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に
使
う
道
で
の
歩
道
や
路
側
帯
／
車
道
の
境
界
の
整
備
、

ベ
ビ
ー
カ
ー
の
使
い
や
す
さ
、
自
転
車
と
の
共
存
、
ま

た
道
か
ら
の
風
景
、
道
の
途
中
の
滞
留
で
き
る
空
間
な

ど
が
言
及
さ
れ
て
い
た
。
コ
メ
ン
ト
で
は
、
公
園
の
よ

う
な
単
発
の
〝
点
〞
よ
り
も
、
ま
ち
を
面
的
に
、
あ
る

い
は
歩
行
者
視
点
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
整
え

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
寺
社
や
道
祖
神

な
ど
の
伝
統
的
・
土
着
宗
教
的
要
素
や
、
ま
ち
の
人
々

が
設
え
る
自
宅
の
装
飾
，
植
栽
な
ど
も
大
切
な
保
育
の

素
材
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
ま
さ
に
、
ま

ち
と
そ
の
歴
史
、
そ
し
て
人
の
営
み
が
こ
ど
も
た
ち
を

守
り
、
育
て
る
の
だ
と
、
保
育
者
ら
の
コ
メ
ン
ト
か
ら

は
読
み
取
れ
る
。

　
こ
う
し
た
保
育
の
場
に
相
応
し
い
都
市
環
境
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
親
が
わ
が
子
を
育
て
る
環
境
と
し
て

も
相
応
し
い
。
ま
た
、
高
齢
者
や
障
碍
の
あ
る
方
、
い

ず
れ
心
身
の
変
化
と
向
き
合
い
う
る
人
々
、
や
が
て
子

を
持
つ
人
々
に
と
っ
て
も
、
面
的
に
安
全
・
安
心
に
移

動
で
き
、
五
感
を
く
す
ぐ
る
要
素
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、

地
域
な
ら
で
は
の
要
素
が
息
づ
く
ま
ち
は
ま
さ
に
「
公

共
の
福
祉
」
の
体
現
で
あ
る
。
ま
ち
が
そ
こ
に
暮
ら
す

生
活
者
の
目
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
き
、
建
築
と
都
市

の
間
の
境
界
は
融
け
て
ま
ち
全
体
が
有
機
的
な
機
能
と

し
て
い
の
ち
を
も
つ
。
生
き
た
ま
ち
は
人
を
歩
か
せ
、

人
は
ま
ち
に
活
力
を
行
き
渡
ら
せ
る
。
福
祉
と
し
て
の

ま
ち
づ
く
り
は
、
い
わ
ゆ
る
「
弱
者
」
救
済
な
ど
に
と

ど
ま
ら
ず
、
地
域
と
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
暮
ら
し
を

生
き
生
き
と
彩
る
た
め
の
大
き
な
原
動
力
と
な
る
。

ち
づ
く
り
と
は
、
福
祉
で
あ
る
。

　
各
自
治
体
が
策
定
す
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

条
例
で
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
観
点
の
も
と
、

す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
安
全
・
安
心
で
、
快
適
な
ま
ち

づ
く
り
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
建
築
基
準
法
や
施
設
設
置

基
準
な
ど
で
個
々
の
建
築
物
に
ど
れ
だ
け
の
配
慮
を
し

て
も
、
そ
の
建
物
を
つ
な
ぐ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
建

物
の
集
合
体
と
し
て
の
「
ま
ち
」
に
適
切
な
配
慮
が
な

け
れ
ば
、
人
々
の
生
活
の
質
は
保
障
さ
れ
得
な
い
。

　
筆
者
は
、
医
療
・
福
祉
・
教
育
・
居
住
の
用
途
に
供

さ
れ
る
建
築
物
と
そ
の
環
境
に
よ
る
、
利
用
者
の
支
援

を
研
究
し
て
い
る
。
こ
の
分
野
で
も
個
々
の
建
物
単
体

の
計
画
に
加
え
て
、
建
物
へ
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
や
、

周
囲
の
環
境
条
件
と
の
融
和
に
よ
る
相
互
の
価
値
向
上

な
ど
の
視
点
は
よ
り
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
要

介
護
高
齢
者
や
障
碍
の
あ
る
人
々
の
生
活
の
場
を
地
域

に
担
保
す
る
、
地
域
包
括
ケ
ア
は
耳
目
を
集
め
て
い
る
。

こ
の
な
か
で
、
認
知
症
で
あ
っ
て
も
わ
か
り
や
す
く
安

全
な
都
市
空
間
の
工
夫
や
見
守
り
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
醸
成
に
向
け
た
取
組
み
な
ど
が
提
言
さ
れ
、
先
駆
的

事
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
ら
は
地
域
の

公
園
・
寺
社
境
内
地
等
を
保
育
の
場
と
す
る
家
庭
福
祉

員
等
の
小
規
模
保
育
拠
点
の
保
育
者
に
外
出
保
育
時
に

「
良
い
・
悪
い
」
と
感
じ
る
要
素
を
指
摘
し
て
い
た
だ
き
、

そ
れ
を
分
析
す
る
都
市
環
境
評
価
の
研
究
を
し
た
。
当

初
、
公
園
な
ど
の
記
述
が
大
半
を
占
め
る
と
想
定
し
て

い
た
が
、
実
際
に
は
七
〜
八
割
は
公
園
等
の
行
き
帰
り

ま
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