
書

評

武
田
尚
子
著

﹃
荷
車
と
立
ち
ん
坊

近
代
都
市
東
京
の

物
流
と
労
働
﹄

林

和

樹

は

じ

め

に

明
治
に
な
っ
て
都
市
の
物
流
を
支
え
た
の
は
︑
荷
車
と
そ
れ
を
曳
い
た
車

夫
た
ち
︑
そ
し
て
荷
車
を
後
押
し
す
る
立
ち
ん
坊
で
あ
っ
た
︒
﹁
立
ち
ん
坊
﹂

と
は
市
場
周
辺
や
そ
こ
へ
至
る
道
で
荷
車
を
待
ち
構
え
︑
車
輌
の
後
押
し
を

仕
事
と
し
て
日
銭
を
得
た
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
︒
車
夫
は
多
く
の
荷
を
車

輛
へ
積
み
込
み
︑
市
場
や
駅
と
の
あ
い
だ
を
往
復
し
︑
坂
道
の
よ
う
な
力
の

要
る
と
こ
ろ
で
は
立
ち
ん
坊
に
小
金
を
渡
し
て
助
け
を
得
た
︒
明
治
一
〇
年

前
後
か
ら
大
正
末
期
ま
で
は
荷
車
の
全
盛
期
で
︑
立
ち
ん
坊
は
低
廉
な
手
間

賃
で
依
頼
で
き
る
補
助
労
働
力
と
し
て
都
市
の
物
流
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ

っ
た
︒

著
者
の
武
田
氏
は
こ
れ
ま
で
も
︑
世
界
各
地
の
近
代
庶
民
社
会
を
描
い
て

き
た
社
会
学
者
で
あ
る
︒
本
書
は
明
治
期
に
多
く
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
物
流

に
ま
つ
わ
る
日
常
の
風
景
を
対
象
に
︑
輸
送
体
系
の
編
成
と
車
輛
の
改
良
を

踏
ま
え
︑
荷
車
と
そ
れ
を
曳
い
た
︑
あ
る
い
は
押
し
た
人
た
ち
の
生
き
様
に

迫
ろ
う
と
し
て
い
る
︒

本
書
の
構
成
と
概
要

ま
ず
︑
本
書
の
構
成
と
概
要
を
整
理
し
て
お
こ
う
︒
本
書
の
章
立
て
は
次

の
通
り
で
あ
る
︒

序
章

荷
車
曳
き
の
か
け
声

第
一
章

近
代
へ
の
胎
動

第
二
章

﹁
く
る
ま
﹂
規
則
の
近
代
化

制
度
改
革

第
三
章

明
治
の
﹁
く
る
ま
﹂
メ
カ

技
術
改
革

第
四
章

都
心
商
業
地
と
小
運
送

第
五
章

路
傍
の
﹁
立
ち
ん
坊
﹂

第
六
章

軍
隊
と
荷
車

第
七
章

東
京
近
郊
の
荷
車
と
立
ち
ん
坊

終
章

近
代
都
市
と
物
流

経
済
圏
の
拡
大
と
動
力

以
上
の
章
立
て
に
従
っ
て
概
略
を
紹
介
す
る
︒

序
章
は
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
︑
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
︑
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー

ド
ら
︑
明
治
の
は
じ
め
に
来
日
し
た
外
国
人
た
ち
の
記
録
を
も
と
に
︑
荷
車

車
夫
の
力
強
い
働
き
ぶ
り
を
探
っ
て
い
く
︒
荷
車
と
人
力
車
の
車
夫
の
あ
い

だ
に
は
︑
ギ
メ
が
﹁
荷
馬
車
用
の
馬
と
︑
競
馬
用
の
馬
と
の
間
に
あ
る
相

違
﹂
︵
三
頁
︶
と
比
喩
す
る
体
格
の
違
い
が
あ
っ
た
︒
ま
た
荷
車
車
夫
が
か

け
声
を
発
し
た
一
方
で
︑
人
力
車
夫
は
ほ
と
ん
ど
か
け
声
を
出
さ
な
か
っ
た
︒

著
者
は
こ
れ
ら
の
違
い
を
整
理
し
た
う
え
で
︑
単
独
で
早
く
曳
く
人
力
車
夫

と
複
数
人
で
重
い
荷
を
曳
く
荷
車
車
夫
の
あ
い
だ
に
は
仲
間
と
の
関
係
や
日
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常
の
心
の
持
ち
よ
う
に
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
︒
さ
ら

に
︑
バ
ー
ド
の
手
紙
を
も
と
に
︑
﹁
荷
車
で
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
大
量
の
物

資
を
運
ん
で
い
る
こ
と
自
体
が
驚
異
的
だ
っ
た
﹂
︵
六
頁
︶
と
指
摘
し
︑
彼

女
が
車
夫
か
ら
労
働
の
尊
厳
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒

第
一
章
は
︑
荷
車
の
変
革
期
に
至
る
前
提
と
し
て
︑
近
世
社
会
に
お
け
る

荷
車
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
︒
ま
ず
著
者
は
︑
那
須
皓
が
柳
田
国
男
主
催

の
郷
土
会
で
行
っ
た
報
告
﹁
代
々
木
村
の
今
昔
﹂
か
ら
﹁
﹁
荷
車
﹂
か
ら

﹁
経
済
革
命
﹂
が
起
こ
っ
た
と
い
う
指
摘
﹂
︵
一
〇
頁
︶
を
取
り
上
げ
︑
那

須
の
論
を
も
と
に
明
治
一
〇
年
前
後
が
荷
車
の
変
革
期
で
あ
っ
た
と
す
る
︒

そ
し
て
︑
近
世
に
お
け
る
陸
上
運
輸
の
管
理
を
﹁
街
道
・
往
還
﹂
︑
﹁
都
市
﹂
︑

﹁
耕
作
地
﹂
の
三
つ
に
分
け
︑
﹁
街
道
・
往
還
﹂
と
﹁
都
市
﹂
に
つ
い
て
分

析
を
加
え
る
︒
﹁
街
道
・
往
還
﹂
は
徒
歩
が
原
則
で
車
輛
利
用
は
普
及
し
な

か
っ
た
が
︑
幕
末
に
な
る
と
物
流
量
が
増
大
し
た
た
め
に
人
馬
が
不
足
し
︑

宿
場
の
な
か
に
は
車
輛
の
使
用
を
認
可
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
た
︒
ま
た
︑

﹁
都
市
﹂
は
江
戸
︑
大
坂
︑
京
都
︑
駿
府
︑
名
古
屋
な
ど
の
主
要
都
市
に
限

っ
て
使
用
を
許
可
さ
れ
︑
河
岸
か
ら
蔵
へ
の
搬
入
に
荷
車
が
使
わ
れ
た
と
い

う
︒さ

ら
に
江
戸
の
町
触
を
検
討
し
︑
荷
車
が
起
こ
し
た
問
題
と
そ
れ
に
対
す

る
幕
府
の
通
行
管
理
策
を
明
ら
か
に
す
る
︒
江
戸
で
は
積
み
荷
が
増
加
し
︑

ま
た
車
夫
が
そ
の
重
さ
を
誇
っ
た
た
め
に
︑
荷
車
の
事
故
が
頻
繁
に
起
こ
っ

た
︒
ま
た
荷
車
を
先
導
す
る
宰
領
の
数
を
減
ら
そ
う
と
何
台
も
の
車
輛
が
連

な
っ
て
通
行
し
た
た
め
︑
交
通
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
︒
著
者
は
こ
う
し
た

状
況
を
踏
ま
え
︑
商
取
引
の
活
発
化
を
背
景
に
江
戸
中
期
か
ら
積
載
量
が
増

加
し
て
お
り
︑
﹁
改
良
を
望
む
社
会
的
状
況
は
近
世
か
ら
あ
り
︑
諸
般
の
機

が
熟
し
て
︑
明
治
一
〇
年
前
後
の
変
革
が
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
﹂
︵
三
一

頁
︶
と
結
論
付
け
る
︒

第
二
章
は
︑
明
治
期
に
お
け
る
長
距
離
運
輸
体
系
の
編
成
と
︑
そ
れ
に
と

も
な
う
単
距
離
輸
送
の
変
化
を
主
に
制
度
面
か
ら
分
析
す
る
︒
長
距
離
輸
送

の
編
成
は
︑
﹁
旧
制
度
の
廃
止
﹂
︵
明
治
五
～
八
年
︶
︑
﹁
長
距
離
輸
送
の
制
度

改
革
﹂
︵
明
治
八
～
一
一
年
︶
︑
﹁
長
距
離
輸
送
の
技
術
改
革
﹂
︵
明
治
一
〇
年

代
︶
︑
﹁
近
代
輸
送
体
系
の
本
格
始
動
﹂
︵
明
治
二
〇
年
代
︶
と
い
う
四
つ
の

時
期
に
分
け
ら
れ
る
︒
明
治
二
〇
年
代
に
鉄
道
輸
送
網
が
形
成
さ
れ
た
後
は

単
距
離
輸
送
の
需
要
が
増
加
し
た
た
め
︑
全
国
の
荷
車
の
数
が
明
治
二
三
～

四
三
年
の
あ
い
だ
に
二
．

二
倍
に
な
っ
た
︒

こ
う
し
た
長
距
離
・
単
距
離
輸
送
市
場
の
拡
大
に
よ
り
︑
車
輛
の
所
有
者

に
か
け
ら
れ
た
車
税
は
政
府
の
財
源
の
一
つ
と
し
て
期
待
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
︒
従
来
型
の
荷
車
に
は
﹁
大
八
﹂
︑
﹁
大
七
﹂
︑
﹁
大
六
﹂
な
ど
︑
荷
台
の

面
積
に
応
じ
た
種
類
が
あ
り
︑
新
し
く
登
場
し
た
﹁
西
洋
型
荷
車
﹂
は
大
︑

中
︑
小
に
分
け
ら
れ
︑
荷
台
の
大
き
さ
に
応
じ
て
徴
税
額
が
決
め
ら
れ
た
︒

﹁
西
洋
型
荷
車
﹂
と
は
心
棒
を
太
く
し
て
積
載
量
を
増
加
し
た
荷
車
で
あ
る
︒

明
治
八
年
か
ら
一
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
︑
単
距
離
輸
送
の
世
界
で
は
運
搬

具
の
多
様
化
と
そ
れ
に
対
応
す
る
法
整
備
が
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒
荷
車
の

普
及
は
道
路
の
混
雑
を
引
き
起
こ
し
て
道
路
管
理
の
必
要
性
を
生
じ
さ
せ
た

た
め
︑
明
治
二
〇
年
代
前
半
ま
で
に
荷
車
の
交
通
規
則
の
基
本
的
枠
組
み
が

制
定
さ
れ
た
︒

第
三
章
は
︑
車
輛
の
構
造
お
よ
び
製
造
を
取
り
上
げ
る
︒
明
治
一
〇
年
代

ま
で
に
荷
車
の
車
輪
と
心
棒
に
鉄
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
同
じ
時
期

に
車
輛
の
改
造
も
試
み
ら
れ
た
︒
著
者
は
桜
井
平
四
郎
と
い
う
人
物
の
発
明

を
取
り
上
げ
︑
巨
大
な
車
輪
に
荷
を
取
り
付
け
た
荷
車
や
ブ
レ
ー
キ
の
よ
う

な
支
え
棒
を
も
つ
荷
車
と
い
っ
た
発
明
を
紹
介
す
る
︒

書 評
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荷
車
は
︑
荷
台
や
車
輪
に
多
く
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
使
用
さ
れ
た
︒
モ
ー

ス
は
植
木
を
運
ぶ
車
や
塵
芥
車
︑
車
輪
に
釘
を
打
ち
込
ん
だ
車
な
ど
を
注
意

深
く
観
察
し
︑
ス
ケ
ッ
チ
を
残
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三

〇
年
代
に
か
け
て
︑
雑
貨
や
商
品
を
安
全
に
運
ぶ
た
め
に
荷
台
に
箱
を
と
り

つ
け
る
と
い
っ
た
よ
う
な
︑
運
搬
の
利
便
性
向
上
の
た
め
に
改
造
を
施
し
た

荷
車
が
登
場
し
た
︒
こ
こ
で
は
﹁
耶
蘇
の
菓
子
屋
﹂
と
し
て
知
ら
れ
た
森
永

の
創
業
者
・
森
永
太
一
郎
の
箱
車
を
紹
介
し
て
い
る
︒

第
四
章
と
第
五
章
は
荷
車
運
送
に
関
わ
る
人
た
ち
を
対
象
と
す
る
︒
第
四

章
は
荷
車
運
送
を
中
心
に
︑
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
の
運
送
業
界
の

実
相
を
社
会
史
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
︒
市
区
改
正
審
査
会
に
お
け
る
議
論

に
よ
れ
ば
︑
明
治
一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
︑
流
通
経
路
の
整
備

に
対
応
し
て
運
送
業
界
の
規
模
が
拡
大
し
︑
荷
車
運
送
の
需
要
が
増
え
た
︒

こ
の
時
期
︑
荷
車
に
関
わ
る
人
た
ち
に
は
明
確
な
階
層
が
存
在
し
た
︒
こ

こ
で
は
荷
車
運
送
業
者
の
組
合
に
関
す
る
史
料
を
用
い
︑
運
送
を
請
け
負
う

業
者
と
雇
わ
れ
る
車
夫
は
異
な
る
社
会
層
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
業
者
の
側

に
あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
業
者
が
車
夫
を
蔑
視
し
て
い
た
こ
と
︑
の
二
点
を
明

ら
か
に
す
る
︒
荷
車
運
送
に
は
︑
複
数
の
荷
車
を
所
有
し
て
運
送
を
請
け
負

う
業
者
層
︑
自
分
の
荷
車
で
運
搬
す
る
自
営
層
︑
業
者
に
雇
わ
れ
る
車
夫
層
︑

の
三
つ
の
社
会
層
が
存
在
し
︑
運
送
業
界
で
は
粗
暴
な
振
舞
い
の
多
い
車
夫

層
の
質
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
︒

第
五
章
は
そ
の
車
夫
層
の
さ
ら
に
下
に
位
置
す
る
立
ち
ん
坊
を
取
り
上
げ
︑

彼
ら
の
生
活
に
切
り
込
む
︒
横
山
源
之
助
﹃
日
本
之
下
層
社
会
﹄
に
よ
れ
ば
︑

立
ち
ん
坊
は
荷
役
労
働
者
の
な
か
で
も
最
末
端
に
位
置
し
︑
路
上
や
貧
民
窟

の
木
賃
宿
で
起
居
し
た
︒
横
山
は
労
働
意
欲
に
欠
け
る
と
し
て
立
ち
ん
坊
を

厳
し
く
評
す
る
一
方
︑
彼
ら
の
言
い
分
や
立
ち
ん
坊
に
な
る
前
の
経
歴
を
取

材
し
て
い
た
︒
文
献
に
残
り
に
く
い
立
ち
ん
坊
に
関
心
を
も
つ
横
山
の
社
会

的
セ
ン
ス
を
著
者
は
高
く
評
価
す
る
︒

ま
た
︑
新
聞
記
事
と
東
京
市
社
会
局
の
調
査
に
よ
れ
ば
︑
立
ち
ん
坊
は
市

場
や
坂
の
下
に
屯
し
て
荷
車
を
待
ち
︑
重
い
荷
や
雨
天
な
ど
に
苦
し
む
荷
車

を
後
ろ
か
ら
押
し
て
仕
事
と
し
た
︒
彼
ら
の
な
か
に
は
車
夫
が
油
断
す
る
と

荷
車
を
持
ち
逃
げ
す
る
者
も
い
た
が
︑
一
方
で
︑
拾
っ
た
遺
失
物
を
届
け
出

る
正
直
者
も
い
た
︒
立
ち
ん
坊
の
生
活
は
不
安
定
で
あ
っ
た
が
︑
な
か
に
は

内
職
を
す
る
妻
と
協
力
し
て
家
庭
を
も
つ
者
も
い
た
と
い
う
︒
著
者
は
︑
立

ち
ん
坊
を
目
に
す
る
人
の
葛
藤
を
文
学
作
品
に
表
し
た
例
と
し
て
吉
田
絃
二

郎
の
詩
﹁
立
ち
ん
坊
と
わ
た
し
﹂
を
紹
介
す
る
︒

第
六
章
は
陸
軍
に
お
け
る
荷
車
の
利
用
を
取
り
上
げ
る
︒
荷
車
は
﹁
徒
歩

車
﹂
と
呼
ば
れ
︑
輜
重
旗
を
つ
け
て
荷
を
運
ん
だ
︒
た
だ
し
︑
道
路
・
橋
梁

が
車
輛
輸
送
の
可
能
な
ほ
ど
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
︑
駄
馬

の
背
を
使
う
輜
重
の
ほ
う
が
安
全
で
確
実
で
あ
っ
た
︒
陸
軍
は
明
治
二
〇
年

代
前
半
に
荷
馬
車
の
導
入
実
験
を
行
い
︑
実
際
に
荷
馬
車
を
日
清
戦
争
に
投

入
し
た
︒
﹁
日
清
戦
争
は
荷
車
か
ら
馬
力
に
よ
る
荷
馬
車
運
送
へ
切
り
換
え

ら
れ
て
い
く
転
換
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
﹂
︵
一
三
九
頁
︶
と
著
者
は
位

置
づ
け
る
︒

日
清
戦
争
開
戦
前
の
東
京
府
内
で
は
徴
発
可
能
な
車
輛
数
︑
職
工
数
︑
人

夫
数
な
ど
が
調
査
さ
れ
た
︒
著
者
は
調
査
資
料
を
も
と
に
車
工
︑
荷
車
︑
人

力
車
夫
︑
荷
車
車
夫
の
府
内
の
分
布
を
分
析
し
︑
荷
車
運
送
が
活
発
だ
っ
た

の
は
東
京
の
な
か
で
も
神
田
区
や
日
本
橋
区
な
ど
︑
商
業
が
盛
ん
な
地
域
で

あ
っ
た
と
解
明
す
る
︒
戦
争
が
始
ま
る
と
多
数
の
軍
役
人
夫
が
必
要
と
さ
れ
︑

請
負
人
を
通
し
て
職
工
や
人
力
車
夫
が
集
め
ら
れ
た
︒
終
戦
後
は
新
調
さ
れ

た
軍
需
品
の
余
剰
が
問
題
と
な
り
︑
陸
軍
の
荷
車
が
一
般
に
払
い
下
げ
ら
れ
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た
︒第

七
章
は
荷
車
を
介
し
た
都
市
と
近
郊
の
あ
い
だ
の
物
流
を
論
じ
︑
市
中

と
郊
外
の
境
で
あ
る
渋
谷
道
玄
坂
や
宮
益
坂
に
佇
む
立
ち
ん
坊
へ
目
を
向
け

る
︒
明
治
期
︑
東
京
西
郊
の
農
民
は
真
夜
中
に
荷
車
を
押
し
て
野
菜
を
渋
谷

道
玄
坂
な
ど
の
市
場
へ
運
び
︑
昼
は
下
肥
の
入
っ
た
肥
料
桶
を
積
ん
で
農
村

に
帰
っ
た
︒
先
述
の
那
須
は
︑
荷
車
利
用
が
野
菜
の
生
産
と
肥
料
の
投
入
を

促
進
し
︑
﹁
経
済
革
命
﹂
を
起
こ
し
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

著
者
は
さ
ら
に
井
伏
鱒
二
の
著
述
か
ら
︑
大
正
期
︑
立
ち
ん
坊
が
道
玄
坂

や
青
梅
街
道
な
ど
東
京
西
郊
に
も
立
っ
た
が
︑
気
軽
に
頼
ま
ず
に
で
き
る
だ

け
家
族
の
助
け
で
頑
張
る
農
民
も
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
関
東
大
震

災
以
降
︑
輸
送
の
主
力
は
人
力
・
輪
金
の
車
輪
の
荷
車
か
ら
馬
力
・
ゴ
ム
車

輪
の
荷
馬
車
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
︒

終
章
は
大
型
化
し
た
荷
車
の
媒
介
に
よ
っ
て
野
菜
と
下
肥
の
市
場
交
換
が

効
率
化
さ
れ
︑
近
郊
村
落
が
都
市
部
の
市
場
経
済
へ
と
組
み
込
ま
れ
た
点
を

指
摘
す
る
︒
そ
し
て
著
者
は
労
働
力
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
︑
馬
力
に
必

要
な
費
用
を
考
慮
す
れ
ば
維
持
管
理
の
手
間
が
か
か
ら
な
い
人
的
労
働
力
に

は
そ
れ
な
り
の
利
点
が
あ
っ
た
と
分
析
す
る
︒
し
か
し
︑
荷
役
の
苦
労
は
想

像
を
絶
す
る
も
の
で
車
夫
の
身
体
へ
の
負
担
は
大
き
く
︑
そ
の
よ
う
な
重
労

働
を
同
じ
人
間
に
強
い
て
も
良
い
の
か
と
い
う
道
徳
上
の
問
題
も
存
在
し
た
︒

荷
役
労
働
は
効
率
性
や
利
便
性
で
は
割
り
切
れ
な
い
︑
車
夫
た
ち
の
苦
汗
労

働
で
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

本
書
の
特
徴
と
意
義

以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
︒
つ
ぎ
に
本
書
の
特
徴
と
評
価
す
べ
き
点
を

い
く
つ
か
述
べ
た
い
︒
第
一
に
︑
本
書
は
一
見
し
て
と
て
も
﹁
に
ぎ
や
か
﹂

な
本
で
あ
る
︒
荷
車
曳
き
の
か
け
声
が
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
著
者
は
来

日
外
国
人
の
記
録
か
ら
﹁
ソ
コ
ダ
カ
︑
ホ
イ
﹂
︑
﹁
ホ
イ
ダ
︑
ホ
イ
！

ホ
イ
︑

サ
カ
︑
ホ
イ
！
﹂
や
︑
﹁
ハ
ー
フ
イ
ダ
︑
ホ
ー
フ
イ
ダ
︑
ワ
ー
ホ
ー
︑
ハ
ー

フ
イ
ダ
﹂
︵
い
ず
れ
も
一
頁
︶
と
い
っ
た
車
夫
の
力
強
い
声
を
抽
出
す
る
︒

そ
し
て
︑
車
夫
が
声
を
か
け
あ
っ
て
重
労
働
に
励
む
様
を
︑
﹁
身
体
を
律
動

的
に
動
か
し
︑
声
と
身
体
を
一
致
さ
せ
た
瞬
間
に
頂
点
の
力
を
発
揮
す
る
﹂

︵
二
頁
︶
︑
﹁
声
と
筋
肉
と
気
合
い
の
心
身
一
体
が
︑
仲
間
の
も
の
と
渾
然
一

体
に
な
る
﹂
︵
同
上
︶
と
言
い
表
す
︒

日
本
で
は
明
治
一
〇
年
代
末
か
ら
鉄
道
の
時
代
が
訪
れ
︑
﹁
長
距
離
鉄
道

輸
送
と
補
助
的
道
路
輸
送
﹂
と
い
う
輸
送
体
系
が
形
成
さ
れ
た①
︒
で
は
︑

﹁
長
距
離
鉄
道
輸
送
﹂
の
進
展
で
需
要
が
増
加
し
た
﹁
補
助
的
道
路
輸
送
﹂

を
支
え
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
︒
明
治
期
の
都
市
内
陸
上
輸
送
に
お
い
て

圧
倒
的
多
数
を
占
め
た
荷
車
は
人
力
で
動
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

﹁
人
﹂
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
極
論

す
れ
ば
こ
れ
ま
で
の
輸
送
に
関
す
る
研
究
は
車
輛
が
自
動
で
走
っ
て
い
た
か

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
重
荷
を
曳
く
気
配
や

息
遣
い
が
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

ギ
メ
た
ち
は
荷
車
を
目
に
し
︑
﹁
欧
米
で
は
車
を
曳
く
の
は
牛
馬
の
役
目

だ
っ
た
か
ら
︑
日
本
で
人
が
こ
な
し
て
い
る
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
た
﹂
︑
と

著
者
は
述
べ
る
︵
五
頁
︶
︒
ギ
メ
や
モ
ー
ス
︑
バ
ー
ド
た
ち
は
︑
衝
撃
と
珍

し
さ
ゆ
え
に
︑
車
夫
の
か
け
声
か
ら
体
格
︑
車
輛
の
工
夫
に
至
る
ま
で
︑
荷

車
を
細
か
く
観
察
し
た
︒
本
書
は
彼
ら
の
驚
き
を
起
点
に
︑
か
け
声
の
よ
う

な
あ
り
ふ
れ
た
光
景
が
か
え
っ
て
文
献
に
残
り
に
く
い
と
い
う
史
料
上
の
制

約
を
克
服
す
る
︒
そ
し
て
︑
車
夫
と
立
ち
ん
坊
に
向
き
合
お
う
と
い
う
姿
勢

を
貫
き
︑
彼
ら
の
働
き
様
に
耳
を
澄
ま
せ
︑
そ
の
汗
を
描
き
出
す
︒
評
者
は
︑

書 評
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車
輛
を
動
か
す
人
た
ち
の
労
苦
に
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
交

通
・
運
輸
の
歴
史
的
研
究
に
対
す
る
強
い
問
題
提
起
と
し
て
本
書
を
受
け
止

め
た
︒

第
二
に
︑
﹁
立
ち
ん
坊
﹂
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
を
研
究
対
象
に
取
り
込
ん

だ
点
が
本
書
の
特
色
で
あ
る
︒
著
者
自
身
が
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
述
べ
る
よ
う

に
︑
本
書
は
立
ち
ん
坊
へ
の
関
心
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
︵
二
〇
九
頁
︶
︒
そ

の
た
め
︑
荷
車
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
の
な
か
で
も
立
ち
ん
坊
へ
眼
差
し
を
注

ぎ
︑
多
く
の
頁
を
割
い
て
い
る
︒

立
ち
ん
坊
は
都
市
の
物
流
を
最
底
辺
か
ら
支
え
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

歴
史
学
の
対
象
と
し
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑

著
者
が
﹁
立
ち
ん
坊
の
粒
々
辛
苦
の
う
め
き
声
は
︑
過
去
の
書
き
物
の
ど
こ

に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
﹂
︵
一
八
二
頁
︶
と
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
同
時
代
を

生
き
た
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
立
ち
ん
坊
が
社
会
的
に
無
視
さ
れ
て
き
た
こ
と

と
も
関
係
す
る
︒
著
者
は
東
京
市
社
会
局
の
調
査
か
ら
新
聞
記
事
︑
井
伏
の

著
作
ま
で
を
博
捜
し
て
立
ち
ん
坊
に
関
す
る
記
述
を
収
集
し
︑
﹁
立
ち
ん
坊
﹂

と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
を
仕
事
と
生
活
の
両
面
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
︒

重
要
な
の
は
︑
﹁
氏
素
性
不
明
の
都
市
下
層
と
﹁
立
ち
ん
坊
﹂
は
ほ
と
ん

ど
同
義
語
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹂
︵
一
一
八
頁
︶
︑
﹁
日
雇
い
と
も
い

え
な
い
よ
う
な
不
定
期
な
仕
事
で
そ
の
日
暮
ら
し
を
続
け
る
状
況
が
﹁
立
ち

ん
ぼ
﹂
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
﹂
︵
一
二
二
頁
︶
と
い
う
鋭
い
観
察
で
あ

る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
立
ち
ん
坊
が
運
送
業
界
の
下
層
ど
こ
ろ
か
︑
社
会
の
最

下
層
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
明
治
期
の
都

市
下
層
民
と
差
別
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
り
︑
本
書
は
物
流

と
労
働
と
い
う
範
疇
に
留
ま
ら
な
い
︑
﹁
荷
車
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
明
治
期

の
都
市
社
会
に
切
り
込
む
研
究
と
評
せ
る
︒

本

書

の

疑

問

点

最
後
に
い
く
つ
か
気
に
な
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
第
一
に
︑
本
書

は
副
題
に
﹁
近
代
﹂
と
掲
げ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
叙
述
は
明
治
期
で
ほ
ぼ

完
結
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
大
正
末
期
以
降
に
荷
馬
車
の
台
頭
で
荷
車
の
利
用

が
衰
退
し
た
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
だ
と
す
れ
ば
荷
馬
車
に

仕
事
を
奪
わ
れ
た
車
夫
と
立
ち
ん
坊
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

お
そ
ら
く
余
剰
人
員
は
運
送
業
界
内
の
他
職
種
や
︑
都
市
雑
業
層
に
属
す
る

別
の
職
へ
転
向
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
本
書
で
は
そ
の
点
へ
の
言
及
が

な
か
っ
た
︒
社
会
的
に
立
場
の
弱
い
状
況
で
︑
彼
ら
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に

生
活
を
送
っ
た
の
か
ま
で
検
討
の
対
象
に
入
れ
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

本
書
が
車
夫
や
立
ち
ん
坊
の
労
働
と
生
活
に
寄
り
添
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑

も
う
一
歩
踏
み
込
む
余
地
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

第
二
に
︑
車
夫
と
立
ち
ん
坊
は
流
動
性
の
高
い
職
業
で
は
な
か
っ
た
の
か
︑

と
い
う
疑
問
で
あ
る
︒
人
力
車
の
話
に
な
る
が
︑
齊
藤
俊
彦
氏
に
よ
れ
ば
︑

自
ら
の
車
を
も
た
な
い
借
人
力
車
夫
層
は
不
景
気
の
際
に
一
時
し
の
ぎ
で
就

く
者
が
多
く
︑
車
夫
と
い
う
職
に
は
失
業
者
を
吸
収
す
る
﹁
社
会
の
安
全

弁
﹂
の
機
能
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
齊
藤
氏
が
取
り
上
げ
た
事
例
で
は
︑
職
人

は
仕
事
が
減
る
と
車
夫
に
な
り
︑
増
え
る
と
ま
た
元
の
仕
事
に
戻
っ
て
い
っ

た②
︒
荷
車
で
借
人
力
車
夫
層
に
対
応
す
る
の
は
請
負
業
者
に
雇
わ
れ
る
﹁
車

夫
層
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
荷
車
車
夫
も
ま
た
失
職
し
た
と

き
に
と
り
あ
え
ず
就
職
で
き
る
﹁
社
会
の
安
全
弁
﹂
で
あ
っ
た
と
見
当
が
つ

く
︒で

は
︑
立
ち
ん
坊
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
︒
先
述
の
よ
う
に
立
ち

ん
坊
た
ち
は
社
会
的
に
無
視
さ
れ
や
す
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
︑
彼
ら
の
経

120 (850)



歴
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う
︒
た
だ
し
︑
そ
の
前
歴
が
多
様
で

あ
っ
た
こ
と
は
︑
著
者
が
紹
介
す
る
横
山
源
之
助
の
﹁
か
つ
て
立
派
に
店
を

供
え
た
り
し
商
人
︑
あ
る
い
は
良
き
腕
持
て
る
職
人
な
ど
あ
り
﹂
︵
一
〇
六

頁
︶
と
い
う
証
言
か
ら
窺
い
知
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
と
き
横
山
の
書
き
記
し

た
﹁
己
ァ
︑
常
雇
の
よ
う
な
馬
鹿
な
事
は
し
ね
い
﹂
︵
同
上
︶
と
い
う
立
ち

ん
坊
の
言
い
分
は
︑
彼
ら
が
彼
ら
な
り
の
価
値
観
を
も
っ
て
立
ち
ん
坊
を
続

け
て
い
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
︒

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
︑
彼
ら
が
立
ち
ん
坊
の
ま
ま
一
生
を
終
え
た
の
か
︑

と
い
う
疑
問
に
は
答
え
ら
れ
な
い
︒
著
者
の
詳
述
し
た
立
ち
ん
坊
へ
の
差
別

を
考
慮
す
る
と
︑
﹁
立
ち
ん
坊
﹂
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
が
そ
こ
か
ら
の
脱
出

を
渇
望
し
た
可
能
性
も
十
分
に
想
定
で
き
る
︒
実
証
に
は
史
料
面
の
制
約
が

大
き
い
も
の
の
︑
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
検
討
で
き
れ
ば
︑
立
ち
ん
坊
と
い
う

生
き
方
や
︑
彼
ら
が
立
ち
ん
坊
と
な
っ
た
事
情
へ
の
理
解
も
よ
り
深
ま
る
の

で
は
な
い
か
︒

第
三
に
︑
本
書
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
東
京
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る

点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
第
一
章
と
第
二
章
で
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
東
京
は
江

戸
の
こ
ろ
よ
り
例
外
的
に
荷
車
の
公
道
に
お
け
る
使
用
が
許
可
さ
れ
た
都
市

の
ひ
と
つ
で
あ
り
︑
鉄
道
の
敷
設
も
早
い
︒
こ
れ
ら
の
点
で
東
京
は
荷
車
研

究
の
舞
台
と
し
て
適
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

し
か
し
︑
東
京
は
荷
車
と
立
ち
ん
坊
の
歴
史
に
お
い
て
典
型
な
の
か
︑
そ

れ
と
も
特
殊
な
の
か
︒
例
え
ば
︑
第
二
の
点
と
も
関
連
す
る
が
︑
大
阪
の
貧

民
窟
で
あ
る
長
町
を
研
究
し
た
原
田
敬
一
氏
は
︑
﹃
大
阪
日
報
﹄
の
記
事③
か

ら
︑
明
治
一
〇
年
代
後
半
の
長
町
の
傘
職
人
が
景
気
変
動
の
影
響
を
受
け
や

す
く
︑
手
間
賃
が
減
る
と
人
力
車
夫
な
ど
の
よ
り
下
層
の
単
純
労
働
へ
と
転

化
し
︑
景
気
回
復
と
と
も
に
復
職
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る④
︒
恐
ら
く

こ
う
し
た
状
況
は
大
都
市
に
共
通
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
本
書
が
描
く
荷
車
の

歴
史
を
局
地
的
な
も
の
に
終
わ
ら
せ
ず
︑
そ
の
全
体
像
に
迫
る
た
め
に
は
︑

諸
都
市
と
比
較
し
て
東
京
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
作
業
は
不
可
欠
な
は

ず
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
い
く
つ
か
の
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
︑
本
書
が
こ
れ

ま
で
物
流
の
観
点
か
ら
研
究
の
進
め
ら
れ
て
き
た
荷
車
に
つ
い
て
︑
社
会
史

的
な
問
題
関
心
か
ら
取
り
組
ん
だ
労
作
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒
と

く
に
荷
車
運
送
か
ら
切
り
離
せ
な
い
労
苦
と
対
峙
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら

は
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
︑
評
者
も
大
き
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
︒
少
し
で

も
多
く
の
方
が
本
書
で
﹁
立
ち
ん
坊
﹂
と
出
会
う
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
︒

①

山
本
弘
文
﹃
維
新
期
の
街
道
と
輸
送

増
補
版
﹄
︵
一
九
八
三
︑
法
政
大
学
出

版
局
︶
︑
二
九
九
頁
︒

②

齊
藤
俊
彦
﹃
人
力
車
の
研
究
﹄
︵
二
〇
一
四
︑
三
樹
書
房
︶
︑
二
六
一
～
二
七
一

頁
︒
な
お
︑
同
書
は
同
著
﹃
人
力
車
﹄
︵
ク
オ
リ
︑
一
九
七
九
︶
の
復
刻
版
で
あ

る
︒

③

﹁
職
工
の
賃
銭
﹂
﹃
大
阪
日
報
﹄
明
治
一
九
年
一
二
月
四
日
︒

④
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田
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一
﹃
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都
市
史
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九
九
七
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版
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八
六
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