
）
年
功
序
列
型
賃
金
に
よ
る
高
所
得
・
等
々
の
担
い
手
層
が
こ
の
男
性
世
代
で
あ
る
。
こ
の
世

代
支
配
は
当
然
、
政
治
の
場
合
に
及
ん
で
い
る
。

　
第
三
は
男
性
は
政
治
と
選
挙
の
場
で
、
支
配
体
制
に
近
い
距
離
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
男
性
は
職
業
生
活
で
支
配
層
の
一
員
で
あ
っ
た

り
、
あ
る
い
は
か
れ
ら
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
政
党
と
議
員
の
日
常
活
動
は
圧
倒
的
に
男
性
の
活
動
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
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こ
の
日
常
活
動
で
は
、
政
党
は
別
で
あ
る
が
、
自
民
党
議
員
活
動
が
活
発
で
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
選
挙
運
動
に
お
い
て
、
候
補
者
・

推
進
者
・
協
力
者
そ
し
て
対
象
選
挙
民
は
圧
倒
的
に
男
性
が
占
め
て
い
る
。
こ
う
し
て
支
配
体
制
の
政
党
、
自
民
党
は
ま
ず
男
性
の
圧
倒

的
多
数
を
そ
の
支
配
の
網
の
中
に
と
り
こ
み
、
自
派
に
動
員
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
は
保
守
政
党
に
く
ら
べ
て
革
新
派
諸
勢
力
の
指
導
層
の
量
的
な
弱
少
さ
で
あ
る
。
自
治
体
首
長
・
国
会
と
自
治
体
の
議
員
・
そ
の

候
補
者
に
適
格
の
人
物
の
数
の
少
な
さ
に
そ
れ
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
政
治
指
導
層
は
①
高
級
官
僚
、
②
組
合
・
団
体
等
の
役
員
、
③
経

営
者
、
④
弁
護
士
、
⑤
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
革
新
派
は
主
と
し
て
②
に
数
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
適
格
の

候
補
者
の
い
な
い
選
挙
で
支
持
票
が
集
ま
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
男
性
の
投
票
行
動
は
大
き
く
保
守
政
党
支
持
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
男
性
の
投
票
の
保
守
性
が
こ
こ
か
ら
う
み
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
婦
人
の
政
策
争
点
意
議
　
い
く
つ
か
の
日
常
生
活
上
の
問
題
が
婦
人
を
し
て
政
治
の
現
状
を
批
判
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。
物
価
の
高
騰

を
筆
頭
と
し
て
、
社
会
福
祉
施
策
の
貧
困
や
大
気
汚
染
・
水
質
汚
濁
・
騒
音
・
環
境
破
壊
・
自
動
車
事
故
の
多
発
等
々
の
公
害
の
拡
大
な

ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
物
価
の
高
騰
は
そ
れ
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
る
都
市
地
域
に
お
い
て
ほ
ど
、
婦
人
の
政
治
意
識
を
よ
り
多
く

刺
激
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
馬
社
会
生
活
の
上
に
こ
こ
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
れ
た
事
態
に
至
る
ま
で
に
賢
明
な
為
政
者
に
よ
っ
て
先

取
り
し
て
取
組
ま
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
し
、
選
挙
民
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
要
求
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
な
く
、
政

治
に
関
心
が
低
く
、
知
識
の
と
ぼ
し
い
婦
人
層
に
さ
え
、
そ
れ
と
気
付
か
せ
る
程
度
の
も
の
に
な
っ
て
に
わ
か
に
大
き
く
政
治
問
題
化
し

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
政
治
と
選
挙
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
男
性
は
多
様
な
政
治
問
題
に
か
か
わ
り
、
従
っ
て
対
応
が
多
様
化
し
、
分
裂

す
る
。
こ
れ
に
対
し
婦
人
は
政
治
に
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
、
そ
こ
で
政
治
問
題
化
し
た
も
の
は
、
よ
り
純
粋
な
、
集
中
さ
れ
た
形
を
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と
る
こ
と
に
な
っ
て
政
治
へ
の
圧
力
を
強
め
る
で
あ
ろ
う
。

説　
　
　
婦
人
と
平
和
の
願
い
　
婦
人
の
政
治
態
度
で
き
わ
め
て
特
徴
的
な
の
は
都
市
と
農
村
を
と
わ
ず
、
　
平
和
へ
の
願
い
が
強
い
こ
と
で
あ

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
乙

　
　
る
。
一
九
六
九
年
埼
玉
県
わ
ら
び
市
で
行
な
わ
れ
た
政
治
意
識
調
査
の
「
選
挙
民
が
政
治
に
期
待
す
る
こ
と
」
を
き
く
質
問
で
得
ら
れ
た

政治への期待乏47

そ
の
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　　　1

和
の
擁
護
を
主
張
し
て
対
抗
す
る
の
で
、

　
労
働
者
意
識
　
婦
人
の
労
働
者
意
識
は
、

　
回
答
は
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
婦
人
の
期
待
は
「
平
和
の
維
持
」
に
四
三

　
％
の
と
び
ぬ
け
た
多
数
で
よ
せ
ら
れ
て
い
る
。
男
性
で
は
ト
ヅ
プ
が
「
社
会
福
祉
の
充
実
」

　
三
七
％
で
、
　
「
平
和
の
維
持
」
は
二
七
％
で
二
位
に
な
っ
て
い
る
。
婦
人
に
お
け
る
平
和
主

　
義
は
こ
の
よ
う
に
強
い
。
同
様
な
結
果
が
、
山
梨
県
二
市
一
町
、
福
岡
県
二
十
一
町
、
愛
媛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
県
波
方
町
な
ど
で
も
た
し
か
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
婦
人
の
平
和
へ
の
願
望
は
か
れ
ら
の
政
治
態
度
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
。

　
こ
の
平
和
至
上
主
義
は
か
れ
ら
の
戦
争
体
験
か
ら
来
た
政
治
へ
の
知
恵
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

　
い
。
婦
人
は
男
性
へ
の
隷
属
シ
ス
テ
ム
が
残
っ
て
い
る
日
本
の
社
会
に
あ
っ
て
戦
時
生
活
の

　
苦
し
み
を
経
、
戦
後
も
、
夫
や
子
と
の
死
別
、
戦
災
、
結
婚
難
等
々
の
戦
争
の
苦
し
み
を
負

　
い
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
選
挙
に
お
け
る
政
治
的
対
立
が
婦
人

　
の
こ
の
平
和
至
上
主
義
を
刺
激
す
る
様
相
の
も
の
と
な
る
と
か
れ
ら
の
投
票
行
動
を
動
か
す

　
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
民
党
は
ア
メ
リ
カ
と
の
安
保
体
制
を
維
持
し
、
自
衛
隊
の
増
強

　
に
っ
と
め
る
、
む
し
ろ
反
平
和
政
策
を
と
る
と
み
ら
れ
、
革
新
派
諸
党
は
こ
れ
に
対
し
て
平

婦
人
票
は
革
新
派
支
持
を
指
向
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
労
働
者
家
族
と
し
て
の
そ
れ
と
自
身
が
労
働
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
そ
れ
と
二
種
が
あ
る
。
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