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昭
和
30
年
代
の
道
路
事
情

　

昭
和
31
年
は
年
齢
別
の
交
通
死
者
の
統

計
が
出
て
、
15
歳
以
下
の
死
者
が
四
分
の

一
を
占
め
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
昭
和
31

年
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
み
よ
う
。
子

供
を
死
な
す
な
、
と
い
う
思
い
の
強
さ
は

想
像
で
き
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
実

現
し
て
い
っ
た
か
、
の
歴
史
を
た
ど
っ
て

い
こ
う
。

　

昭
和
31
年
は
日
本
道
路
行
政
の
始
ま
り

の
年
で
も
あ
っ
た
。
日
本
の
道
路
事
情
の

悪
さ
は
産
業
発
展
に
支
障
が
あ
る
、
と
ア

メ
リ
カ
の
調
査
団
か
ら
勧
告
が
出
た
の
が

こ
の
年
で
あ
っ
た
。

　

小
泉
内
閣
で
道
路
公
団
が
政
治
問
題
に

な
っ
た
と
き
、
道
路
建
設
こ
そ
国
の
礎
と

の
信
念
と
使
命
に
固
ま
っ
た
人
た
ち
が
い

た
。
彼
ら
は
小
泉
改
革
で
は
抵
抗
勢
力
と

さ
れ
た
。
彼
ら
の
道
路
建
設
の
重
要
性
に

対
す
る
確
信
は
こ
の
昭
和
31
年
の
ワ
ト
キ

ン
ス
氏
を
代
表
と
す
る
調
査
団
の
勧
告
に

基
づ
く
の
だ
ろ
う
。
勧
告
書
で
は
日
本
の

道
路
事
情
が
先
進
国
に
は
あ
る
ま
じ
き
状

態
だ
と
ま
で
酷
評
さ
れ
た
。
道
路
づ
く
り

こ
そ
国
づ
く
り
だ
と
の
思
い
の
原
点
は
昭

和
31
年
に
あ
っ
た
。

　

で
は
こ
れ
を
境
に
道
路
建
設
が
進
み
、

歩
車
分
離
と
な
り
、
子
供
が
救
わ
れ
た
、

と
簡
単
に
思
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
ん
な

に
急
に
道
路
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
に
し
ろ
歩
道
ど
こ
ろ
か
車
道
が
ひ
ど
い
。

日
本
は
貧
し
い
国
で
あ
っ
た
。

　

日
本
の
道
路
事
情
の
悪
さ
を
指
摘
す
る

外
国
人
の
声
は
や
ま
な
い
。昭
和
35
年（
１

９
６
０
年
）、
ロ
ー
マ
の
次
は
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
年
に
イ
タ
リ
ア
の
記
者

は
道
路
事
情
の
悪
さ
か
ら
東
京
で
の
開
催

を
危
ぶ
む
記
事
を
配
信
し
た
1）
。

　

わ
が
国
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
で
き
た
の

は
昭
和
33
年
（
１
９
５
８
年
）
で
あ
る
。

箱
根
で
あ
る
。
車
道
と
歩
道
の
間
に
あ
っ

て
子
供
を
守
る
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
い
う
の

は
、
そ
の
ず
っ
と
後
の
世
の
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
33
年
と
言
え
ば
、
長
嶋
茂
雄
の
プ

ロ
野
球
デ
ビ
ュ
ー
の
年
で
あ
る
。
男
の
子

の
野
球
熱
は
高
ま
る
一
方
で
あ
る
。
ボ
ー

第
４
回 

何
が
事
故
を
減
ら
す
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ル
を
追
い
か
け
道
路
に
飛
び
出
し
、
は
ね

ら
れ
る
子
供
は
後
を
絶
た
な
い
。

　

か
く
の
ご
と
く
子
供
に
と
っ
て
事
態
は

悪
か
っ
た
。
道
路
を
改
善
し
た
た
め
に
子

供
が
救
わ
れ
た
、
と
い
う
の
が
昭
和
30
年

代
の
姿
で
は
な
い
。

交
通
事
故
が
警
察
を
変
え
た

　

道
路
が
間
に
合
わ
な
い
な
ら
警
察
官
の

人
的
パ
ワ
ー
で
取
締
り
指
導
を
強
化
す
れ

ば
い
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

警
察
の
位
置
づ
け
も
今
と
は
違
う
。

　

安
倍
首
相
の
登
場
で
祖
父
・
岸
信
介
元

首
相
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
増

え
た
。
昭
和
35
年
の
安
保
闘
争
は
有
名
だ

得
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
う
な
る
と
交
通
安
全
対
策
を
打
と
う

に
も
手
も
足
も
出
な
い
と
の
感
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
の
結
果
を
み
る

と
日
本
の
警
察
は
国
民
か
ら
の
信
頼
を
勝

ち
え
た
。
何
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
、
と
問

わ
れ
れ
ば
、
私
の
仮
説
は
、
昭
和
30
年
以

降
の
交
通
事
故
の
多
さ
が
警
察
を
身
近
な

存
在
と
し
て
、
そ
の
と
き
法
に
も
と
づ
く

公
正
な
処
分
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
警
察
へ

の
信
頼
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
警
察
は
少
数
の
悪
人
を
相
手

と
す
る
存
在
だ
っ
た
。
庶
民
に
と
っ
て
警

察
の
ご
厄
介
に
な
る
こ
と
な
ど
、
と
ん
で

も
な
い
こ
と
で
、
警
察
は
縁
遠
い
も
の
で

あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
交
通
事
故
の
多
発
は
、
そ

う
し
た
従
来
の
警
察
観
を
変
え
る
。
警
察

官
は
泥
棒
な
ど
の
悪
人
を
罪
人
と
す
る
職

業
だ
と
思
っ
て
い
た
警
察
官
も
、
事
故
の

現
場
で
目
に
す
る
の
は
悪
人
か
、
と
言
わ

れ
れ
ば
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
目
に

す
る
の
は
悲
劇
で
あ
っ
た
。
元
気
な
人
が

一
瞬
に
し
て
死
人
と
な
る
悲
劇
と
善
人
が

罪
人
と
な
る
二
重
の
悲
劇
で
あ
る
。
警

察
官
は
、
悪
を
懲
ら
し
め
る
だ
け
で
な

く
、
安
全
の
お
世
話
役
に
な
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
新
た
な
役
割
で
あ

り
、
警
察
官
自
身
の
職
業
観
を
次
第
に
変

え
る
よ
う
な
時
代
の
変
化
で
あ
っ
た
。

　

皮
肉
な
こ
と
に
事
故
の
多
さ
は
警
察
を

身
近
な
存
在
と
し
て
し
ま
う
。
事
故
に

遭
っ
た
人
は
警
察
と
接
触
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
こ
で
決
定
的
な
こ
と
は
、
警
察
が

公
正
で
あ
る
か
、
否
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
世
間
全
体
に
コ
ネ
や
情
実
が
は
び
こ
る

時
代
で
あ
る
か
ら
、
警
察
に
お
い
て
も
多

少
の
お
目
こ
ぼ
し
や
情
実
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
が
、
歴
史
の
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。

　

結
果
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
法
の

支
配
」、
つ
ま
り
公
正
さ
を
信
頼
し
て
よ

い
、
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
交
通
事

故
を
め
ぐ
っ
て
警
察
へ
の
不
信
、
不
満
、

敵
意
が
あ
ふ
れ
る
事
態
に
は
陥
ら
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
公
正
公
平
な
処
理
が
行
わ
れ

た
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
。「
信
な
く
ん
ば

立
た
ず
」
と
本
連
載
の
第
１
回
で
述
べ
た

が
、
私
は
昭
和
30
年
代
の
成
果
は
こ
の

「
信
」
の
醸
成
と
み
な
す
。

交
通
安
全
運
動

　

警
察
が
信
頼
さ
れ
れ
ば
、
警
察
が
取
り

が
、
安
保
騒
動
の
前
に
岸
内
閣

は
「
警
察
法
」
で
も
め
た
。
法

案
に
反
対
す
る
人
た
ち
に
は
戦

前
の
警
察
に
戻
る
の
で
は
、
と

の
懐
疑
心
と
不
信
感
が
あ
っ
た
。

警
察
に
は
ま
だ
戦
前
の
イ
メ
ー

ジ
が
残
っ
て
い
た
。
東
西
の
冷

戦
の
も
と
で
左
右
の
政
治
対
立

は
激
し
く
、
思
想
と
し
て
警
察

を
敵
視
す
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
っ

た
。
警
察
は
親
し
み
と
信
頼
を

イラスト・本田牧子
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な
い
困
っ
た
論
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

　

ほ
ん
ら
い
文
化
は
、
社
会
全
体
に
広
く

共
有
さ
れ
て
こ
そ
文
化
で
あ
る
の
に
、
安

全
文
化
論
は
個
々
の
組
織
に
文
化
が
あ
る

と
し
て
、
こ
ち
ら
の
組
織
の
安
全
文
化
は

低
い
の
高
い
の
と
言
い
立
て
よ
う
と
す
る
。

文
化
は
そ
の
高
低
を
比
較
す
る
も
の
で
は

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
流
行
の
安
全
論
に
乗
る
つ

も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
原
発
が
国
民
的

な
安
全
運
動
に
展
開
せ
ず
、
そ
れ
と
は
対

照
的
に
交
通
安
全
運
動
は
左
右
の
政
治
思

想
も
労
使
の
対
立
も
超
え
、
専
門
家
集
団

の
議
論
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
大
衆

的
な
国
民
運
動
と
し
て
広
が
っ
た
そ
の
理

由
は
安
全
論
に
と
っ
て
解
明
す
べ
き
謎
で

あ
る
。
交
通
安
全
も
原
発
の
よ
う
な
道
を

た
ど
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
は
な
ら
ず
、
と
も
か
く

交
通
安
全
運
動
は
国
民
的
運
動
と
な
っ
て

い
く
。

責
任
と
賠
償
の
仕
組
み

　

原
発
事
故
に
つ
い
て
は
、
責
任
と
賠
償

の
主
体
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
の
不
満
と

批
判
が
あ
る
が
、
交
通
事
故
の
責
任
と
賠

少
な
り
と
も
か
か
わ
っ
た
。

　

交
通
安
全
運
動
に
か
か
わ
っ
た
当
時
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
道
路
の
構
造
や
自
動
車

の
操
縦
法
に
精
通
し
た
人
た
ち
で
は
な

か
っ
た
。
当
時
の
免
許
保
有
率
は
低
く
、

自
動
車
免
許
は
職
業
の
手
段
と
し
て
持
つ

も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
交
通
安
全
運
動

は
い
わ
ば
素
人
が
集
ま
り
、
各
方
面
と
協

力
し
て
行
う
運
動
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人

を
巻
き
込
み
、
動
員
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

交
通
安
全
が
国
民
各
層
に
い
き
わ
た
る
文

化
へ
と
成
長
し
た
。

交
通
安
全
運
動
は
国
民
的
運
動

　

今
日
の
安
全
論
の
流は
や
り行
は
「
安
全
は
組

織
の
問
題
で
あ
る
」
と
す
る
論
で
あ
る
。

そ
の
組
織
の
安
全
に
対
す
る
姿
勢
を
「
安

全
文
化
」
と
命
名
し
た
の
は
国
際
原
子
力

機
構
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
で
あ
る
。
国
際
的
権

威
に
は
弱
い
の
が
わ
が
国
の
常
で
あ
る
か

ら
、
学
界
も
組
織
の
文
化
を
問
題
と
し
て
、

特
に
原
発
の
安
全
研
究
者
を
中
心
に
組
織

の
風
土
や
文
化
を
問
題
に
し
出
し
た
。
そ

こ
か
ら
「
安
全
は
組
織
の
問
題
」
と
い
う

論
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
紹

介
さ
れ
る
。
交
通
安
全
の
歴
史
を
正
視
し

組
む
交
通
安
全
に
協
力
し
て
も
い
い
と
な

ら
な
い
か
。
子
供
の
犠
牲
者
が
多
い
こ
と

は
学
校
に
と
っ
て
も
見
過
ご
せ
な
い
問
題

で
あ
る
。
学
校
、
父
兄
会
、
そ
し
て
町
内

会
は
当
時
は
結
束
の
強
い
ま
と
ま
り
や
す

い
団
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
通
学
す
る

地
域
全
体
の
問
題
と
し
て
警
察
と
も
協
力

し
て
、
交
通
安
全
運
動
と
い
う
国
民
運
動

が
次
第
に
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　

そ
の
歴
史
的
経
緯
は
必
ず
し
も
詳
ら
か

で
は
な
い
が
、
交
通
安
全
運
動
の
一
大
特

色
は
、
多
く
の
人
を
巻
き
込
む
組
織
力
と

い
う
か
動
員
力
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
今
で
も
小
学
生
の
通
学
路

に
立
っ
て
安
全
を
見
守
っ
て
く
れ
る
人
を

見
か
け
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
昭
和
30
年
代

に
東
京
都
が
臨
時
雇
用
し
た
、
い
わ
ゆ
る

「
緑
の
お
ば
さ
ん
」
の
末
裔
と
言
え
よ
う
。

通
学
路
の
交
通
指
導
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
で

行
わ
れ
て
き
た
。
町
内
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
一

時
的
な
当
番
制
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
指
導

員
た
ち
の
社
団
法
人
（
全
国
交
通
安
全
母

の
会
連
合
会
）
も
存
在
し
た
。
組
織
化
の

形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
子
供
を
守

る
地
域
活
動
が
交
通
安
全
運
動
と
し
て
全

国
で
展
開
さ
れ
、
多
く
の
人
が
そ
れ
に
多
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交
通
事
故
と
違
反
は
法
律
違
反
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
自
動
車
は
法
を
犯
す
「
犯
罪

者
」
を
多
く
生
み
出
す
が
、
い
わ
ゆ
る
犯

罪
者
と
道
路
交
通
法
違
反
者
と
は
違
う
の

で
は
な
い
か
。
反
則
切
符
で
罰
金
を
払
う

だ
け
と
い
う
制
度
は
あ
る
意
味
で
そ
の
よ

う
な
思
い
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
制
度
は
関
連
機
関
の
負
担
軽
減
が
目
的

で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
交
通
違
反
を
犯

罪
か
ら
切
り
離
す
役
割
を
果
た
し
た
。
加

害
者
の
痛
痒
感
は
減
じ
る
。

　

や
が
て
そ
れ
へ
の
反
発
も
で
る
。
昭
和

か
ら
平
成
へ
と
移
り
、
１
９
９
０
年
代
の

終
わ
り
あ
た
り
か
ら
の
安
全
動
機
の
高
ま

り
3）
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
交
通
事
故
の

処
罰
体
系
は
運
転
者
に
甘
い
の
で
は
な
い

か
と
加
害
者
の
責
任
を
厳
し
く
問
う
論
4）

が
強
く
な
っ
た
。
そ
う
し
た
時
代
に
よ
る

揺
り
戻
し
は
あ
る
も
の
の
、
被
害
者
の
強

制
保
険
に
よ
る
救
済
、
効
率
的
処
理
、
保

険
に
よ
る
合
理
的
解
決
と
い
う
、
交
通
事

故
の
責
任
と
賠
償
の
仕
組
み
は
合
理
的
に

機
能
し
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

自
動
車
事
故
も
輸
出
す
る
の
か

　

今
回
論
じ
た
の
は
過
去
の
自
慢
話
で
は

償
に
関
し
て
は
巧
妙
な
仕
組
み
が
昭
和
30

年
代
か
ら
で
き
て
い
っ
た
。

　

交
通
事
故
で
は
運
転
者
個
人
に
責
任
を

負
わ
せ
す
ぎ
る
と
の
論
2）
も
あ
る
。
確
か

に
自
動
車
事
故
で
は
加
害
者
の
顔
が
は
っ

き
り
と
見
え
る
。
航
空
機
や
鉄
道
の
事
故

で
は
パ
イ
ロ
ッ
ト
や
運
転
士
個
人
は
後
退

し
、
会
社
と
そ
の
代
表
が
前
面
に
出
る
。

そ
の
点
で
自
動
車
事
故
は
加
害
者
個
人
の

責
任
が
重
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
被

害
者
の
救
済
と
と
も
に
運
転
者
が
過
度
の

責
任
と
賠
償
を
負
う
こ
と
の
な
い
仕
組
み

も
つ
く
ら
れ
た
。

　

保
険
が
そ
の
巧
み
な
対
処
の
一
つ
で
あ

る
。
自
賠
責
保
険
は
被
害
者
の
救
済
だ
け

で
な
く
、
賠
償
金
で
加
害
者
が
突
然
に
困

窮
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
。
任
意

保
険
も
広
ま
っ
た
。
生
命
保
険
に
は
抵
抗

の
あ
る
人
も
自
動
車
保
険
は
受
け
容
れ
た
。

誰
に
も
未
来
は
わ
か
ら
な
い
。
誰
で
も
事

故
に
遭
わ
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
そ

し
て
た
と
え
自
分
が
悪
く
な
く
と
も
事
故

に
遭
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
世
の
不

条
理
に
立
ち
向
か
う
知
恵
の
一
つ
が
保
険

で
あ
っ
た
。
保
険
と
い
う
文
化
を
わ
が
国

に
普
及
さ
せ
た
と
い
う
一
面
が
交
通
事
故

に
は
あ
る
。

な
い
。
こ
れ
か
ら
の
ア
ジ
ア
の
国
々
を
は

じ
め
世
界
に
ま
だ
ま
だ
自
動
車
は
増
え
る
。

自
動
車
大
国
に
な
っ
た
わ
が
国
は
そ
の
推

進
役
と
な
る
。
自
動
車
が
普
及
す
れ
ば
事

故
の
死
傷
者
も
増
え
る
。
そ
の
と
き
安
全

装
備
を
つ
け
た
車
と
道
路
シ
ス
テ
ム
を
提

供
す
れ
ば
事
故
対
策
は
十
分
と
言
っ
て
、

売
り
込
む
の
だ
ろ
う
か
。

　

自
動
車
を
発
明
し
、
そ
れ
を
大
量
生
産

し
工
業
化
し
高
速
道
路
を
造
っ
た
の
は
ド

イ
ツ
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
自
動
車
生

活
の
楽
し
さ
、
強
さ
、
冒
険
、
恋
愛
を
映

画
な
ど
で
世
界
に
広
め
た
。
そ
れ
は
事
故

防
止
を
後
手
に
し
て
の
普
及
と
セ
ー
ル
ス

だ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
日
本
の
交
通

事
故
の
増
減
の
歴
史
と
そ
こ
に
醸
成
さ
れ

た
文
化
と
を
振
り
返
る
と
、「
法
の
支
配
」

や
「
草
の
根
運
動
」
を
な
い
が
し
ろ
に
し

た
自
動
車
普
及
は
考
え
も
の
だ
、
と
犠
牲

者
の
多
さ
を
つ
い
思
っ
て
し
ま
う
の
は
私

だ
け
だ
ろ
う
か
。（

よ
し
だ
・
し
ん
や
）　
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