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体
交
差
事
業
」
と
い
う
、
道
路
事
業
、
公
共
事
業
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
業
も
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
し
た
が
、
こ

の
事
業
が
「
公
共
事
業
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
の

は
、
調
べ
た
限
り
で
は
日
経
新
聞
の
囲
み
記
事
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
じ
日
経
が
、「
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
考
え
る
」
を
「
や
さ
し
い
経
済
学
」
と

い
う
コ
ラ
ム
で
連
載
し
、
そ
こ
に
「
公
共
事
業
は
一
時

的
に
景
気
を
上
向
か
せ
る
も
の
の
、
国
の
財
政
を
悪
化

さ
せ
る
と
の
見
方
が
い
ま
は
定
説
で
す
」
と
根
拠
も
示

さ
ず
に
書
く
始
末
な
の
だ
。

　
将
来
に
わ
た
っ
て
交
通
渋
滞
を
解
消
す
る
こ
の
事
業

は
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
公
共
事
業
」
な

の
だ
が
、
こ
れ
を
一
律
に
「
一
時
的
」
効
果
し
か
な
い

と
書
い
て
お
か
し
い
と
思
わ
な
い
の
か
、
不
思
議
な
話

で
あ
る
。
連
続
立
体
交
差
事
業
が
、
地
域
の
土
地
利
用

の
あ
り
方
も
変
え
、
商
売
や
生
産
を
活
発
に
す
る
と
い

う
恒
久
的
な
効
果
を
持
ち
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
で
将
来

に
わ
た
っ
て
税
収
増
を
も
た
ら
す
の
に
、「
国
の
財
政

を
悪
化
さ
せ
る
」
と
し
か
記
さ
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
「
い
ま
は
定
説
で
す
」
と
い
う
の
な

ら
、
い
つ
か
ら
、
な
ぜ
、
定
説
と
い
え
る
ほ
ど
に
定
着

し
た
の
か
明
ら
か
に
し
て
欲
し
い
も
の
だ
。

　
こ
の
コ
ラ
ム
に
限
ら
な
い
の
だ
が
、「
公
共
事
業
＝

区
が
負
担
し
た
」
と
紹
介
し
た
。
他
紙
に
比
べ
る
と
丁

寧
な
報
道
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
で
は
残
念
だ

が
ま
だ
不
十
分
な
の
だ
。

　
こ
の
毎
日
新
聞
の
報
道
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

発
表
で
は
事
業
方
法
の
説
明
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
他
紙
は
「
箱
根
駅
伝
の
名
所
撤
去
」
と
は
書

く
け
れ
ど
も
、
事
業
の
性
格
・
種
別
な
ど
を
含
め
、
こ

の
事
業
が
「
公
共
事
業
」
で
あ
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
触

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
問
題
あ
る
報
道
姿
勢

だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
な
ぜ
問
題
か
と
言
え
ば
、「
公
共
事
業
は
バ
ラ
マ
キ

で
あ
り
、
ム
ダ
ば
か
り
だ
」
と
い
う
記
事
を
書
く
一
方

で
、
こ
の
多
く
の
人
に
喜
ば
れ
て
経
済
効
果
も
大
き
い

連
続
立
体
交
差
事
業
が
、
公
共
事
業
で
あ
る
こ
と
を
き

ち
ん
と
説
明
し
な
い
の
は
、
公
平
さ
や
公
正
さ
を
欠
く

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
事
業
は
、
東
京
都
が
事
業
主
体
で
あ
る
都
市
計

画
事
業
で
、
そ
の
資
金
の
多
く
が
国
土
交
通
省
の
都
市

局
・
街
路
交
通
施
設
課
か
ら
の
補
助
金
（
現
在
は
交
付

金
化
さ
れ
た
）
な
の
で
あ
る
。
東
京
都
と
い
え
ど
も
、

二
、〇
〇
〇
億
円
も
の
事
業
費
を
要
す
る
う
え
に
、
集

中
投
資
が
必
要
な
こ
の
事
業
を
単
独
で
や
り
き
る
こ
と

は
難
し
い
。
こ
の
資
金
は
道
路
特
別
会
計
か
ら
支
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
廃
止
以
前
は
「
道
路
特
定
財
源
」

を
原
資
と
し
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

自
動
車
交
通
渋
滞
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
メ

デ
ィ
ア
各
紙
は
、「
渋
滞
緩
和
へ
」「
箱
根
駅
伝
の
名
所

撤
去
」「
箱
根
駅
伝
の
鬼
門
さ
ら
ば
」
と
大
き
な
見
出
し

で
報
道
し
た
。

　
京
浜
急
行
本
線
と
空
港
線
の
合
計
六
㌔
㍍
に
及
ぶ
区

間
が
「
連
続
立
体
交
差
事
業
」
と
し
て
高
架
化
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
二
八
も
の
踏
切
を
一
挙
に
撤
去
す
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
一
時
間
中

四
〇
分
以
上
も
道
路
交
通
の
遮
断
が
続
く
、
い
わ
ゆ
る

「
開
か
ず
の
踏
切
」
も
一
一
カ
所
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
完

全
に
な
く
な
っ
た
。
東
京
都
は
こ
の
結
果
、
消
防
や
救

急
活
動
に
も
大
き
な
貢
献
が
あ
る
と
期
待
し
て
い
る
と

の
発
表
を
行
っ
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
地
元
の
大
田
区
で
は
、
地
上
部
の
レ
ー

ル
が
取
り
除
か
れ
て
沿
線
開
発
も
進
め
ら
れ
る
と
し
て
、

地
域
開
発
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
と
の
記
事
も
あ

っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
報
道
は
そ
れ
で
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
肝

心
な
こ
の
事
業
そ
の
も
の
の
正
確
な
説
明
が
ほ
と
ん
ど

な
い
の
で
あ
る
。
誰
が
、
何
の
費
用
で
行
っ
た
の
か
、

ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
説
明
が
な
い
。
毎
日
新

聞
だ
け
が
、「
都
が
主
体
と
な
っ
て
一
、八
九
二
億
円
を

か
け
た
都
市
計
画
事
業
で
、
う
ち
二
三
〇
億
円
を
大
田

〇
一
二
年
十
月
末
に
、
京
浜
急
行
の
蒲
田
付
近

の
踏
切
群
が
除
去
さ
れ
、
踏
切
を
起
因
と
す
る

二

　
数
年
前
の
「
道
路
国
会
」
と
称
さ
れ
た
国
会
に
お
い

て
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
チ
ェ
ア
な
ど
を
購
入
し
た
と
い
わ
れ

た
特
別
会
計
は
、「
い
ま
や
ム
ダ
な
道
路
を
造
り
続
け

る
元
凶
だ
」
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の
道
路
会
計
で
処
理

さ
れ
た
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
事
業
は
施
工
主
は
京
急
で
あ
っ
て
も

鉄
道
事
業
な
ど
で
は
な
く
、
東
京
都
が
事
業
主
で
あ
る

「
道
路
整
備
事
業
」
な
の
で
あ
っ
て
、
京
浜
急
行
は
改
良

分
に
あ
た
る
一
部
の
資
金
し
か
負
担
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　
こ
の
事
業
の
結
果
、
箱
根
駅
伝
の
名
所
踏
切
撤
去
と

な
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
第
一
京
浜
の
最
大
八
〇
〇
㍍

も
あ
っ
た
交
通
渋
滞
は
解
消
し
た
し
、
こ
の
道
路
の
自

動
車
走
行
速
度
は
時
速
約
二
五
㌔
㍍
も
伸
び
て
、
速
度

が
約
三
割
も
改
善
さ
れ
、
経
済
活
動
の
活
性
化
に
寄
与

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
二
〇
一
三
年
三
月
に
は
、
小
田
急
電
鉄
の
下

北
沢
周
辺
が
地
下
化
し
、
こ
こ
で
も
連
続
立
体
交
差
事

業
が
完
成
し
た
。
メ
デ
ィ
ア
は
、「
鉄
道
が
地
下
に
も
ぐ

り
、
シ
モ
キ
タ
の
街
は
盛
り
上
が
る
」
と
地
元
の
喜
び

を
伝
え
た
。
九
カ
所
の
踏
切
が
廃
止
さ
れ
、
ピ
ー
ク
時

間
帯
に
は
一
時
間
に
た
っ
た
二
分
し
か
開
か
な
か
っ
た

踏
切
も
な
く
な
っ
た
。

　
こ
の
事
業
も
も
ち
ろ
ん
、
東
京
都
が
事
業
主
体
と
な

っ
た
国
土
交
通
省
か
ら
の
資
金
支
援
に
よ
る
「
連
続
立

建
設
国
債
＝
財
政
悪
化
主
犯
論
」
は
よ
く
記
事
に
登
場

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
執
筆
姿
勢
が
大
問
題
だ
と

考
え
る
の
は
、
建
設
公
債
に
よ
る
成
果
は
次
世
代
に
も

使
え
る
資
産
と
し
て
わ
が
国
土
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
か

ら
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

こ
の
国
の
財
政
問
題
は
「
伸
び
な
い
税
収
と
、
福
祉
の

た
め
に
急
増
す
る
赤
字
国
債
」
に
集
約
さ
れ
る
の
だ
が
、

真
の
問
題
へ
の
本
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
外
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
。
建
設
国
債
悪
玉
論
を
や
っ
て
い
る

よ
う
で
は
、
問
題
の
本
質
に
切
り
込
む
解
に
到
達
し
得

な
い
か
ら
な
の
だ
。

　
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
学
者
や
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
公
共
事
業
論
や
公
共
投
資
論
は
「
フ

ロ
ー
」
の
視
点
か
ら
ま
っ
た
く
脱
し
得
て
お
ら
ず
、「
ス

ト
ッ
ク
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。「
公
共
事
業

と
い
う
表
現
」
は
、
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
形
成
の
た
め

の
「
手
段
の
言
葉
」
で
し
か
な
い
。

　「
公
共
投
資
は
、
デ
フ
レ
不
況
下
の
現
在
に
お
い
て

は
需
要
不
足
を
解
消
す
る
も
の
と
な
る
が
、
デ
フ
レ
か

ら
脱
却
し
た
数
年
後
に
お
い
て
は
、
生
産
性
を
高
め
て

供
給
量
を
増
加
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
、
経
済
成

長
を
促
進
す
る
」（
中
野
剛
志
・
文
藝
春
秋
六
月
号
）
も
の

で
あ
る
の
だ
。

　
思
考
停
止
的
な
言
論
風
景
し
か
な
い
こ
と
が
、
こ
の

国
の
劣
化
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

H
isakazu O

hishi

国
土
学
ア
ナ
リ
ス
ト

 

大
石
久
和

京
急
蒲
田
の

踏
切
撤
去
は

道
路
事
業


