
　
本
市
を
始
め
、
全
国
各
地
で
鉄
道
、

高
速
道
路
、
空
港
な
ど
の
交
通
機
関

が
建
設
あ
る
い
は
計
画
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
最
近
整
備
さ
れ
た
交
通
機

関
の
中
に
は
、
建
設
費
が
大
幅
に
上

昇
し
た
わ
り
に
は
、
輸
送
量
が
伸
び

悩
ん
で
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
本

書
の
中
で
筆
者
は
、
「
交
通
量
は
成

長
す
る
は
ず
、
投
資
は
拡
張
す
べ
き

も
の
と
の
発
想
よ
り
は
、
現
在
の
能

力
を
効
率
よ
く
管
理
運
営
し
、
有
効

に
利
用
す
る
こ
と
が
今
後
の
重
点
と

な
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
が
本

書
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い

る
。

　
著
者
は
、
一
九
四
一
年
に
鉄
道
省

に
入
省
後
、
運
輸
省
都
市
交
通
課
長

や
国
鉄
新
幹
線
営
業
部
長
を
歴
任
し

て
お
り
、
特
に
国
鉄
で
の
体
験
が
本

書
に
惨
み
出
て
い
る
。
な
ぜ
国
鉄
が

後
に
解
体
に
追
い
込
ま
れ
て
行
っ
た

か
を
繰
り
返
し
強
調
し
、
同
じ
間
違

い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
警
告
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
の
基
本
的
な
図
式

と
し
て
、
ま
ず
「
交
通
は
他
の
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
と
同
様
に
供
給
に
資
金
を

要
す
る
。
誰
か
が
経
費
を
負
担
し
な

け
れ
ば
生
産
で
き
な
い
。
運
送
事
業

は
運
賃
に
よ
る
自
立
採
算
が
原
則
と

さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
「
公

共
料
金
抑
制
」
政
策
の
対
象
に
運
賃

料
金
が
含
ま
れ
、
他
の
物
価
が
上
が

る
と
き
、
こ
れ
ら
は
か
え
っ
て
抑
え

ら
れ
て
き
た
」
と
い
う
誤
っ
た
運
賃

政
策
が
あ
る
と
言
う
。
さ
ら
に
「
交

通
の
性
質
と
し
て
資
金
と
空
間
を
必

要
と
す
る
の
に
、
交
通
が
そ
れ
ら
を

調
達
す
る
に
は
限
界
」
が
あ
り
、

「
交
通
に
は
他
の
商
品
と
異
な
り
、

そ
の
需
要
の
場
所
で
生
産
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
性
質
」
か
ら
、
企

業
が
生
産
拠
点
を
海
外
に
移
転
し
て

コ
ス
ト
を
下
げ
る
よ
う
な
わ
け
に
は

行
か
な
い
と
い
う
交
通
の
「
即
地
性
」

ゆ
え
の
制
約
を
挙
げ
て
い
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
現
代
は
、
も
う

「
鉄
道
側
に
は
、
運
賃
収
入
に
よ
っ

て
大
投
資
を
行
う
体
力
は
残
っ
て
い

な
い
。
都
市
圏
に
せ
よ
、
都
市
間
に

せ
よ
能
力
増
強
の
線
路
増
設
や
新
線

建
設
を
し
て
も
今
日
で
は
そ
れ
に
見

合
う
需
要
は
望
め
な
い
。
ま
た
「
混

雑
緩
和
」
は
需
要
に
対
し
、
能
力
を

増
や
す
こ
と
で
あ
り
、
輸
送
単
位
量

当
た
り
の
コ
ス
ト
は
増
大
す
る
」
と

い
う
「
交
通
能
力
の
拡
大
が
困
難
な

時
代
」
に
あ
る
と
い
う
。
投
資
が
時

代
に
不
適
応
と
な
っ
て
い
る
例
と
し

て
「
①
投
資
が
進
ん
で
も
そ
れ
に
見

合
っ
だ
け
の
需
要
が
な
い
、
②
需
要

が
あ
っ
て
も
投
資
が
進
ま
な
い
、
③

投
資
が
進
み
、
需
要
が
あ
っ
て
も
、

建
設
費
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
収

支
が
不
均
衡
で
、
運
賃
収
入
で
は
資

金
が
回
収
で
き
な
い
場
合
」
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
し
て
、
二
十
一
世
紀
へ

の
展
望
と
し
て
は
、
「
都
市
内
も
都

市
間
も
交
通
能
力
の
増
強
が
困
難
と

す
れ
ば
、
残
る
唯
一
の
方
策
は
需
要

を
増
大
さ
せ
な
い
こ
と
」
だ
と
説
く
。

そ
れ
で
も
大
投
資
が
必
要
と
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
「
そ
れ
が
国
の
政
策

と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

（
中
略
）
　
一
切
の
欠
損
は
国
と
自
治

体
が
負
う
と
い
う
約
束
が
必
要
だ
」

と
言
う
。

　
さ
ら
に
組
織
論
に
も
話
は
及
ぶ
。

「
公
的
助
成
が
な
い
ま
ま
に
投
資
拡

大
が
強
制
さ
れ
、
し
か
も
運
賃
が
抑

制
さ
れ
た
」
、
そ
の
よ
う
な
当
事
者

能
力
を
発
揮
で
き
な
い
組
織
で
あ
る

国
鉄
が
う
ま
く
機
能
で
き
る
は
ず
が

な
か
っ
た
。
加
え
て
著
者
は
、
「
運

賃
抑
制
策
が
経
営
を
困
難
に
し
た
の

は
国
鉄
も
民
鉄
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
両
者
は
対
応
が
異
な
っ
て
い

た
。
民
鉄
は
投
資
を
抑
え
て
損
失
を

少
な
く
し
、
関
連
事
業
の
利
益
に
よ

り
か
ろ
う
じ
て
組
織
を
存
続
し
た
」

と
見
て
い
る
。

　
都
市
内
で
交
通
事
業
を
推
し
進
め

て
い
る
私
た
ち
も
、
著
者
の
指
摘
は

謙
虚
に
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
第
二
の
国
鉄
」
の
よ
う
な
組
織
を
、

私
た
ち
も
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る

こ
と
は
な
い
か
。
「
単
に
施
設
の
延

長
や
箇
所
数
を
か
か
げ
、
経
済
面
へ

の
配
慮
を
欠
い
た
」
交
通
投
資
計
画

は
な
い
の
か
。

　
最
後
に
、
本
書
で
は
航
空
問
題
に

も
わ
ず
か
に
触
れ
て
い
る
。
「
「
国
際

ハ
ブ
空
港
」
を
も
つ
と
い
う
欲
望
」

が
、
国
際
空
港
の
着
陸
料
が
世
界
一

高
い
わ
が
国
で
、
実
現
で
き
る
と
は

思
え
な
い
。

　
夢
を
も
ち
、
そ
れ
を
研
究
す
る
こ

と
は
確
か
に
必
要
な
こ
と
で
は
あ
る

が
、
「
計
画
策
定
の
国
の
側
は
も
っ

と
実
態
に
密
着
し
、
可
能
と
不
可
能

を
識
別
す
る
必
要
が
あ
る
」
。
こ
こ

で
い
う
「
国
」
を
「
横
浜
市
」
に
も

置
き
換
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
。

△
都
市
計
画
局
企
画
調
査
課
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