
特
集
・
歩
行
者
空
間
⑥

社
会
的
弱
者
か
ら
み
た
歩
行
者
空
間

杉
山
　
彰

「
歩
行
者
空
間
」
の
イ
メ
ー
ジ

　
最
近
、
「
都
市
の
文
化
行
政
」
と
い
う
本
を

楽
し
く
読
ん
だ
。
と
、
こ
う
書
く
と
、
私
の
普

段
の
生
活
を
知
る
悪
友
共
は
ニ
ヤ
リ
と
す
る
だ

ろ
う
。

　
だ
が
、
悪
友
諸
君
よ
、
早
ま
っ
て
は
い
け
な

い
。
「
文
化
な
る
言
葉
」
と
は
お
よ
そ
縁
の
な

い
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
、
私
に
も
よ

く
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
だ
、
私
と
君
ら
と

の
違
い
は
そ
こ
か
ら
先
に
あ
る
。
私
は
、
自
ら

の
生
活
に
文
化
の
薫
り
の
か
け
ら
す
ら
な
い
こ

と
を
自
覚
し
、
そ
の
こ
と
を
ち
ょ
っ
ぴ
り
気
に

し
て
い
る
の
だ
。
だ
が
。
君
だ
ち
と
い
え
ば
…
。

ま
あ
、
君
ら
と
の
議
論
は
そ
の
う
ち
例
の
飲
屋

で
し
ょ
う
こ
り
も
な
く
す
る
こ
と
と
し
て
本
題

①
―
「
歩
行
者
空
間
」
つ
て
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
？

　
実
は
私
は
こ
の
原
稿
を
引
き
受
け
て
か
ら
正

直
困
っ
て
い
た
。
今
ま
で
「
道
路
」
を
真
正
面

か
ら
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
道
路
」
と
い
っ
て
も
、
通
勤
や
買
物
、
休
日

に
出
か
け
る
時
な
ど
に
往
復
す
る
道
、
車
の
疾

走
す
る
国
道
等
々
、
と
も
か
く
そ
の
上
を
人
間

や
車
が
通
過
す
る
も
の
と
し
て
し
か
意
識
し
て

い
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
テ

ー
マ
は
、
「
歩
行
者
空
間
」
と
い
う
こ
と
だ
。

私
の
頭
の
中
で
は
、
歩
行
者
＝
通
過
者
、
空
間

＝
広
場
と
う
ま
く
つ
な
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
原
稿
の
依
頼
が
あ
っ
て
か
ら
、
道
を
歩
き
な

が
ら
こ
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
み
た
。
し
か

し
付
け
焼
刃
な
の
で
、
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
が

固
ま
ら
な
い
。
困
っ
て
頭
の
転
換
を
し
よ
う
と

読
ん
だ
の
が
、
こ
の
本
で
あ
っ
た
。

　
と
も
か
く
、
こ
の
上
田
篤
な
る
人
の
次
の
件

に
興
味
を
ひ
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
文
化
は
ア

ソ
ビ
で
あ
り
、
機
能
的
な
も
の
に
対
置
さ
れ

る
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
こ
を
読
ん
で
、

な
ぜ
私
の
頭
の
中
で
「
歩
行
者
空
間
」
を
イ
メ

ー
ジ
で
き
な
い
か
が
わ
か
っ
た
。

②
―
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
方
が
ム
リ

　
理
由
の
一
つ
は
、
私
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
歩

行
者
空
間
」
は
、
通
勤
に
利
用
す
る
道
路
が
中

心
だ
か
ら
、
目
的
地
ヘ
一
直
線
と
い
う
通
路
機

能
だ
け
の
道
路
イ
メ
ー
ジ
か
ら
し
か
出
て
こ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
―
「
歩
行
者
空
間
」
の
イ
メ
ー
ジ

ニ
―
障
害
者
に
と
っ
て

三
―
老
老
人
に
と
っ
て

四
―
子
ど
も
に
と
っ
て

五
―
お
し
ま
い
に

　
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
理
由

は
、
基
本
的
に
今
の
道
路
は
、
歩
行
者
に
と
っ

て
「
ア
ソ
ビ
」
の
な
い
機
能
一
辺
倒
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
何
に
と

っ
て
の
機
能
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
生
活
し
、

生
活
空
間
の
一
部
と
し
て
利
用
し
て
い
る
人
た

ち
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
通
過
す
る
「
車
」
に
と

っ
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
今
の
道
路
は
車
の
た
め

に
最
大
限
機
能
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
「
歩
行
者
空
間
」
と
い
う
言
葉
が
表

現
し
た
い
も
の
は
、
現
在
の
道
路
か
ら
は
ほ
と

ん
ど
浮
か
ん
で
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
、
車
と
道
路
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
上

田
篤
氏
の
「
車
は
弱
者
の
も
の
」
（
中
公
新
書
）

や
宇
沢
弘
文
氏
の
「
車
の
社
会
的
費
用
」
（
岩

波
新
書
）
に
厳
し
い
指
摘
が
あ
る
の
で
、
大
い
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に
参
考
に
な
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
道
路
行
政

の
誤
り
や
、
車
が
い
か
に
地
域
社
会
か
ら
空
間

を
奪
い
、
交
通
事
故
・
大
気
汚
染
な
ど
の
不
経

済
を
も
た
ら
し
て
き
た
か
は
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
問
題

を
詳
述
す
る
の
が
役
割
で
は
な
い
の
で
、
問
題

を
、
「
生
活
道
路
」
（
調
査
季
報
3
2
・
高
橋
敏

美
論
文
で
使
用
し
て
い
る
用
語
）
に
絞
り
、
こ

れ
が
「
社
会
的
弱
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
障

害
者
や
老
人
、
さ
ら
に
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

③
―
道
路
を
ダ
メ
に
し
た
車
行
政

　
資
料
に
も
と
づ
く
分
析
に
入
る
ま
え
に
、
現

在
の
日
本
の
道
路
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
流

れ
か
ら
出
て
き
、
そ
れ
故
、
ど
の
よ
う
な
基
本

的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
に
ふ
れ
て
お
き
た

い
。

　
第
一
に
、
わ
が
国
の
道
路
の
歴
史
的
な
特
徴

が
あ
る
。
今
の
主
要
国
道
に
し
て
も
、
昔
の
街

道
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
自
然
に
歩
い
て
で

き
た
「
ふ
み
わ
け
道
」
を
も
と
に
し
た
生
活
道

路
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
都
会
の

真
中
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
欧
に
は
、

自
動
車
の
た
め
の
「
つ
く
り
道
」
の
伝
統
が
あ

り
、
歩
車
道
分
離
の
伝
統
が
あ
る
。
日
本
は
、

「
街
道
」
か
ら
車
の
走
る
道
路
に
移
行
す
る
過

程
が
急
だ
っ
た
た
め
、
歩
車
道
分
離
の
文
化
が

定
着
し
な
い
ま
ま
き
て
い
る
。

　
そ
の
二
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
せ
ず

に
安
易
な
道
路
整
備
を
進
め
て
き
た
道
路
・
交

通
行
政
の
問
題
が
あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
わ
ず

か
四
〇
万
台
そ
こ
そ
こ
だ
っ
た
わ
が
国
の
自
動

車
保
有
数
は
、
二
〇
年
後
の
一
九
七
二
年
に
は

な
ん
と
六
〇
倍
の
二
四
〇
〇
万
台
と
な
っ
た
。

む
ろ
ん
、
こ
れ
は
日
本
の
産
業
政
策
の
問
題
が

大
き
く
あ
る
が
、
道
路
の
整
備
が
き
わ
め
て
急

速
な
テ
ン
ポ
で
な
さ
れ
て
来
た
こ
と
に
も
そ
の

一
因
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
急
速
な

整
備
の
中
で
、
前
述
の
よ
う
な
問
題
認
識
を
欠

い
た
、
ま
た
は
対
策
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
に

道
路
混
雑
↓
道
路
の
建
設
・
改
修
↓
自
動
車
通

行
の
便
が
増
す
↓
自
動
車
の
増
加
と
い
う
単
純

な
悪
循
環
を
生
み
、
生
活
道
路
に
お
け
る
生
活

空
間
の
破
壊
・
大
気
汚
染
・
交
通
事
故
な
ど
の

大
き
な
問
題
を
ひ
き
起
こ
し
た
。

　
第
三
と
し
て
、
現
在
道
路
の
主
役
の
よ
う
に

思
わ
れ
て
い
る
車
が
、
歩
行
者
の
空
間
を
奪
う

の
は
必
然
的
な
こ
と
。
ア
メ
リ
カ
は
車
文
化
で

有
名
な
国
で
あ
る
が
、
中
で
も
車
の
排
気
ガ
ス

に
よ
る
汚
染
で
有
名
に
な
っ
た
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
市
で
は
、
実
に
全
面
積
の
二
五
％
が
道
路
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
ま
た
、
二
五
％
が
駐
車
関

運
施
設
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
自

前
車
通
行
に
伴
う
道
路
の
混
雑
は
解
消
し
て
い

な
い
と
い
う
皮
肉
な
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
空
間
を
消
費
す
る
効
率
の
悪
い
車

が
、
こ
の
日
本
と
い
う
狭
い
国
土
に
あ
ふ
れ
て

い
て
、
そ
の
結
果
が
今
日
の
状
況
を
も
た
ら
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
結
果
、
た
だ
で
さ
え
住
宅
難
、

土
地
難
な
の
に
車
が
ふ
え
る
の
で
、
路
上
駐
車

青
空
駐
車
が
後
を
た
た
ず
、
道
路
を
狭
め
、
歩

行
者
を
お
び
や
か
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
今
日
の
道
路
を
考
え
る
時
、
車
の
も
つ
問

題
性
を
抜
き
に
考
え
ら
れ
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
を
ふ
ま

え
、
現
在
の
道
路
と
り
わ
け
生
活
道
路
を
住
む

者
の
目
か
ら
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

二
―
障
害
者
か
ら
見
た
道
路

①
―
障
害
者
か
ら
見
た
道
路

　
図
―
１
・
２
は
、
名
古
屋
市
千
種
区
に
住
む

一
八
才
以
上
の
全
障
害
者
を
対
象
に
行
っ
た

「
障
害
者
の
外
出
に
関
す
る
調
査
」
（
一
九
七

障害者の外出目的図―１

四
年
）
で
あ
る
。
一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
身
障

手
帳
登
録
者
一
、
二
一
〇
人
を
対
象
と
し
、
七

八
三
件
（
六
五
％
）
の
有
効
回
収
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
ほ
ぼ
毎
日
外
出
す
る

人
が
六
割
弱
も
あ
る
が
、
逆
に
、
「
月
に
二
～

三
回
以
下
」
の
人
が
二
割
弱
も
い
る
。
こ
れ
ら

の
人
は
、
重
度
障
害
者
、
特
に
視
覚
障
害
者
・

老
人
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。

　
図
―
１
に
よ
る
と
、
外
出
目
的
で
目
立
つ
の

は
、
「
通
勤
」
、
「
買
物
」
、
「
治
療
の
た
め
の

通
院
」
、
「
散
歩
」
で
あ
る
。
一
人
あ
た
り
二
つ

か
三
つ
で
、
生
活
し
て
い
く
上
で
ど
う
し
て
も

欠
か
せ
な
い
も
の
に
限
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
今
の
障
害
者
が
経
済
的
に
も
そ
の
他
の

意
味
か
ら
も
保
護
さ
れ
て
な
い
こ
と
の
表
わ
れ

と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
次
に
、
表
―
１
は
、
障
害
者
が
外
出
を

「障害者の外出に関する調査」より(注)

し
た
時
に
、
歩
行
時
に
ど
ん
な

問
題
を
一
番
強
く
感
じ
る
か
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
番

強
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が

「
歩
道
橋
」
。
「
路
面
横
断
は
で

き
る
の
で
す
が
、
歩
道
橋
の
横

断
は
不
可
能
で
す
」
（
車
い
す

使
用
者
・
老
人
な
ど
）
。
「
歩
道

橋
が
多
く
で
き
て
お
り
、
階
段

の
昇
り
降
り
が
大
変
体
を
つ
か

れ
さ
せ
ま
す
」
（
杖
使
用
者
、

内
部
障
害
者
、
老
人
な
ど
）
。

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
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表―１　歩行時の問題点る
。
そ
れ
に
、
視
覚
障
害
者
や
歩
行
障
害
者
に

と
っ
て
、
路
上
の
障
害
物
は
大
変
危
険
や
困
難

さ
を
呼
び
お
こ
す
。

　
図
―
２
は
、
外
出
を
あ
ま
り
し
な
い
障
害
者

が
、
ど
う
し
て
外
出
し
な
い
の
か
を
探
っ
た
デ

ー
タ
で
あ
る
。
動
け
な
い
の
で
「
外
出
の
必
要

が
な
い
」
と
い
う
例
や
、
「
介
助
者
が
い
な
い
い

と
共
に
、
「
車
な
ど
の
危
険
が
多
い
」
と
い
う

答
え
も
多
い
。

　
以
上
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は
現
状
の
道
路
を
障

害
者
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
の
は
難
し
い
。
し

か
し
次
の
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
ま
だ
ま
だ
少
な
い
が
、
か
な
り
の
障
害
者

　
が
働
い
て
お
り
、
通
勤
で
道
路
を
利
用
し
て

　
い
る
。

　
②
外
出
の
理
由
の
中
で
、
生
活
圏
で
の
活
動

　
（
買
物
、
通
院
、
散
歩
な
ど
）
が
大
き
な
ウ

　
ェ
イ
ト
を
し
め
て
い
る
。

　
③
今
の
道
路
に
対
す
る
批
判
が
大
き
い
こ
と

　
（
歩
道
橋
、
障
害
物
な
ど
）
。

図―２　障害者が外出しない理由

　
④
外
出
し
な
い
理
由
の
中
で
、
「
車
な
ど
の

　
危
険
」
が
大
き
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
以
上
の
と
お
り
、
障
害
者
に
と
っ
て
、
雇
用

や
諸
々
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
介
助
な
ど
）
と
共

に
、
道
路
交
通
の
問
題
が
大
き
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

②
―
問
わ
れ
る
非
障
害
者
の
文
化

　
こ
の
デ
ー
タ
の
ほ
か
に
、
障
害
者
の
声
か
ら

問
題
を
少
し
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
あ
る
盲
人
は

「
昔
の
道
は
、
個
性
が
あ
っ
て
歩
き
や
す
か
っ

た
。
今
は
み
な
舗
装
さ
れ
て
〝
よ
く
″
な
っ
た

と
言
わ
れ
る
が
、
盲
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
不

合
理
な
道
に
な
っ
て
い
る
」
と
言
っ
た
。
舗
装

さ
れ
、
ぬ
か
る
み
が
な
く
な
っ
た
反
面
、
ブ
ロ

ッ
ク
屏
の
普
及
と
合
わ
せ
て
、
単
な
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ば
か
り
で
単
純
化
さ
れ
た
空
間
と
し
て

都
会
の
道
が
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
後
ほ
ど
述
べ
る
「
子
ど
も
に
と
っ
て
の
道

路
」
に
も
関
連
す
る
大
事
な
問
題
で
あ
る
。

　
ま
た
あ
る
盲
人
は
、
「
盲
人
の
歩
行
文
化
だ

け
だ
と
盲
人
の
道
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。

わ
た
し
は
検
討
条
件
と
し
て
、
も
っ
と
晴
限
者

の
歩
行
文
化
と
い
う
も
の
を
教
え
て
い
た
だ
け

な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
…
…
」
と
言
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
強
烈
な
指
摘
で
あ
る
。
点
字

ブ
ロ
ッ
ク
や
盲
人
用
音
響
式
信
号
機
な
ど
盲
人

の
た
め
の
特
殊
な
設
備
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
今
の
歩
行
文
化
と

い
う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
抜
き

に
盲
人
だ
け
の
歩
行
文
化
を
考
え
て
み
て
も
片

手
落
ち
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
果
た
し
て
、
こ
の
人
に
説
明
し
得
る
晴
眼

者
（
障
害
を
も
っ
て
い
な
い
人
々
）
の
歩
行
文

化
と
い
う
確
固
と
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
？

三
―
老
人
に
と
っ
て

①
―
老
人
に
と
っ
て
の
道
路
と
は
？

　
次
に
、
老
人
に
と
っ
て
、
今
の
道
路
は
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
京

都
老
人
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
・
小
笠
原
氏

の
「
老
人
の
生
活
圏
問
題
と
交
通
事
故
問
題
」

を
題
材
に
考
え
て
み
た
い
。

　
表
―
２
は
、
老
人
の
外
出
行
動
と
そ
の
理
由

を
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
仕
事
以
外
で
は
大
部

分
が
買
物
や
近
所
の
老
人
と
の
交
流
で
、
徒
歩

を
中
心
と
す
る
比
較
的
近
距
離
の
外
出
で
あ

る
。
特
に
七
〇
才
以
上
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
老
人
が
地
域
で
川

用
す
る
生
活
道
路
の
方
は
、
ど
ん
な
状
況
で
あ

ろ
う
か
。

(％)表―2　老人の主な外出理由
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少
々
古
い
デ
ー
タ
に
よ
る
が
、
一
九
七
三
年

の
東
京
都
の
道
路
の
状
況
は
、
自
動
車
交
通
が

可
能
と
さ
れ
て
い
る
公
道
二
万
㎞
の
う
ち
、
幅

五
・
五
ｍ
以
下
の
街
路
が
七
〇
％
も
占
め
て
い

る
（
幅
員
七
・
五
ｍ
以
下
は
九
割
）
。
し
か
し

こ
れ
に
対
し
、
歩
道
の
あ
る
街
路
の
割
合
は
、

区
部
を
と
っ
て
も
わ
ず
か
に
九
・
八
％
、
三
多

摩
地
区
で
は
二
・
三
％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
他

は
、
白
線
を
ひ
い
て
歩
行
部
分
を
示
し
た
り
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
け
て
歩
車
道
を
分
離
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
全
国
と
な
る
と
、

七
・
五
ｍ
以
上
の
道
路
で
あ
っ
て
も
全
道
路
延

長
の
三
・
四
％
に
あ
た
る
三
万
五
㎞
に
歩
道
が

設
置
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
一
方
、
車
の
道
路
の
利
用
状
況
は
、
主
要
道

路
の
交
通
混
雑
が
常
態
化
し
た
の
で
七
・
五
ｍ

～
五
・
五
ｍ
以
下
の
生
活
道
路
へ
も
、
侵
入
す

る
よ
う
に
な
り
、
歩
行
者
は
始
終
車
と
の
接
触

の
恐
怖
に
お
び
え
な
が
ら
歩
行
を
強
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

②
―
外
出
も
ま
ま
な
ら
ぬ
お
年
寄
り

　
表
―
３
は
、
老
人
が
外
出
時
に
感
じ
る
因
雌

に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。
歩
道
橋
の

昇
降
に
批
判
が
集
中
す
る
と
と
も
に
、
歩
車
道

不
分
離
に
よ
る
恐
怖
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
表
―
４
は
、
こ
の
よ
う
な

困
離
さ
の
中
で
、
老
人
が
自
衛
手
段
と
し
て
ど

の
よ
う
な
心
が
け
を
し
て
い
る
か
を
表
に
し
た

も
の
で
あ
る
。

む
姿
を
示
し
て
い
る
。

　
(
イ
)
(
ロ
)
(
ニ
)
は
車
と
の
完
全
な
分
離
を
、
(
ハ
)
(
ヘ
)
は

で
き
る
だ
け
の
注
意
を
示
し
て
い
る
が
、
(
イ
)
(
ロ
)

(
ニ
)
の
合
計
は
五
〇
％
を
越
え
て
お
り
、
こ
の
傾

向
は
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
。
そ

し
て
最
後
に
は
、
外
出
を
さ
え
自
ら
制
限
し
て

生
活
圏
を
自
ら
狭
め
、
孤
立
へ
の
道
を
自
ら
歩

(％)老人の外出時の困難（歩行・自転車の場合）表―３

(％)表―4　老人の交通事故にあわないための心がけ（複数回答）

③
―
歩
道
橋
は
車
の
た
め
の
も
の

　
ま
た
、
表
―
３
の
中
で
一
番
困
難
を
感
じ
る

歩
道
橋
に
つ
い
て
、
実
際
に
は
ど
う
利
用
し
て

い
る
か
を
ま
と
め
た
の
が
表
―
５
で
あ
る
。
歩

道
橋
は
、
現
在
で
も
混
雑
と
事
故
の
緩
和
の
手

段
と
し
て
設
置
さ
れ
続
け
て
い
る
が
、
そ
れ

は
、
車
の
た
め
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
指
摘

で
き
る
。
老
人
だ
け
で
な
く
、
妊
婦
、
障
害

者
、
荷
物
を
も
っ
て
い
る
人
な
ど
だ
れ
に
も
不

便
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
安

全
の
た
め
に
歩
道
橋
を
渡
る
と
、
「
健
康
老
人

の
場
合
で
所
要
時
間
は
、
横
断
歩
道
を
歩
く
場

合
の
三
～
四
倍
、
歩
数
は
三
倍
、
渡
り
終
え
た

時
そ
の
脈
博
は
、
渡
る
前
に
比
べ
最
低
で
六
、

最
高
は
三
四
の
増
加
。
血
圧
は
一
〇
～
二
六
ま

で
の
平
均
二
〇
上
昇
」
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ

る
。
そ
れ
故
、
遠
回
り
し
、
横
断
歩
道
を
渡
る
、

あ
る
い
は
歩
道
橋
の
下
を
横
断
す
る
、
つ
い
に

は
対
岸
へ
の
横
断
を
断
念
し
、
自
ら
の
生
活
圏

を
狭
め
て
し
ま
う
人
も
で
て
き
て
し
ま
う
。

　
ま
た
こ
の
よ
う
な
低
い
利
用
率
か
ら
、
「
歩

道
橋
前
後
一
〇
〇
ｍ
区
間
に
お
け
る
影
響
事
故

は
、
一
橋
あ
た
り
年
間
〇
・
四
六
件
（
東
京
三

・
二
件
）
し
か
減
少
せ
ず
、
非
影
響
事
故
は
、

〇
・
五
四
件
増
、
全
休
と
し
て
○
・
○
七
件
の

減
少
（
東
京
二
・
九
件
）
と
な
り
、
設
置
効
果

は
極
め
て
薄
い
と
い
う
福
井
市
で
の
調
査
も
あ

る
。
同
調
査
に
よ
る
と
、
幼
児
・
子
ど
も
の
事

故
は
半
減
、
老
人
は
七
五
％
増
と
い
う
。

④
―
信
号
機
よ
お
ま
え
も
か
！

　
道
路
横
断
の
た
め
の
信
号
機
に
も
一
言
ふ
れ

て
お
き
た
い
。
一
九
七
三
年
三
月
末
現
在
で
の

信
号
機
設
置
数
は
三
八
、
二
四
四
基
で
、
そ
の

調査季報66―80. 645



表―５　老人等の歩道橋利用実態う
ち
単
路
（
交
差
点
で
は
な
い
道
路
）
の
横
断

歩
道
で
の
歩
行
者
用
押
ボ
タ
ン
信
号
は
、
六
、

九
七
〇
（
一
八
％
）
に
す
ぎ
ず
、
全
信
号
機
の

三
三
％
は
、
混
雑
緩
和
、
通
過
交
通
円
滑
の
た

め
に
系
統
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
信
号
機

は
、
基
本
的
に
は
歩
行
者
の
安
全
よ
り
も
、
通

過
自
動
車
の
効
率
性
、
合
理
性
、
安
全
性
を
確

保
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
あ
る
診
療
所
の
看
護
婦
が
行
っ
た
「
老
人
と

信
号
機
」
の
調
査
に
よ
る
と
、
幅
員
三
〇
ｍ
の

道
路
に
設
け
ら
れ
た
信
号
機
は
、
青
二
五
秒
、

(％)表―６　車道幅員別・人対車事故比率の推移（東京都）

黄
五
秒
で
あ
っ
た
。
一
五
人
の
老
人
の
協
力
を

え
て
、
そ
こ
を
横
断
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
二
五

秒
内
（
青
信
号
）
で
横
断
で
き
た
の
は
二
人
、

九
人
が
赤
信
号
に
な
っ
て
も
ま
だ
路
上
に
い
た

と
い
う
。
老
人
の
三
〇
ｍ
路
の
横
断
平
均
時
間

は
三
七
秒
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
三
〇
ｍ
路

の
今
一
方
の
道
路
幅
員
は
二
〇
ｍ
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
青
信
号
は
四
〇
秒
、
黄
は
五
秒
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
事
実
を
み
て
も
、
信
号
機

は
、
歩
行
者
の
安
全
の
た
め
に
つ
い
て
い
る
の

で
は
な
く
、
車
の
交
叉
の
た
め
で
あ
る
こ
と
が

昭和49年（東京都）表―７　老人の状態別交通事故（死傷者）

よ
く
わ
か
る
。

　
そ
れ
が
故
に
、
警
視
庁
の
統
計
に
よ
っ
て
も

事
故
時
状
態
別
状
況
を
み
る
と
、
信
号
機
が
他

の
ど
ん
な
路
面
よ
り
多
く
と
り
つ
け
ら
れ
て
い

る
交
差
点
内
で
の
「
横
断
歩
道
横
断
中
」
の
事

故
は
、
老
人
の
事
故
が
最
も
高
い
。
一
九
七
三

年
中
の
「
横
断
歩
道
横
断
中
」
事
故
に
よ
る
死

者
は
三
五
人
で
あ
る
が
、
そ
の
半
数
が
六
〇
才

以
上
の
老
人
、
重
軽
傷
一
八
一
九
人
の
一
四
％

を
も
占
め
る
。

⑤
―
狭
い
道
の
方
が
危
い

　
表
―
６
は
、
東
京
都
に
お
け
る
車
道
幅
員
、

人
対
車
事
故
比
率
の
推
移
で
あ
る
。
こ
れ
を
見

る
と
、
高
速
道
路
や
主
要
道
路
の
よ
う
に
幅
員

が
広
く
、
歩
・
車
道
分
離
が
で
き
て
い
る
、
ま

た
は
車
専
用
道
で
の
事
故
減
少
率
は
高
い
が
、

混
在
、
混
合
（
歩
車
道
未
分
離
）
の
多
い
一
般

道
路
で
は
、
減
少
率
が
小
さ
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　
特
に
、
幅
員
七
・
五
ｍ
以
上
の
道
路
で
は
、

交
通
事
故
発
生
の
構
成
比
で
は
、
全
休
に
つ
い
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て
も
、
人
対
車
事
故
に
つ
い
て
も
低
下
し
て
い

る
が
、
七
・
五
ｍ
以
下
の
道
路
、
こ
と
に
五
・

五
ｍ
以
下
の
生
活
道
路
に
お
い
て
、
こ
の
五
年

間
に
全
事
故
の
構
成
比
で
二
三
％
、
人
対
車
事

故
で
は
一
六
％
増
加
し
て
い
る
。
幅
員
の
広
い

主
要
幹
線
道
路
に
お
け
る
渋
滞
の
激
化
や
道
路

交
通
規
制
に
よ
っ
て
、
裏
通
り
（
生
活
道
路
）

へ
の
自
動
車
の
侵
入
が
相
対
的
に
増
大
し
、
安

全
規
制
の
強
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
故
減
少

率
は
相
対
的
に
鈍
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　
表
―
７
は
、
老
人
が
ど
う
い
う
状
態
で
交
通

し
て
い
る
時
に
事
故
に
あ
っ
て
い
る
か
を
示
し

て
い
る
。
歩
行
中
の
事
故
が
極
め
て
多
い
。
全

国
統
計
で
見
る
と
六
割
、
東
京
都
で
は
七
割
以

上
が
歩
行
中
で
あ
る
。
次
に
自
転
車
乗
用
中
が

全
国
で
二
割
、
東
京
が
一
五
％
前
後
で
あ
る
。

老
人
が
交
通
貧
困
層
で
あ
り
、
同
時
に
利
用
で

き
な
い
自
動
車
に
最
も
手
ひ
ど
く
痛
め
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

⑥
―
車
が
通
ら
な
い
道
が
ほ
し
い

　
表
―
８
は
、
老
人
が
要
望
し
て
い
る
安
全
対

策
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
理
由
の
あ
る
妥
当
な

要
求
で
あ
る
が
、
中
で
も
「
歩
道
や
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
を
ふ
や
す
」
「
車
を
通
さ
な
い
道
を
つ
く

る
」
が
多
い
の
に
注
目
し
た
い
。
結
局
、
今
ま

で
見
て
き
た
と
お
り
、
老
人
に
と
っ
て
も
他
の

人
に
と
っ
て
も
、
車
と
歩
行
者
の
空
間
的
分
離

（
そ
れ
も
歩
行
者
の
便
に
合
せ
た
）
が
必
要
な

老人のための交通安全対策についての要望（％）表―８こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
に
併
せ
、
他

の
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
こ
で
は
、
扱
う
資
料
の
制
約
か
ら
、

老
人
の
交
通
問
題
に
片
寄
っ
た
形
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
私
が
指
摘
し
た
か
っ
た
の
は
、
老

人
の
生
活
圏
を
考
え
る
時
に
、
生
活
圏
を
規
定

す
る
大
き
な
要
因
に
な
る
の
が
、
道
路
・
交
通

の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
老
人
が
豊
か
に
生
活
す
る
た
め
に
は
、
生
活

空
間
の
確
保
の
問
題
が
大
き
い
。
言
い
か
え
れ

ば
、
老
人
に
と
っ
て
、
徒
歩
で
歩
き
回
わ
れ
る

範
囲
内
の
地
域
的
な
施
設
の
整
備
が
重
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
買
物
、
散
歩
、
遊
び
、
友

人
と
の
交
流
、
就
労
な
ど
を
考
え
る
と
き
に
、

老
人
の
特
性
を
も
配
慮
し
た
、
道
路
、
交
通
、

(％)表―９　自宅周辺の道路で危険を感じるか

施
設
（
公
園
、
利
用
施
設
な
ど
）
対
策
を
地
域

的
に
進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
施
設
対
策
か

ら
地
域
対
策
へ
と
い
う
か
け
声
を
、
老
人
に
対

す
る
直
接
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
行
お
う
と
し
て
も

限
界
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の

意
味
で
、
福
祉
の
一
般
化
の
方
向
性
は
、
あ
ら

ゆ
る
行
政
分
野
に
向
け
て
働
き
か
け
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
一
方
途
と
し
て
、
歩
行
者
空
間
の
問
題

も
け
っ
し
て
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
事
実

先
の
デ
ー
タ
の
外
に
、
公
営
住
宅
に
住
む
優
先

入
居
老
人
の
生
活
圏
に
関
す
る
調
査
な
ど
を
行

い
、
そ
れ
を
施
策
の
中
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
い

う
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。

四

子
ど
も
に
と
っ
て

①
―
道
路
は
子
ど
も
の
ア
ソ
ビ
場

　
最
後
に
、
子
ど
も
の
生
活
圏
の
問
題
に
も
ふ

れ
て
お
こ
う
。
最
初
に
、
「
機
能
的
」
と
「
ア

ソ
ビ
」
の
問
題
に
言
及
し
た
が
、
障
害
者
、
老

人
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
誰
に
と
っ
て
の
機
能

か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、
そ
の
問
題
を
考
え

て
み
た
。
子
ど
も
の
場
合
に
は
、
ズ
バ
リ
道
路

が
遊
び
の
場
で
は
な
い
か
と
い
う
点
か
ら
少
し

考
え
て
み
た
い
。

　
松
田
道
雄
氏
や
藤
本
浩
之
輔
氏
ら
は
、
そ
の

著
書
の
中
で
、
昔
と
今
の
道
路
の
機
能
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ほ
ど
道
路
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら

れ
、
車
が
侵
入
し
て
く
る
ま
で
は
、
道
路
と
い

う
空
間
は
子
ど
も
だ
も
の
良
き
遊
び
場
で
あ
っ

た
。
も
と
も
と
自
然
に
恵
ま
れ
、
広
場
や
公
園

が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
の
多
く
な
か
っ
た
わ
が
国

で
は
、
道
路
は
、
大
人
に
と
っ
て
も
子
ど
も
に

と
っ
て
も
社
交
場
で
あ
り
遊
び
場
で
あ
っ
た
。

　
一
昔
前
の
子
ど
も
は
、
道
路
で
、
お
に
ご
っ

こ
、
陣
と
り
、
リ
レ
ー
や
ゴ
ム
段
、
縄
と
び
、

石
け
り
、
め
ん
こ
、
こ
ま
ま
わ
し
、
釘
た
て
な

ど
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
を
し
た
。
ま
た
、
金

魚
売
り
、
花
売
り
、
紙
芝
居
屋
、
傘
の
修
繕
屋

の
仕
事
振
り
を
見
る
の
も
楽
し
み
の
一
つ
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
昔
の
道
路
は
、
家
と
地
つ
づ

き
の
「
生
活
空
間
」
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
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な
が
ら
遊
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
。
「
ア
ソ
ビ
」
の
要
素
に
満
ち
て
い
た
わ
け

だ
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
五
、
六
年
頃
か
ら

始
ま
る
車
の
は
ん
ら
ん
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た

ち
は
次
第
に
道
路
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
い
っ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
応
じ
子
ど
も
の
遊
び
場

（
公
園
や
グ
ラ
ン
ド
）
が
充
実
さ
れ
て
い
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

②
―
自
宅
の
そ
ば
で
交
通
事
故
が
！

　
図
―
３
は
、
時
間
帯
別
の
子
ど
も
の
交
通

事
故
数
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
日
の
う

ち
、
午
後
四
時
～
六
時
の
間
に
最
も
多
く
、
二

時
～
四
時
が
こ
れ
に
次
い
で
多
い
。
こ
の
四
時

間
で
死
傷
者
全
体
の
半
数
を
占
め
る
。
幼
児
の

場
合
に
は
、
午
前
一
〇
時
～
一
二
時
の
間
も
こ

れ
に
匹
敵
す
る
。

　
ま
た
、
表
―
1
0
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
子
ど

も
は
い
つ
も
自
宅
周
辺
の
道
路
で
危
険
を
感
じ

(％)表10　道路のイメージ

表―11　道路機能についての認識　（％）

③
―
道
路
は
子
ど
も
に
人
気
が
な
い
？

　
表
―
1
1
、
1
2
の
数
字
は
か
な
り
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
な
印
象
を
与
え
る
。
も
う
道
路
を
車
が
通
る

こ
わ
い
う
る
さ
い
所
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
子

ど
も
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
デ
ー
タ
は
、
藤
本
浩
之
輔
氏
の
「
子

ど
も
の
遊
び
空
間
」
に
よ
っ
た
。
か
な
り
古
い

（
昭
和
四
十
九
年
）
デ
ー
タ
で
あ
り
、
地
域
性

の
問
題
も
あ
る
。

　
こ
れ
を
補
促
す
る
意
味
で
、
昨
年
本
市
の
港

北
区
で
行
わ
れ
た
『
子
ど
も
の
意
識
と
生
活
調

査
』
の
デ
ー
タ
を
参
考
に
し
た
い
。
こ
の
調
査

図―３　時間帯別交通事故死傷者数

五
―
お
し
ま
い
に

　
以
上
の
と
お
り
、
現
在
の
「
道
路
」

の
問
題
点
を
「
社
会
的
弱
者
」
の
視
点

か
ら
考
え
て
み
た
。
時
間
の
制
約
上
、

古
い
資
料
に
よ
り
検
討
を
す
す
め
た
こ

と
が
悔
ま
れ
る
が
、
一
応
問
題
は
存
続

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
む
し
ろ

別
の
機
会
に
も
う
少
し
新
し
い
デ
ー
タ

で
再
度
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
二
年
前
に
民
生
局
で
、
「
福

祉
の
街
づ
く
り
」
の
仕
事
を
し
て
い
た

と
き
に
、
今
回
与
え
て
い
た
だ
い
た

よ
う
な
問
題
意
識
は
正
直
稀
薄
で
あ
っ

表―12　遊び場の欲求
(％)

た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
機
会
に
「
歩
行
者
空

間
」
と
い
う
問
題
意
識
で
眺
め
て
み
る
と
、
福

祉
サ
イ
ド
の
実
態
調
査
デ
ー
タ
の
不
足
を
感
じ

た
。
こ
れ
か
ら
の
福
祉
施
策
は
、
ま
す
ま
す
地

域
福
祉
の
方
向
に
向
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め

に
都
市
計
画
の
中
に
福
祉
的
な
視
点
を
導
入
す

る
必
要
が
高
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
の
た
め
に

も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
、
さ
ら
に
よ
り

具
体
的
か
つ
正
確
な
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
（
た
と

え
ば
港
北
区
の
意
識
調
査
や
、
都
の
老
人
総
合

研
究
所
の
よ
う
に
）
し
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
〈
戸
塚
区
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
長
〉
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に
よ
る
と
、
遊
び
場
は
家
の
周
囲
や
道
路
が
多

い
。
特
に
道
路
が
三
三
・
二
％
を
占
め
て
い

る
。
同
調
査
報
告
書
の
指
摘
の
と
お
り
、
公
闘

や
グ
ラ
ン
ド
が
少
な
い
こ
と
が
大
き
な
原
因
で

あ
ろ
う
が
、
表
―
1
2
の
道
路
に
対
す
る
要
求
の

強
さ
を
み
る
と
、
や
は
り
道
路
の
遊
び
空
間
と

し
て
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

　
同
報
告
書
の
指
摘
の
と
お
り
、
人
々
の
社
交

の
場
と
し
て
の
道
路
の
機
能
を
見
直
す
方
向
性

を
も
ち
、
「
安
全
な
遊
び
場
と
し
て
の
道
路
」

の
機
能
を
回
復
す
る
方
法
と
し
て
、
車
の
通
行

禁
止
、
制
限
な
ど
の
交
通
規
制
措
置
や
、
歩
行

者
空
間
と
し
て
の
道
路
建
設
の
必
要
性
を
痛
感

す
る
。
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