
武
藤
博
己
『
道
路
行
政
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
八
年
）

北

山

俊

哉

道
路
に
は
、
実
に
多
く
の
法
規
、
官
庁
が
関
係
し
て
お
り
、
政
治
家
（
国
と

地
方
、
そ
し
て
議
員
・
首
長
を
問
わ
ず
）
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
非
常
に
政
治
的
な
存
在
で
あ
る
。
本
書
は
、
現
実
の
政
治
行

政
に
お
け
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
道
路
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

一

本
書
の
構
成

本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、「
道
路
行
政
と
は
何

か
」
で
は
、
道
路
の
定
義
が
な
さ
れ
、
本
書
の
対
象
が
確
定
さ
れ
て
い
る
。

ı¿
章
「
高
速
道
路
―
い
か
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
か
」
で
は
、
高
速
道
路
が
ど

の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
、
拡
大
さ
れ
て
き
た
の
か
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
一
九

五
七
年
に
議
員
立
法
で
あ
る
国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
建
設
法
と
高
速
自
動
車
国

道
法
と
が
、
相
次
い
で
制
定
さ
れ
た
こ
と
、
比
叡
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
の
よ
う

な
一
般
自
動
車
道
は
運
輸
大
臣
が
所
管
で
あ
る
か
ら
、
建
設
省
と
し
て
は
一
九

五
二
年
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
よ
っ
て
、
財
政
投
融
資
の
制
度
を
用
い
て

有
料
道
路
を
建
設
す
る
仕
組
み
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
、
五
六
年
の
同
法

改
正
に
よ
っ
て
日
本
道
路
公
団
が
建
設
主
体
と
な
っ
た
こ
と
、
七
二
年
の
政
令

改
正
で
料
金
プ
ー
ル
制
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
興
味
深
い
発
展
の
経
緯
が

よ
く
分
か
る
。
ま
た
、
国
会
に
お
け
る
質
問
や
答
弁
、
料
亭
で
の
朝
食
会
の
様
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子
の
記
述
も
含
ま
れ
、
政
治
過
程
が
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ı
章
「
高
速
道
路
の
民
営
化
」
で
は
二
○
○
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
高
速
道
路

の
民
営
化
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
民
営
化
が
始
ま
っ
た
の
か
、
そ
の

改
革
の
内
容
は
何
か
、
そ
も
そ
も
民
営
化
と
は
何
を
目
指
し
た
の
か
、
日
本
道

路
公
団
と
は
何
だ
っ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
一
般
道
路
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ı`
章
「
一
般
道
の
歴
史
」
で
は
、

明
治
初
期
か
ら
の
道
路
行
政
に
つ
い
て
考
察
が
あ
る
。
そ
の
後
、
戦
前
に
行
わ

れ
た
道
路
行
政
に
つ
い
て
の
論
争
が
紹
介
さ
れ
、
新
道
路
法
の
制
定
に
い
た
る

経
緯
が
検
討
さ
れ
る
。
戦
前
に
お
け
る
道
路
の
基
本
法
で
あ
っ
た
旧
道
路
法
で

は
、
道
路
は
す
べ
て
国
の
営
造
物
で
あ
る
と
さ
れ
、
管
理
は
行
政
庁
主
義
が
採

用
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
各
路
線
の
認
定
者
は
行
政
庁
で
あ
り
、
国
道
の
認
定

者
は
主
務
大
臣
、
府
県
道
は
府
県
知
事
、
郡
道
は
郡
長
、
市
町
村
道
は
市
町
村

長
で
あ
る
。
道
路
の
管
理
者
は
、
国
道
は
府
県
知
事
、
そ
の
他
の
道
路
は
そ
の

路
線
の
認
定
者
と
な
る
。
国
道
の
場
合
は
、
認
定
は
内
務
大
臣
、
管
理
は
府
県

知
事
と
な
り
、
そ
の
他
の
路
線
に
つ
い
て
も
、
公
共
団
体
で
は
な
く
、
国
の
機

関
と
し
て
の
公
共
団
体
の
長
に
委
任
さ
れ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
機
関
委
任
事
務

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
の
新
道
路
法
は
、
田
中
角
栄
ほ
か
に
よ
る
議
員
提
案

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
で
は
、
国
道
は
国
の
営
造
物
、
そ
の
他
の
道
路

は
地
方
公
共
団
体
の
営
造
物
と
な
っ
た
。
国
道
の
管
理
者
は
都
道
府
県
知
事
で

あ
り
、
都
道
府
県
道
は
都
道
府
県
、
市
町
村
道
に
つ
い
て
は
市
町
村
が
管
理
者

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
道
に
つ
い
て
は
知
事
に
機
関
委
任
さ
れ
て
い
る
が
、

地
方
道
は
地
方
自
治
体
の
固
有
事
務
と
な
っ
た
と
い
う
変
化
な
の
で
あ
る
。

ı´
章
「
一
般
道
の
管
理
」
で
は
、
そ
も
そ
も
道
路
の
管
理
と
は
何
か
、
道
路

は
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
、
道
路
行
政
の
財
源
は
何
か
、
道
路
特

定
財
源
は
ど
う
す
べ
き
か
、
道
路
の
計
画
や
国
道
へ
の
昇
格
運
動
は
ど
の
よ
う

に
進
め
ら
れ
て
き
た
の
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
。
一
九
五
三
年
に
田
中
角
栄
ら

の
議
員
立
法
に
よ
り
、「
道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
」
が

つ
く
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
一
九
五
八
年
に
国
道
の
指
定
区
間
制
度
が
設
け
ら
れ
、

建
設
大
臣
の
直
轄
管
理
制
度
が
で
き
た
こ
と
な
ど
が
重
要
な
エ
ポ
ッ
ク
と
な
っ

て
い
る
。

最
後
の
ıˆ
章
「
道
路
行
政
の
分
権
と
政
策
評
価
」
で
は
今
日
的
課
題
と
し
て
、

道
路
行
政
の
地
方
分
権
に
つ
い
て
検
討
し
、
道
路
の
評
価
を
考
え
、
最
後
に
道

路
と
政
治
の
問
題
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
道
路
行
政
の
分
野
で
は
戦
後
も
、
集

権
化
が
一
方
通
行
で
進
展
し
て
い
た
が
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
こ
ろ
か
ら

分
権
が
提
起
さ
れ
た
と
し
、
続
い
て
あ
る
べ
き
国
、
国
道
の
役
割
を
著
者
が
考

察
し
て
い
る
。
北
海
道
や
沖
縄
県
で
の
国
（
道
）
の
役
割
を
ど
う
考
え
る
か
は
、

道
州
制
の
か
ら
み
も
あ
り
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
問
い
で
あ
る
。

評
価
の
と
こ
ろ
で
は
、
い
く
つ
か
の
自
治
体
で
行
政
評
価
・
政
策
評
価
に
か

か
わ
っ
て
き
た
著
者
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
が
聞
か
れ
、
最
後
に
「
道
路
は
政
治
力

で
決
ま
る
」
や
「
道
路
は
地
元
へ
の
最
大
の
贈
り
物
」
と
い
う
表
現
は
ど
う
い

う
意
味
な
の
か
を
手
が
か
り
に
、
政
官
業
学
民
の
利
益
共
同
体
の
分
析
と
そ
の

崩
壊
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

二

道
路
行
政
の
政
治
学
行
政
学

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
、
高
速
道
路
の
み
な
ら
ず
一
般
道
路
に
つ
い
て
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も
記
述
が
あ
り
、
両
者
の
歴
史
的
発
展
の
あ
り
方
が
丹
念
に
レ
ポ
ー
ト
さ
れ
て

い
る
。
道
路
を
研
究
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
や
学
生
は
、
本
書
か
ら

多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
本
書
は
必
読
の
文
献
で
あ
る
。
し
か
し
、

道
路
に
直
接
興
味
が
な
い
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
道
路
行
政
の
政
治
学

行
政
学
に
興
味
が
あ
る
場
合
に
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
社
会
科
学
の
リ
サ
ー
チ
・
デ
ザ
イ
ン
』
と
い
う
書
物
の
言
葉
を
借
り
て
言

え
ば
、
研
究
の
テ
ー
マ
の
選
択
に
お
い
て
は
二
つ
の
基
準
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、

「
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
重
要
な
問
い
を
立
て
る
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
現
実
の
世
界
の
一
側
面
を
実
証
的
・
科
学
的
に
説
明
す
る
学
界
全
体
の
能

力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
学
問
研
究
の
発
展
に
具
体
的
な
貢
献
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
、「
何
か
と
話
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
一
般
道
路
と
高
速
道
路

の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
前
者
の
基
準
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
政
治
学
行
政
学
の
理
論

の
発
展
や
、
新
た
な
仮
説
の
提
示
と
い
う
点
か
ら
は
本
書
は
評
者
に
は
い
さ
さ

か
不
満
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
述
べ
た
い
。

三

集
権
的
な
、
余
り
に
集
権
的
な

著
者
の
歴
史
的
発
展
の
記
述
に
一
貫
し
て
い
る
も
の
は
、
戦
前
で
あ
れ
、
戦

後
で
あ
れ
道
路
行
政
の
集
権
性
の
発
見
で
あ
り
、
そ
れ
を
ま
た
著
者
は
一
貫
し

て
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
学
で
は
、
集
権
分
権
以
外
に
も
融

合
・
分
離
と
い
っ
た
よ
う
な
概
念
を
利
用
し
て
、
分
析
を
深
め
よ
う
と
し
て
き

た
。
評
者
が
本
誌
で
書
評
を
行
っ
た
西
尾
勝
『
地
方
分
権
改
革
』
で
も
「
集
権

的
分
散
シ
ス
テ
ム
」
や
、「
集
権
融
合
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

道
路
行
政
の
分
野
で
は
、
一
般
道
路
で
は
、
国
道
の
管
理
が
戦
後
も
都
道
府

県
知
事
へ
の
機
関
委
任
事
務
と
な
り
、
現
在
も
な
お
指
定
区
間
外
の
国
道
の
管

理
は
法
定
受
託
事
務
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
融
合
的
な
手
法
で
あ
る
が
、

指
定
区
間
で
は
直
轄
と
な
り
、
分
離
的
な
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高

速
道
路
で
は
国
の
特
殊
法
人
を
使
っ
て
行
う
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
分

離
的
な
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
路
公
団
の
民
営
化
に
際
し
て
、
新
直
轄
方

式
と
い
う
表
現
で
政
府
が
税
金
で
作
る
と
い
う
や
り
方
も
現
れ
た
。

同
じ
集
権
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
違

い
を
生
ん
で
い
る
の
か
、
い
な
い
の
か
は
分
析
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
問

題
で
あ
る
。
こ
の
点
で
残
念
な
の
が
、
比
較
分
析
が
な
い
点
で
あ
る
。
著
者
は
、

『
イ
ギ
リ
ス
道
路
行
政
史
』
と
い
う
書
物
を
著
し
て
お
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
と

い
う
地
方
分
権
の
母
国
と
長
く
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
は
集
権
的
な
国
と
さ

れ
、
さ
ら
に
は
分
離
的
な
方
法
を
採
っ
て
き
た
国
と
の
比
較
は
大
変
興
味
深
い

点
で
あ
る
。
評
者
な
ら
ず
と
も
こ
の
点
を
期
待
す
る
読
者
は
多
い
と
思
わ
れ
る

が
、
あ
と
が
き
に
な
っ
て
よ
う
や
く
「
イ
ギ
リ
ス
と
の
比
較
と
い
う
課
題
も

残
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
本
格
的
な
日
英
比
較
は
課

題
と
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
道
路
行
政
史
を
見
て
き
た
眼
で
も
っ
て
、
日
本
を

観
察
し
て
い
る
と
い
う
感
も
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。

四

政
治
学
的
に
正
し
い
政
治
行
動
？

本
書
に
も
政
治
学
や
行
政
学
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
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高
速
道
路
の
路
線
選
定
を
求
め
る
政
治
家
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
地
元
に
利
益
を
還
元
す
る
の
が
政
治
家
の
役
割
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、

政
治
学
的
に
は
当
然
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
現
実
政
治
の
上
で
は

十
分
に
機
能
す
る
し
、
ま
た
多
く
の
有
権
者
が
政
治
家
の
役
割
を
そ
う
あ
る
べ

き
と
考
え
て
、
投
票
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。」（
四
三
ペ
ー
ジ
）。
ポ
リ
テ
ィ

カ
リ
ー
・
コ
レ
ク
ト
と
い
う
の
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
政
治
学
的
に
否
定

さ
れ
る
考
え
方
と
い
う
の
は
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

さ
ら
に
筆
者
は
、「
行
政
に
委
ね
る
こ
と
の
多
い
と
い
う
日
本
の
政
治
行
政

シ
ス
テ
ム
の
特
徴
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
問
答
を
二
六
○
ペ
ー
ジ
に
お
い

て
行
っ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
が
「
憲
法
が
大
き
く
変
わ
っ
た
戦
後
に
お
い
て
も

継
続
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
行
政
の
基
本
的
な
思
考
が
戦

前
の
要
素
を
継
続
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
説
明
で
多
く
疑
問
は
解
消
す
る
が
、

で
は
今
後
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。」
こ
の
疑
問
は
二
行
で
片
づ
け

ら
れ
な
い
、
現
代
政
治
学
の
重
要
な
問
い
で
あ
る
と
評
者
に
は
思
え
る
の
で
あ

る
が
、
著
者
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

が
重
要
な
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
後
は
再
び
、「
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
国
民
の

選
挙
に
お
け
る
投
票
行
動
で
あ
る
が
、
政
治
家
の
部
分
利
益
の
追
求
を
承
認
す

る
よ
う
な
投
票
行
動
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
続
く
。
こ
こ
で
の
政
治

学
の
役
割
と
は
、
人
々
に
政
治
家
の
役
割
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
認
識
を
正
し
、

啓
蒙
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。「
多
く
の
国
民
は
か
つ
て
高
速
道
路
の
建
設
を
望
ん
だ
が
、
民
営
化
論

議
が
出
て
き
た
頃
に
は
、
高
速
道
路
の
建
設
は
抑
制
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が

大
勢
を
占
め
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
や
が
て
道
路
推
進
派
は
少
数
派
に
転
じ
る
。

そ
し
て
「
政
官
業
学
民
の
複
合
体
は
、
確
実
に
崩
壊
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
」

と
い
う
予
言
と
も
希
望
と
も
つ
か
な
い
一
文
に
よ
っ
て
本
書
は
締
め
括
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
な
政
治
学
の
見
方
が
、
同
じ
く
、
道
路
公
団
民
営
化
を
論

じ
た
大
嶽
秀
夫
に
よ
っ
て
、『
小
泉
純
一
郎
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
研
究
』
に
お
い

て
示
さ
れ
て
い
る
。
道
路
を
更
に
建
設
す
る
か
否
か
の
問
題
は
「
国
民
内
部
の

利
害
対
立
を
孕
ん
だ
問
題
で
あ
る
。
一
口
で
い
っ
て
、
大
都
市
と
地
方
都
市
・

農
村
と
の
（
そ
れ
ぞ
れ
に
正
統
性
を
も
つ
）
利
害
、
主
張
が
対
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
」（
六
七
ペ
ー
ジ
）。
大
嶽
が
述
べ
る
よ
う
に
、
田
中
康
夫
を
は
じ
め
と

す
る
改
革
派
知
事
も
高
速
道
路
の
熱
心
な
推
進
論
者
で
あ
り
、
他
方
テ
レ
ビ
の

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
キ
ャ
ス
タ
ー
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
東
京
と
い
う
大
都
市
の

住
民
で
、
そ
の
立
場
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
た
。

著
者
の
立
場
を
、
啓
蒙
的
な
政
治
学
者
の
立
場
と
捉
え
る
の
か
、
大
都
市
住

民
の
立
場
と
捉
え
る
の
か
、
そ
れ
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
る
。
読
者
が
ど
ち
ら
の

政
治
学
に
親
和
的
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
も
答
え
は
違
う
で
あ
ろ
う
。

204




