
で
あ
る
（
少
な
く
と
も
筆
者
は
、

テ
レ
ビ
、
雑
誌
、
書
籍
で
こ
の
図

が
複
数
回
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
）
。

　

ご
覧
の
よ
う
に
こ
の
図
Ａ
で

は
、
日
本
だ
け
が
異
様
に
道
路
が

長
い
、
と
い
う
印
象
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
図
は

「
可
住
地
面
積
あ
た
り
の
道
路
の

長
さ
」
を
示
す
も
の
な
の
だ
が
、

実
際
に
は
道
路
は
、
「
可
住
地
」

（
人
が
住
め
る
場
所
）
以
外
に
も

造
る
も
の
だ
。
だ
か
ら
普
通
は
こ

の
値
を
使
っ
て
国
際
比
較
を
す
る

よ
う
な
こ
と
な
ど
「
絶
対
に
」
な

い
。
一
方
で
「
ク
ル
マ
が
多
い
国

に
は
道
路
が
た
く
さ
ん
必
要
」
な

の
だ
か
ら
、
図
Ｂ
の
よ
う
な
「
保

有
台
数
１
万
台
あ
た
り
の
道
路
延

長
」
な
ど
で
国
際
比
較
を
す
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
。

「
イ
ン
フ
ラ
」
を
着
実
に
蝕む

し
ば

み
、

国
民
の
暮
ら
し
の
豊
か
さ
と
安
寧

を
蝕
み
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
も
自
明
な

よ
う
に
、
国
民
生
活
を
根
底
か
ら

脅
か
す
ほ
ど
の
深
刻
な
事
態
を
導

い
た
の
は
、
「
世
論
に
お
け
る
公

共
事
業
・
不
要
論
」な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
ん
な
世
論
は
、
と
も

す
れ
ば
“
意
図
的
”
で
は
な
い
か

と
す
ら
思
え
る
ほ
ど
の
「
歪
め
ら

れ
た
情
報
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

て
き
た
と
い
う
経
緯
を
、
皆
様
は

ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
公
共
事
業
の
中
で
も

最
大
規
模
の
財
源
を
必
要
と
し
て

い
る
「
道
路
」
に
関
し
て
、
近
年

で
は
「
日
本
は
道
路
を
造
り
す
ぎ

だ
、
も
う
こ
れ
以
上
は
不
要
な
の

だ
」
と
主
張
さ
れ
続
け
て
き
た
。

そ
の
際
よ
く
使
わ
れ
た
の
が
図
Ａ

　

ご
覧
の
よ
う
に
図
Ａ
と
図
Ｂ
と

で
は
受
け
る
印
象
が
全
く
逆
だ
。

無
論
、
以
上
の
説
明
を
ご
存
じ
の

方
な
ら
ば
誰
し
も
が
、「
合
理
的
」

な
グ
ラ
フ
は
図
Ａ
で
は
な
く
図
Ｂ

で
あ
る
こ
と
を
ご
納
得
い
た
だ
け

る
も
の
と
思
う
。

　

同
じ
よ
う
に
し
て
「
公
共
事
業

の
政
府
予
算
が
多
す
ぎ
る
」
「
日

本
の
工
事
費
は
高
す
ぎ
る
」
「
国

の
膨
大
な
借
金
は
公
共
事
業
の
せ

い
だ
」
と
い
っ
た
主
張
に
際
し
て

も
、
正
当
と
は
言
い
難
い
歪ゆ

が

め
ら

れ
た
情
報
が
活
用
さ
れ
て
続
け
て

き
た
様
子
を
、
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ

確
認
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
拙
著

『
公
共
事
業
が
日
本
を
救
う
』
を

参
照
願
い
た
い
）
。

　

つ
ま
り
、
今
日
の
公
共
事
業
政

策
を
大
き
く
左
右
し
続
け
て
き
た

国
民
世
論
は
、
「
歪
め
ら
れ
た
情

報
」
に
よ
っ
て
形
成
、
あ
る
い
は

誘
導
さ
れ
て
き
た
疑
義
が
濃
厚
な

の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
る
以
上
、
１
人
で
も

多
く
の
政
治
家
と
国
民
が
ま
ず
、

公
共
事
業
不
要
論
を
め
ぐ
っ
て

様
々
な
「
ウ
ソ
」
が
ま
か
り
通
っ

て
き
た
と
い
う
事
実
を
冷
静
に
理

解
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ

が
、
あ
ら
ゆ
る
誤
解
や
虚
偽
に
ま

み
れ
続
け
て
き
た
「
公
共
事
業
」

に
つ
い
て
「
適
正
」
な
議
論
を
始

め
る
た
め
の
「
第
一
歩
」
と
し
て
、

必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
生
を
享う

け
た
ド
イ
ツ

帝
国
は
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
１
世
を
皇
帝
と
し
て
仰
い
だ
こ

と
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
シ
ア
を
基
軸
と

し
て
成
っ
た
国
家
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
プ
ロ
シ
ア
と
い

う
国
家
そ
れ
自
体
は
、
部
族
や
歴
史
と
い
っ
た
基
盤
を
持

た
ず
、
誠
に
人
工
的
な
体
裁
を
持
つ
国
家
で
あ
っ
た
。

批
判
を
受
け
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
西
方
傾
斜

　

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
第
２
次
世
界
大
戦
終
了
直
後
、
新

生
ド
イ
ツ
国
家
の
首
都
が
「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
畑
の
地
方
」
で

は
な
く
「
ブ
ド
ウ
山
の
地
方
」
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
と
語

っ
た
。
彼
の
言
葉
は
、
「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
畑
の
地
方
」
で
喩た

と

え
ら
れ
た
プ
ロ
シ
ア
に
対
す
る
意
識
上
の
「
距
離
」
を
示

し
て
い
た
し
、
彼
の
実
際
の
対
外
政
策
も
ま
た
、
ラ
イ
ン

河
畔
の
「
ブ
ド
ウ
山
の
地
方
」
を
拠
点
に
し
て
、
米
英
仏

３
カ
国
と
の
提
携
を
深
め
る
こ
と
を
基
軸
に
し
て
い
た
。

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
論
理
で
は
、
そ
う
し
た
西
方
傾
斜
は
、

西
ド
イ
ツ
国
家
の
興
隆
を
実
現
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
一
方
で

予
想
さ
れ
る
対
独
警
戒
感
情
を
避
け
る
た
め
に
は
必
要
な

対
応
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
共
産
主
義
の
脅
威

に
対
抗
す
る
に
も
、
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、こ
う
し
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
政
策
志
向
は
、

冷
戦
が
進
行
す
る
中
で
は
、
ド
イ
ツ
の
「
分
断
」
を
放
置

す
る
も
の
だ
と
い
う
批
判
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
ク
ル
ト
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
（
当
時
、
社
会

民
主
党
＝
Ｓ
Ｐ
Ｄ
＝
党
首
）
は
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
西
方

傾
斜
を
批
判
し
つ
つ
、
「
東
西
の
懸
け
橋
と
し
て
の
ド
イ

ツ
」
像
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
東
西
両
ド
イ
ツ
の
再
統
一

を
優
先
す
る
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
志
向
を
反
映
し
た
。
ま

た
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
志
向
は
、
米
国
に
対
す
る
「
対

等
」
の
地
位
の
要
求
と
も
重
ね
ら
れ
て
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
警
戒
を
米
国
に
呼
び
起
こ
し
た
。
ア
デ

ナ
ウ
ア
ー
の
執
政
期
、
「
再
統
一
へ
の
志
向
」
の
文
脈
で

ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
機
運
を
鮮
明
に
体
現
し
た

の
は
、
保
守
政
党
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ

Ｄ
Ｕ
）
で
は
な
く
、
社
会
主
義
政
党
と
し
て
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ビ
ス
マ
ル
ク
に
重
な
る「
統
一
」へ
の
考
え

　

こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
「
宰
相
」
と
し
て

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
並
び
称
さ
れ
て
き
た
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ

ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
の
足
跡
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
き
、
そ
の

意
味
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
プ

ロ
シ
ア
王
国
の
宰
相
と
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
を
勝
ち
抜
き
、
帝
国

の
枠
組
み
を
完
成
さ
せ
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
ド
イ
ツ
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
徒
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
プ
ロ
シ

ア
王
国
、
そ
し
て
そ
れ
が
基
軸
と
な
っ
た
帝
国
の
利
害
を

第
一
に
考
え
た
「
忠
実
な
臣
下
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
19
世
紀
半
ば
以
降
、
ド
イ
ツ
世
界
に
統
一
国

家
を
樹
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
機
運
が
盛
り
上
が
る
中
で
、

彼
が
選
ん
だ
の
は
、
統
一
の
過
程
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を

排
除
し
、
プ
ロ
シ
ア
主
導
で
統
一
を
進
め
る
と
い
う
趣
旨

の
「
小
ド
イ
ツ
主
義
」
路
線
で
あ
っ
た
、
実
質
上
の
「
多

民
族
国
家
」
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
抱
合
す
る
「
大
ド

イ
ツ
主
義
」
路
線
で
の
統
一
は
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
観
点
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
た
と
し
て
も
、実
際
の「
統

治
」
に
際
し
て
困
難
を
来
す
の
は
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

　

戦
後
日
本
に
お
け
る
保
守
主
義
思
潮
も
ま
た
、
民
族
主

義
の
傾
向
に
重
ね
合
わ
せ
て
語
ら
れ
て
き
た
。
特
に
「
55

年
体
制
」
下
の
保
革
対
立
の
図
式
で
は
、
革
新
層
が
保
守

層
を
批
判
す
る
際
に
は
、
民
族
主
義
の
傾
向
が
槍や

り

玉
に
挙

げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
「
国
家
の
威
信
」
や

「
民
族
の
矜

き
ょ
う

持じ

」
と
い
っ
た
事
柄
を
強
調
す
る
民
族
主
義

志
向
の
人
々
に
は
、
自
ら
を
「
真
正
の
保
守
主
義
者
」
と

称
す
る
事
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
や
ア
デ
ナ

ウ
ア
ー
の
足
跡
が
教
え
る
の
は
、
保
守
主
義
の
色
彩
を
持

つ
政
策
の
展
開
に
際
し
て
は
、
過
度
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
志
向
は
害
悪
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
冷
厳
な
事

実
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
れ
自
体
は
、
多
分
に
観

念
の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
統
治
」
と
い
う
実
践
の

営
み
に
は
、
本
来
は
重
な
り
合
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

過
度
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
害
悪
を
及
ぼ
す

〈65〉

　

過
去
10
年
以
上
、
「
公
共
事
業

で
は
“
票
”
に
な
ら
な
い
」
と
言

わ
れ
続
け
て
き
て
き
た
。
事
実
、

公
共
事
業
が
票
に
結
び
つ
い
た
の

は
高
度
成
長
期
ま
で
の
は
る
か
昔

で
あ
り
、
今
や
世
論
の
中
で
公
共

事
業
は
恰か

っ

好こ
う

の
批
判
の
的
と
な
っ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
世
論
状
況
を
受
け
、

過
去
10
年
以
上
に
わ
た
っ
て
公
共

事
業
を
縮
小
す
る
方
針
が
政
府
に

よ
っ
て
採
択
さ
れ
て
き
た
。
揚
げ

句
に
は
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人

へ
」
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た

政
党
が
政
権
奪
取
す
る
に
至
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
の
中

で
、
政
府
の
公
共
事
業
関
係
費
は

削
減
さ
れ
続
け
、
今
や
ピ
ー
ク
の

頃
の
実
に
「
３
分
の
１
」
程
度
に

ま
で
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
ん
な
凄す

さ

ま
じ
い
事
業
費
の
縮
減
は
、
建
設

業
界
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
の

み
な
ら
ず
、
老
朽
化
し
た
イ
ン
フ

ラ
の
放
置
、
慢
性
的
な
渋
滞
の
放

置
、
空
港
港
湾
の
国
際
競
争
力
の

低
迷
問
題
の
放
置
、
地
震
や
水
害

の
リ
ス
ク
の
放
置
な
ど
の
様
々
な

“
不
作
為
の
罪
”
を
も
た
ら
し
続

け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
通

し
て
、
大
幅
な
公
共
事
業
の
縮
減

は
私
た
ち
国
民
の
足
元
に
あ
る

事業費の縮減は「不作為の罪」

京
都
大
学
大
学
院
教
授
（
都
市
社
会

工
学
）
。
昭
和
43
年
生
ま
れ
。
京
都

大
学
卒
業
後
、
同
大
学
助
教
授
、
東

京
工
業
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
現

職
。
専
門
は
公
共
政
策
論
。
文
部
科

学
大
臣
表
彰
、
日
本
学
術
振
興
会
賞

な
ど
受
賞
。
著
書
「
公
共
事
業
が
日

本
を
救
う
」「
土
木
計
画
学
」
な
ど
。

（
ふ
じ
い
・
さ
と
し
）

公
共
事
業
が
日
本
を
救
う

公
共
事
業
不
要
論
の「
ウ
ソ
」を

冷
静
に
理
解
す
べ
し

京
都
大
学
大
学
院
教
授

藤
井
　
聡

【１】

保
守
政
治
家
の
肖
像 

補
論

　 

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー 

③

歪
ん
だ
情
報
に
誘
導
さ
れ
た
世
論
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（図Ａ）既往文献で紹介されている「主要国との道路密度比較」
（可住地面積あたり）

（図B）　保有台数１万台あたりの道路延長
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注：「週刊ダイヤモンド2009/12/12」のP47のグラフ数値から

注：道路延長のデータは『道路をどうするか』での報告値、自動車保有台数は（財）
　　自転車産業振興協会の「自転車統計要覧」（2009年９月）の数値を用いて算出

自由民主2449号8面（2011年2月1日号）




