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三
由
：學
會
雑
認
；

：：

第
吗
十
九
卷：

第
ゥ
號
.

今
野
溉
八
郞
著

『

道
路
交
通
政
策

』

:

§

に
、
こ
の
書
に
お
け
る
著
渚
の
立
場
が
き
わ
め
て
明
ら
か
に
述
べ
ら
れ 

て
い
る
そ
の
は
し
が
き
の
一
節
を
紹
介
し
よ
う
。
.

「

我
國
に
お
け
る
道
獎
夂
通
政
策
は
、
明
治
以
來
の
軌
道
重
視
主
義
の
傳
銃 

的
交
通
政
策
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
、
交
通
學
者
に
よ
っ
て
す
ら
閑
却
さ
れ
勝
ち 

.

で
あ
っ
た
。

の
よ
う
な
我
國
交
通
政
策
の
跛
行
性
•
後
進
性
は
、
我
國
の
交
■

1
通
經
濟
に
%;
跛
行
性
•
後
進
性
の
特
質
を
興
え
、■現
實
に
、
近
代
的
鐵
道
に
對 

じ
て
殆
ん
ど
參
觐
交
代
時
代
の
ま
ま
の
姿
の
道
路
が
我
國
陸
上
交
通
の
癌
と
も 

.

な
り
、
麗
の
慢
性
的
交
通
難
の
大
き
な
一
因
を
な
し
て
い
る
。
1-「

日
本
の
交 

通
^

^
に
お
い
て
こ
そ
、
’鐵
遒
，.
海
運
と
並
ん
で
道
路
.
航
空
の
均
衡
あ
る
發 

達
政
策
が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
道
路
交
通
を
輕
視
す
る
政
策
體
系
は
學
問: 

的
に
も
誤
！

i

で
あ
り
、
現
實
的
に
も
著
し
く
時
^
^
誤
的
な
も
の
で
あ
る
。」 

「

本
著
はa

u
t
o
m
o
t
i
v
e

 transport;

に
重
點
を
お
く
の
で
、
我
國
の
學
問 

的
慣
行
か
ら『

自
動
車
交
通
1

』

と
呼
ば
れ
る
ベ
き
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
.
 

し
か
し
自
働
軍
交
通
の
發
達
を
道
路
i

と
遊
離
的
に
取
极
う
從
來
の
我
國
の
， .-r 

へ
.：;:
■

傾
向
に
對
し
て
、
そ
れ
を『

逍
?f
t
父
通
の
近
代
化』

と
し
て
發
戚
史
的
に
認 

.
識
し
、
.こ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
ヶ
谓
路
交
通
政
策
ぼ
的
ぽ
肩transport 

p
o
l
i
c
y

と
そ
れ
に
關
連
す
る
®

を
者
え
よ
う
と
す
る
の
が
著
者
の
立
場
で

. 

.あ
る 
0」

'

.
 

.'

:

.さ
て
、
と
の
書
の
第
一
m.
は
'『

道
路
交
通
政
策
前
史』

と
題
さ
れ
て
い
る
'。

. 

r

國
家
の
政
策
と
し
て
の
交
通
讓
：の
.史
的
系
譜
は
、
I近
世
國
家
の
マ
' 1
カ
ン 

テ
リ
ズ
ム
.の
政
策
に
始
ま
る」

の
で
.あ
る
か
ら
、
ま
ず
マー

カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム 

の
道
路
政
策
に
っ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
續
い
て
、
產
業
革
命
の
一
環
と
し
て
行 

わ

れ

る「

交
通
軍
命」

の
時
期
に
、

英
國
お
よ
び
米
國
で
ど
の
よ
う
な「

0 

路
交
通
政
策」

が
採
ら
れ
た
か
が
朋
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

「

交
通
革
命」

期 

.に
お
け
る
道
路
安
通
と
し
て
は
、
テ
ル
ブ
ォ
1
ド
、
マ
カ
ダ
ム
等
の
着
想
に
よ 

る
道
I

築
技
術
の
革
命
的
進
步
と
、
タ
ー
ン
パ
イ
ク
制
に
よ
る
道
路
の
經
營
、
 

馬
車
交
通
特
に
驛
馬
車
交
通
の
發
達
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
の
.で
あ
る
が
、
著
溝 

は
特
に
、
米
國
に
お
.け
.る
道
路
薬
の
意
義
を
重
視
す
る
。
こ
の
場
合
、
廣
大 

な
領
土
の
開
拓
の
必
要
、
ホ
で
も
西
漸
運
動
が
米
國
の
道
路
政
策
と
！
^
に
.結 

び
っ
い
て
い
る
こ
と
が
强
調
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
道
路
敷
設
を
め
ぐ
つ
て 

.
の
諸
州
と
連
邦
政
府
と
の
關
係
、
タ
ー
ン
パ
イ
ク
會
社
と
い
う
形
で
具
體
化
さ 

れ

た「

交
通
路
め
商
業
的
企
業
化j

な
ど
に
っ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

‘

次
に
、

『

道
堅
父
通
政
策
史』

と
題
す
る
第
ー
5
は
、
自
動
車
の
發
明
と
そ 

の
實
用
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た「

道
座
父
通
革
命」

が
、
現
在
よ
う
や
く 

完
成
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
理
解
の
上
に
立
っ
て
、
自
動
軍
交
通 

政
策
お
よ
び
自
動
琪
道
路
政
策
の
史
的
發
展
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、著
者
は
、
 

自
動
車
交
通
が
勃
興
し
、
發
達
し
て
か
ら
統
制
さ
れ
る
に
至
っ
た
第
二
次
大
戰 

前
ま
で
の
峙
猢
をr
道

髮

通

政

策

の

於」

期
と
考
え
て
、

一.方
自
動
車
交

通
以
前
のr

道
i

通
政
策
前
史」

期
と
區
別
す
る
と
と
も
に
、
他
方
第
二
次 

大
戰
中
お
よ
び
以
後
の「

道
i

通
！̂

の
發
M-
J
期
と
區
別
し
て
い
る
。
こ 

■

の
韋
に
お
，い
て
は
、
米
國
の
自
動
車
お
よ
び
自
動
車
道
路
發
達
の
事
淸
と
そ
れ 

を
育
成
し
た
i

と
が
主
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
英
國
お
よ
び
ド
ィ
ッ
に 

お
け
る
事
情
も
あ
わ
せ
て
分
析
さ
れ
る
。

-

第
三
，章
で
、
場
面
は
一
轉
し
て『

我
國
自
動
車
交
通
政
策
の
®

』

の
考
察
に 

移
る
。
こ
の
章
の
前
半
で
は
、

一
般
的
に
、
道
i

通
の23

動

車
化(

モ
ト
リ 

ジ
ー
ル
ン
ク)

の
意
義
が
分
析
さ
れ
て
.い
る
が
、
後
半
に
入
る
と「

我
國
の
自 

,軌
艰
交
通
發
達
政
策」

が
檢
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
わ
が
國
の
政
府
は 

從
來
、

「

自
動
窀
め
此
爱
政
策
の
代
り
に
、
結
果
か
ら
み
て『

施
悬
阻
止』

の 

效
果
を
窗
す
が
如
き」

諸
政
策
を
採
つ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
ヰ

罾「

自 

動
庫
化
政
策j

と
し
て
ど
の
よ
ぅ
な
政
策
が
採
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
が
考
察 

さ
れ
る
。

「

日
本
型
國
民
^
の
生
產」

も
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の 
一k

加
え
ら
れ 

て
い
る
。

續
い
て
第
四
#
に
お
い
て
は
、『

我
國
道
路
政
策
の
課
題』

が
論
ぜ
ら
れ
る
。
 

こ
こ
に
お
い
て
も
、
戰
前
の
わ
が
國
の
猶
路
が.「

文
明
國
中
最
劣
等
の
狀
態
に 

あ
つ
た」

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
今

日「

革
命
的
道
路」

が
必
要
で
あ
る
と
主
張 

'さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
最
近
の
わ
が
國
に
お
け
る

‘

「

交

通

足

=

交
通 

混
雜」

の
慢
性
化
と
い
ぅ
病
的
現
象
を
解
決
す
る
に
は
、
'「

旣
存
の
交
通
路
の 

容
量
擴
大
策
と
、
新
し
い
機
能
を
も
つ
高
速
度
道
路
め
新
設
と
の
一
一大
政
策」

.

.

.'
ニ 

.

'

以
上
の
ょ
う
に
、
こ
の
書
は
、
前
半
の『

ー
韋
に
お
，い
て
主
と
し
て̂

員
國
に 

お
け
る
道
路
交
通
政
策
發
達
の
跡
を
ふ
り
か
え
り
、
.そ
の
考
察
を
背
景
と
し 

て
.、
後
半
の
ニ
章
に
お
い
て
こ
れ
と
對
照
的
に
わ
が
國
の
道
路
交
通
政
策
を
檢 

射
し
、
爲
政
者
に
反
省
を
促
そ
う
と
企
て
ら
れ
て
い
る
。
全
篇
を
通
じ
て
讀
者 
:

は
、道
^

{
通
史
に
つ
い
て
の
.著
者
の
深
い
造
|
を
、流
れ
る
ょ
う
に
う
る
わ
し 

い
筆
致
を
通
じ
.て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
隨
所
に
銳
い
批
判
が
展
開
さ 

れ
て
い
る
のf

、

こ
の
書
は
全
體
と
し
て
き
わ
め
て
示
唆
に
富
み
か
つ
味
わ
い 

深
い
も
の
と
な
っ
飞
い
る
。
著
濟
の
論
究
は
明
せ
き
で
、
.わ
れ
わ
れ
は
は
な
ば 

だ
多
く
敎
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

た
だ
、
そ

こ
.に
、
特
に
と
り
上
げ
て
批
判
す
る
餘
地
が
も
し
あ
る
と
す
る
な 

ら
ば
、.
そ
れ
.のT

.

っ
'は
、-最
近9

交
通
财
策
論
上
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い 

r
o
a
d a

n
d

 

1

&の
問
翅
が
、

.充
分
に
分
析
的
；に
と
.り
あ
_
っ
か
わ
れ
て

 
>
な
い 

ょ
う
な
感
を
抱
..か
せ
る
點
で
低
あ
る
ま
い
か
。
自
動
車
の
發
達
を
抑
止
す
る
■こ 

と
.に
ょ
つ
て
鐵
道
を
保
護
し
ょ
う
と
す
る
政
策
が
採
ら
れ
义
べ
き
で
は
な
い
こ 

と
は
論
を
待
た
な
い
が
、
南
者
を
合
理
的
な
條
件
の
下
.に
競
爭
さ
せ
ね
ば
な
-r
o 

な
い
と
い
う
考
え
方
が
最
近
强
力
と
，な
り
、
そ
の
條
件
に
っ
い
て
種
々
論
ぜ
ら
.
 

れ
て
い
る
。
，と
の
問
題
は
や
は
り
、
，書
中
に
お
：V
て
充
分
に
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き 

.で
は
な
か
っ
た
か
と
：思
わ
れ
る
。
い
ま
一
っ
，は
、

「

道
i

通
政
策」

.
 

が
ひ
と
え
に「

道
寒
通
發
達
政
策
1—
で
あ
る
ょ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
點
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
道
路
交
通
の
發
達
が
そ
め
も
の
と
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と 

は
事
實
で
あ
る
し

、

ま
た̂

豸
も

、

必
ず
し
も
道
i

通
の
發
達
だ
け
を
究
極

に
ょ
ら
ね
ば
な
ら
な
.い
、
と
斷
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
最
後
に
高
速
度
道
路
建
設
政 

策
に

..
つ
い
て
簡
潔
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

'

な
お
、
附
表
と
し
て
、
自
動
审
發
達
に
關
す
る
數
種
の
統
計
表
、
お
ょ
び
.か 

な
り
詳
細
な
參
考
資
料
一
：覽
表
が
添
え
ら
れ
て
：い
.■る
0

: 

. 

: 

... 

•
の
目
標
と
.し
て
い
る
わ
.け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
道
路
交
通
の
發
達
がT

經
濟

得評及び紹介

 

： 
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雜
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ー

號
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成
長
の
一
條
件j

で

あ

る

こ

と

，
や

、
そ
れ
が「

雇
傭
の
增
大
へ
の
貢
献」

を

す
 

:
る
こ

と

をも
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
道
路
交
通
發
達
の
も 

た
ら
す
經
濟
的
效
果
の
面
は
も
ち
ろ
ん
輕
視
を
許
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ 

と
同
時
に
、
現
實
の
道
^

{
通
®

が
や
は
り
今
日
の
經
濟
的
關
係
に
律
せ
ら 

れ
て
い
て
、た
と
え
ば
わ
が
國
は
、先
進
諸
國
に
坩
べ
て
自
動
車
の
保
有
量
が
非 

常
に
少
い
こ
と
本
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、.
實 

.際
_

と
し
て
は
現
在
、
特
に
タ
ク
シ
ー
お
よ
び
ト
ラ
ッ

ク
業
の
競
爭
過
剰
、

.

あ
る
い
は
一
般
に「

旅
客
お
よ
び
貴
物
の
不
足
と
輸
送
力
過
剰」

(

こ
の
句
は
、
 

石
井
常
雄
氏
输r

ハ
ィ
ャ
ー
.
タ
ク
シ
I
業
に
お
け
る
恐
慌
と
危
機

」

よ
り
引 

用)

の
現
^
さ
え
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ 

う
。
道
i

通
！

i

赘
を
道
I

通
驗
，
の
基
礎
の
上
に
論
ず
る
と
い
う
點
に
、
 

も
う
少
し
力
が
注
が
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、

こ
こ
に
、
今
日
ま
で
わ
が
國
に
お
い
て
、
と
り
上
げ
て
論
ぜ
ら 

れ
る
こ
と
の
き
わ
め
て
少
な
か
つ
た
道
f

通
^

^
の
問
題
硏
究
の
た
め
に
、
 

非
常
に
貴
重
な
一
書
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
一
九
五
五
年 

1

〇
月
、
東
京
大
學
出
版
#
刊
、
A
5、
.一
七
ニ
頁
、
二
八
〇
圓)

,——

一
九
五
五
、
二

、
六
、
記
-

—
.
(

增

井

健

I)

^
. iiamburger. 

T
h
e

 

Heiation 
O
H 

Consumption t
o
^
e
a
l
t
h
a
n
d

 W
a
g

 
の 

R
g-
6

Q
c
o
n
i
e
t
r
i
c
a
,

 

J
a
n
.

 

1
CD
5
5
0

:

五

四
.

:

(

五
四)

翼
性
向
の
麗
は
古
く
ヶ
イ
シ
ズ
に
よ
っ
て
賺
さ
れ
て
以
来
、
ァ
メ
リ 

力
の
景
氣
豫
识
を
通
じ
て
多
く
の
論
爭
を
生
ん
.だ
。
そ
の
主
た
る
も
の
と 

.
し
て
は
^
^
性
向
が
本
人
の
所
得
だ
け
で
な
く
社
會
の
平
均
所
得
に
も
依
存
す 

る
.と
す
る
デ
ュ

I
セV

、

へ
リ
ー
の
相
對
所
得
の
假
說
と
、
各
人
の
流
動
資
產
保 

有
量
が
そ
の
決
定
要
因
と
し
て
大
き
く
作
用
す
る
と
す
る
ク
ラ
イ
ン
の
資
產
假 

說
と
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
.ハ
ン
、、ハ
；丨
ガ
.丨
の
論
文 

も
ク
ラ
イ
ン
の
思
想
に
近
い
も
め
が
あ
る
樣
に
.見
え

る

.。
彼

は

先

ず

一

人

當

り 

の
^

*量
0
が
、
そ
の
人
の
生
存
中
に
豫
想
さ
れ
る
1

能

カ

へ

謙)

R
の 

函
數
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
豫
想
さ
れ
る
能
力
を
計
測
可
能
な
形
に
置 

き
換
え
る
た
め
に
は
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右
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が
、
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關
係
數
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%
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準
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意
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あ
る
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從
つ
て
適
合
の
度
合
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良
く
、
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、
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滅
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れ
る
ゴ
の
値
を
見 

る
と
、
企
業
の
市
場
價
値
の
變
化1

は
好
況
時
の
ニ
ニ
％
を
頂
點
と
し
、
不
況 

時
のf

ィ
ナ
ス
三
3
%
を
最
低
と
す
る
こ
と
が
解
る
。
正
常
時
に
人
口
の
四
〇 

%
以
下
の
人
々
が
@
砠
さ
れ
、
そ

の

平

_

金

が
こ
‘こ
で
使
用
し
た
も
の
よ
り 

输
々
低
い(

こ
.の
計
算
で
は
低
所
得
の
農
家
や
小
賣
商
を
含
ん
で
い
な
い
.の
で) 

事
實
を
思
い
合
せ
れ
ば
、
勞
働
に
基
礎
を
お
く
®

力
に
關
す
る
平
均
所
得
者 

の
割
5|
.さ
れ
た
優
が
年
賃
金
の
約
六
倍
の
高
さ
に
な
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の 

.こ

.と
か
ら
人
間
匱
値
.の
.決
定
.に
際
し
、
將
來
の
賃
金
率
と
失
業
.に
關
す
る
豫
想

五
五

C

五
五)

4：


