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踏
切
り
に

,
明

‘
,暗

‘

　　　

　
　

明

‘

晴
‘
の
ロ
マ
ン
を
描
く

　　　

　
　

文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
と
芥
川
龍
之
介

現
実
は
厳
し
く
,開

か
ず
の
踏
切
り
“
解
消
策
-

踏
切
り
は
私
た
ち
を
立
停
ら
せ
注
意
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
し
か

し
,

開
か
ず
の
踏
切
り
‘
で
待
た
さ
れ
る
時
間
ほ
ど
長
く
感
ず
る
も
の

は
な
い
。
都
市
と
鉄
道
の
近
代
化
と
正
比
例
し
て
く
れ
な
い
。
戦
後
の

名
宰
相
に
し
て
ワ
ン
マ
ン
と
い
わ
れ
た
吉
田
茂
が
、
大
磯
の
私
邸
か
ら

永
田
町
の
首
相
官
邸
通
い
に
連
日
い
ら
い
ら
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
鶴

の
一
声
で
東
海
道
線
戸
塚
駅
脇
踏
切
り
を
通
ら
ず
に
す
む
立
体
交
差

の
,

ワ
ン
マ
ン
道
路
‘
が
開
通
し
て
か
ら
四
〇
余
年
。
い
ま
も
周
辺
地

域
の
人
口
過
密
化
と
通
行
車
両
の
増
加
の
た
め
も
あ
っ
て
か

“戸
塚
の

開
か
ず
の
踏
切
り
‘
の
評
判
は
良
く
な
い
。

私
は
国
鉄
が
民
営
化
さ
れ
J
R
各
社
も
多
角
経
営
で
利
益
を
上
げ
て

社
会
評
裕璽
家

日
野
原

定
男

い
る
の
で
、
密
か
に
踏
切
り
の
立
体
化
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
期
待

を
寄
せ
て
い
た

(も
ち
ろ
ん
J
R
だ
け
の
負
担
で
は
な
い
が
)
。
J
R

の
真
の
意
味
で
の
民
営
化
効
果
に
は
疑
い
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
さ

い
き
ん
道
路
公
団
等
の
民
営
化
を
提
言
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
期
待
さ

れ
る
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
中
身
に
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
民
営
化

論
は
慎
重
に
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
踏
切
り
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
想
い
出
が
あ
る
。
戦
時
中
、
出
征

兵
士
を
駅
頭
で
歓
呼
の
声
で
送
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
親
類
縁
者
は
近

く
の
踏
切
り
ま
で
列
車
を
追
っ
た
姿
も
見
て
い
る
。
戦
争
の
激
化
に
伴

い
軍
用
列
車
の
前
線
へ
の
移
動
は
秘
中
の
秘
で
あ
っ
た
が
踏
切
番
小
屋

璧ッセイ



わ
き
に
座
り
込
む
老
母
の
姿
を
見
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
戦
後
は
大

が
決
ま
ら
ず
、
怒
っ
た
ニ
コ
ラ
イ
I
世
が
自
分
で
地
図
上
に
定
規
を
直

き
な
踏
切
り
事
故
を
事
件
記
者
と
し
て
取
材
し
た
。
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス

に
出
会
う
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。

小
説
の
世
界
で
も
そ
う
で
あ
る
。
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
は
名
作

｢
ア
ン

ナ

･
カ
レ
ー
ニ
ナ
｣
で
列
車
内
で
育
ま
れ
た
貴
夫
人
ア
ン
ナ
の
恋
物
語

で
、
無
残
に
も
鉄
路
に
飛
び
込
ま
せ
て
い
る
。

一
方
、
自
ら
死
を
選
ん
だ
文
豪
芥
川
龍
之
介

(芥
川
賞
の
名
称
で
知

ら
れ
る
)
は
短
編

｢密
柑
｣
で
踏
切
り
を
舞
台
に
心
豊
か
な
明
る
い
物

語
に
仕
上
げ
て
い
る
。

貴
夫
人
と
踏
切
番
を
鉄
路
に
散
ら
せ
た
!

『
ラ
ン
チ

･
カ
レ
ー
墨
夢
』
~!!!!"

晩年のトルストイ

一
九
世
紀
後
半
、
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
モ
ス
ク
ワ
と
レ
ニ
ン
グ
ラ

ー
ド

(当
時
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
)
を
結
ぶ
列
車
は
庶
民
、
貴
族
あ
ら
ゆ
る

人
達
の
重
要
な
交
通
手
段
で
あ
っ
た
。
地
形
の
都
合
上
な
か
な
か
路
線

接
あ
て
線
引
き
し
た
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
帝
政
時
代
、
建
設
に
は

多
数
の
農
奴
の
飢
え
と
疲
労
と
ム
チ
で
犠
牲
者
の
山
が
枕
木
よ
り
多
か

っ
た
と
い
わ
れ
た
。

小
説
の
主
人
公
で
あ
る
美
貌
の
貴
夫
人
ア
ン
ナ
は
二
〇
歳
年
上
の
政

治
家
力
レ
ー
ニ
ン
の
妻
と
し
て
社
交
界
で
も
話
題
の
気
品
の
持
主
。
モ

ス
ク
ワ
駅
で
青
年
将
校
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
を
車
内
で
紹
介
さ
れ
て
か
ら
愛

情
が
育
ま
れ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
か
な
り
長
い
も
の
で
あ
る
が
、
家
庭

を
捨
て
外
国
へ
駆
け
落
ち
す
る
。
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
愛
。
貴
族
社

会
の
体
面
を
重
ん
じ
て
離
婚
を
認
め
な
い
夫
。
ア
ン
ア
は
次
第
に
貴
族

社
会
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
。
小
説
の
一
説
を
紹
介
し
よ
う
。

ー

(吹
雪
の
ポ
ロ
ゴ
ー
ニ
駅
頭
で
)

ア
ン
ナ
は
吹
雪
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
降
り
て
、
雪
ま
じ
り
の

冷
た
い
空
気
を
、
さ
も
お
い
し
そ
う
に
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
込
ん

だ
。
そ
の
と
き
軍
人
外
套
を
き
た
一
人
の
男
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
が

現
れ
る
。

｢あ
な
た
も
こ
の
汽
車
と
は
存
じ
ま
せ
ん
で
し
た
わ
、
ど
う
し

て
こ
の
汽
車
に
。｣
｢僕
が
乗
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
!
あ
な
た
の

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
に
僕
も
い
た
い
か
ら
な
ん
で
す
｣
!
つ
か

の
間
の
会
話
が
お
そ
ろ
し
い
ほ
ど
二
人
を
近
づ
け
て
い
た
こ
と
を

彼
女
は
感
情
に
よ
っ
て
さ
と
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
こ
と
に
お
び
え
、

そ
し
て
幸
福
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
ト
ル
ス
ト
イ
は
女
主
人
公
ア
ン
ナ
を
レ
ー
ル
の
上
で
幸
福
を

あ
た
え
な
が
ら
、
同
じ
レ
ー
ル
の
上
で
破
滅
さ
せ
て
い
る
。



微
妙
に
変
化
す
る
恋
人
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
ア
ン
ナ
に
対
す
る
態
度
。

彼
は
社
交
界
に
郷
愁
を
も
ち
な
が
ら
は
離
れ
て
ゆ
く
。

再
び
小
説
に
戻
ろ
う
･!
。

と
つ
ぜ
ん
彼
女
は
、
初
め
て
ウ
□
ン
ス
キ
-
と
会
っ
た
と
き
の

轢
死
人

(モ
ス
ク
ワ
駅
で
後
ず
さ
り
し
て
き
た
列
車
に
踏
切
番
の

男
が
轢
か
れ
た
。
彼
女
は
思
わ
ず

｢不
吉
だ
わ
｣
と
□
ば
し
っ
た
)

の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
こ
で
、
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
を
さ
と

っ
た
。
(中
略
)

《あ
す
こ
へ
、
あ
の
ま
ん
中
へ
。
そ
し
て
、
わ

た
し
は
あ
の
ひ
と
を
罰
し
、
す
べ
て
の
人
と
自
分
自
身
か
ら
の
が

れ
ま
し
ょ
う
》

《神
さ
ま
何
も
か
も
お
許
し
く
だ
さ
い
》
身
を
投

じ
た
最
後
の
言
葉
で
あ
っ
た
。

ト
ル
ス
ト
イ
は
火
遊
び
に
破
れ
た
貴
夫
人
の
悲
恋
物
語
を
書
い
た
の

で
は
な
い
。
廃
虚
と
偽
善
に
満
ち
た
ロ
シ
ア
の
貴
族
社
会
を
批
判
し
、

人
間
の
一
番
身
近
な
男
女
関
係
、
夫
婦
生
活
を
た
く
み
に
描
き
、
人
生

の
教
訓
と
し
て
い
る
。
｢芸
術

･
文
学
の
最
高
傑
作
｣
と
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
は
賛
美
し
て
い
る
。
私
が
長
い
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
か
ら
悲
恋
だ

け
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
踏
切
り
を
め
ぐ
っ
て
日
本
的
に
は
あ
ま
り
に

も
ジ
メ
ジ
メ
し
た
話
題
に
走
り
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

殺
風
景
な
踏
切
り
描
写
を
美
し
い

蜜
柑
で
飾
っ
た
芥
川
文
学
!-
!
!

芥
川
龍
之
介
の
小
品
に

｢密
柑
｣
が
あ
る
。
横
須
賀
線
の
列
車
で
奉

公
先
に
戻
る
小
娘
が
、
ひ
な
び
た
踏
切
り
前
に
見
送
り
に
来
た
三
人
の

弟
た
ち
に
、
感
謝
の
気
持
ち
い
っ
ぱ
い
に
、
着
物
の
ふ
と
こ
ろ
か
ら
取

り
出
し
た
密
柑
を
窓
を
開
け
て
投
げ
歓
送
に
こ
た
え
た
と
い
う
ほ
ほ
え

ま
し
い
情
景
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
ら
し
い
観
察
の
鋭
さ
と
い
さ
さ
か
神
経
質
な
感
情
の
作

品
で
は
あ
る
が
、
私
に
は
少
女

(作
中
で
は
田
舎
娘
と
表
現
)
の
素
朴

な
行
動
に
人
情
の
温
か
み
を
感
じ
た
よ
う
に
思
え
た
。

作
品
を
要
約
し
て
紹
介
す
る
と
ー

或
曇
っ
た
冬
の
日
で
あ
る
。
私
は
横
須
賀
発
上
り
二
等
客
車
の

隅
に
腰
を
下
ろ
し
て
、
ぼ
ん
や
り
発
車
の
笛
を
待
っ
て
い
た
。
と

う
に
電
燈
の
つ
い
た
客
車
の
中
に
は
、
珍
し
く
私
の
外
に
一
人
も

乗
客
は
い
な
か
っ
た
。
(中
略
)
。



間
も
な
く
車
掌
の
何
か
言
い
罵
る
声
と
共
に
十
三
四
の
小
娘
が

風
物
と
同
じ
よ
う
な
色
の
着
物
を
着
て
い
た
。
そ
れ
が
汽
車
の
通

一
人
、
慌
た
だ
し
く
中
へ
は
い
っ
て
き
た
。
と
同
時
に
一
つ
ず
し

る
の
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
、
一
斉
に
手
を
挙
げ
る
が

い
か
、
い
た

り
と
ゆ
れ
て
徐
る
に
汽
車
は
動
き
出
し
た
。
(中
略
)。

そ
れ
は
油
気
の
な
い
髪
を
ひ
っ
つ
め
の
銀
杏
返
し
に
結
っ
て
、

横
な
で
の
痕
の
あ
る
皸

(ひ
び
)
だ
ら
け
の
両
頬
を
気
持
ち
の
悪

い
程
赤
く
火
照
ら
せ
た
、
如
何
に
も
田
舎
者
ら
し
い
娘
だ
っ
た
。

し
か
も
垢
じ
み
た
萌
黄
色
の
毛
糸
の
襟
巻
が
だ
ら
り
と
垂
れ
下
が

っ
た
膝
の
上
に
は
、
大
き
な
風
呂
敷
包
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
又
包

み
を
抱
い
た
霜
焼
け
の
手
の
中
に
は
、
三
等
の
赤
切
符
が
大
事
そ

う
に
し
っ
か
り
握
ら
れ
て
い
た
。
私
は
こ
の
小
娘
の
下
品
な
顔
立

ち
を
好
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
彼
女
の
服
装
が
不
潔
な
の
も
や

は
り
不
快
だ
っ
た
。
最
後
に
そ
の
二
等
と
三
等
と
の
区
別
さ
え
も

弁
え
な
い
愚
鈍
な
心
が
腹
立
た
し
か
っ
た
。
(芥
川
は
三
等
切
符

で
発
車
間
際
に
二
等
の
自
分
の
前
に
座
り
込
ん
だ
奉
公
先
帰
り
の

小
娘
に
余
っ
ぽ
ど
不
快
感
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
)
(中
略
)。

踏
切
り
の
近
く
に
は
、
い
ず
れ
も
見
す
ぼ
ら
し
い
藁
屋
根
や
瓦

屋
根
が
ご
み
ご
み
と
狭
苦
し
く
建
て
こ
ん
で
、
踏
切
り
番
が
振
る

の
で
あ
ろ
う
、
唯
一
流
の
う
す
白
い
旗
が
獺
げ
に
暮
色
を
揺
す
っ

て
い
た
。
や
っ
と
墜
道
を
出
た
と
思
う
-
そ
の
時
そ
の
藷
東

(し

よ
う
さ
く
)
と
し
た
踏
切
り
の
椚
の
向
こ
う
に
、
私
は
類
の
赤
い

三
人
の
男
の
子
が
、
目
白
押
し
に
並
ん
で
立
っ
て
い
る
の
を
見
た
。

彼
ら
は
皆
、
こ
の
曇
天
に
押
し
す
く
め
ら
れ
た
か
と
思
う
程
、
揃

っ
て
背
が
低
か
っ
た
。
そ
う
し
て
又
こ
の
町
は
ず
れ
の
陰
惨
た
る

る
の
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
、
一
斉
に
手
を
挙
げ
る
が
早
い
か
、
い
た

い
け
な
喉
を
高
く
反
ら
せ
て
、
何
と
も
意
味
の
分
か
ら
な
い
贓
声

を
一生
懸
命
に
遣
ら
せ
た
。
す
る
と
そ
の
瞬
間
で
あ
る
。
窓
か
ら

半
身
を
乗
り
出
し
て
い
た
例
の
娘
が
、
あ
の
霜
焼
け
の
手
を
つ
と

の
ば
し
て
、
勢
い
よ
く
左
右
に
振
っ
た
と
思
う
と
、
忽
ち
心
を
躍

ら
す
ば
か
り
暖
か
な
日
の
色
に
染
ま
っ
て
い
る
蜜
柑
が
凡
そ
五
つ

六
つ
、
汽
車
を
見
送
っ
た
子
供
た
ち
の
上
へ
ば
ら
ば
ら
と
空
か
ら

降
っ
て
来
た
。
私
は
思
わ
ず
息
を
呑
ん
だ
。
そ
う
し
て
刹
那
に
一

切
を
了
解
し
た
。
小
娘
は
、
恐
ら
く
こ
れ
か
ら
奉
公
先
へ
赴
こ
う

と
し
て
い
る
小
娘
は
、
そ
の
懐
に
蔵
し
て
い
た
幾
顆
の
蜜
柑
を
窓

か
ら
投
げ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
踏
切
り
ま
で
見
送
り
に
来
た
弟
た
ち
の

労
に
報
い
た
の
で
あ
る

(中
略
)。

私
の
心
の
上
に
は
、
切
な
い
程
は
っ
き
り
と
、
こ
の
光
景
が
焼

き
つ
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
そ
こ
か
ら
、
或
得
体
の
知
れ
な
い
朗

か
な
心
も
ち
が
沸
き
上
が
っ
て
来
る
の
を
意
識
し
た
。
私
は
昂
然

と
頭
を
挙
げ
て
、
ま
る
で
別
人
を
見
る
よ
う
に
あ
の
小
娘
を
注
視

し
た
。
小
娘
は
何
時
か
も
う
私
の
前
の
席
に
返
っ
て
、
相
不
変

(あ
い
か
わ
ら
ず
)
皸
だ
ら
け
の
類
を
萌
黄
色
の
毛
糸
の
襟
巻
に

埋
め
な
が
ら
、
大
き
な
風
呂
敷
包
み
を
抱
え
た
手
に
、
し
っ
か
り

と
三
等
切
符
を
握
っ
て
い
る
。
･ー

芥
川
は
踏
切
り
を
舞
台
に
奉
公
人
の
小
娘
の
心
を
温
か
く
表
現
し

て
い
る
。

〈写
真
提
供
"
神
奈
川
新
聞
〉



特
簾
/
人
と
物
の
潴
週
期
鑿
化

i
踏
切
問
題
対
策
i

鷲
鬮
週
讓
虞
に
よ
る
蕊
週
の
鬮
濶
化

j
踏
切
道
等
総
合
対
策
事
業
の
創
設
i

道
路
局
路
政
課

一

は
じ
め
に

道
路
と
鉄
道
の
交
差
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
三
一
条

あ
る
い
は
普
通
鉄
道
構
造
規
則
第
四
三
条
で
、
交
通
量
が

少
な
い
場
合
等
を
除
き
立
体
交
差
と
す
る
事
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
踏
切
道
の
立
体
交
差
化
等
を
推
進
す
る

た
め
に
昭
和
三
六
年
度
か
ら
五
箇
年
間
の
時
限
立
法
と
し

て
施
行
さ
れ
た
踏
切
道
改
良
促
進
法
は
、七
度
延
伸
さ
れ
、

現
在
も
平
成
三
一年
度
末
を
期
限
と
し
て
施
行
さ
れ
て
い

る
。こ

れ
ら
の
法
令
に
従
い
、
道
路
管
理
者
、
鉄
道
事
業
者

等
が
踏
切
道
の
立
体
交
差
化
や
整
理
統
合
等
に
務
め
た
結

果
、
昭
和
三
五
年
度
に
全
国
で
七
万
一
、
0
七
○
箇
所

(道
路
法
の
道
路
以
外
に
農
道
、
林
道
等
を
含
む
)
あ
っ

た
踏
切
道
は
、
平
成
一
〇
年
度
に
は
三
万
七
、
三
人
二
箇

S55 S60 H2 H7

　
　

　
　

の

00

00

㈹

⑪

鱗
鞠
圓

踏
切
道
数

(箇
所
)

=̂)

"̂}

Û
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表 1 道路法の道路と鉄道の立体交差箇所数と
平面交差箇所数

立体交差 平面交差 合

直 轄 国 道 蹴 70 贓
補 助 国 道 郷 371 廓
都 道 府 県 道 鱒 蹴 硼
市 区 町 村 道 靴 梵 翻
合 計 鰡 ㈱ 熟

道路統計年報より。 (平成10年 4月 1日時点)



所
に
半
減

(図
1
)、
道
路
法
の
道
路
に
関
し
て
は
、
鉄

時
の
一
〇
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る

(図
2
･
3
)
。

全
国
に
数
多
く
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
、
大
都
市
に
お
い

道
と
の
交
差
箇
所
の
四
割
以
上
が
立
体
交
差
と
な
っ
た

ま
た
、
鉄
道
交
通
に
お
い
て
は
、
貨
物
輸
送
は
減
少
し

て
は
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
、
一
時
間
の
う
ち
四
〇
分
以

(表
1
)。

た
も
の
の
旅
客
輸
送
は
倍
増
し

(図
2
･
3
)、
大
都
市

上
も
遮
断
機
が
下
り
て
い
る
踏
切
道
も
発
生
、
こ
の
よ
･

三

踏
切
道
に
よ
る
円
滑
な
交
通
の
阻
害

踏
切
道
の
数
は
こ
の
約
四
〇
年
の
間
に
半
減
し
た
が
、

そ
の
間
に
自
動
車
交
通
は
急
激
な
増
加
を
果
た
し
、
貨
物

と
旅
客
の
輸
送
量
で
見
る
と
、
い
ず
れ
も
昭
和
三
五
年
当

ま
た
、
鉄
道
交
通
に
お
い
て
は
、
貨
物
輸
送
は
減
少
し

た
も
の
の
旅
客
輸
送
は
倍
増
し

(図
2
･
3
)、
大
都
市

で
は
朝
夕
の
通
勤
通
学
時
間
帯
に
二
~
三
分
間
隔
の
高
密

度
で
列
車
が
運
行
さ
れ
る
路
線
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。そ

の
結
果
、
長
年
に
わ
た
り
踏
切
道
改
良
を
実
施
し
て

き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
交
通
量
の
多
い
踏
切
道
は
未
だ

て
は
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
、
一
時
間
の
う
ち
四
〇
分
以

上
も
遮
断
機
が
下
り
て
い
る
踏
切
道
も
発
生
、
こ
の
よ
う

な
踏
切
道
が
都
市
に
お
け
る
円
滑
な
交
通
を
妨
げ
て
い

る
。特

に
、
遮
断
時
間
が
長
い
踏
切
道
は
、
列
車
本
数
の
多

い
特
定
の
鉄
道
路
線
に
連
続
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の

沿
線
で
は
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
交
通
渋
滞
が
常
態
化
し

約H

Jもる　
　

昭和62年度以降の自動車旅客輸送量には軽自動車と自家用貨物車によるも
のが追加されている。

陛自動車貨物輸送量 -一★÷鉄道貨物輸送量
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貨
物
輸
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量

(百
万
ト
ン
キ
ロ
)

自動車 ･鉄道による旅客輸送量の推移

昭和62年度以降の自動車旅客輸送量には軽自動車と自家用貨物車によ

旅
客
輸
送
量

(百
万
人
キ
ロ
)
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て
い
る
。
ま
た
、
住
宅
街
の
狭
小
な
踏
切
道
が
抜
け
道
と

し
て
利
用
さ
れ
た
り
、
遮
断
機
が
下
り
た
後
も
歩
行
者
が

遮
断
棹
を
く
ぐ
り
頻
繁
に
横
断
す
る
な
ど
、
交
通
安
全
上

も
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
鉄
道
に
よ
る
地
域
分
断
も
生

じ
る
な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
も
早
期
に
対
策
を

行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
区
で
は
、
幹
線
道
路
だ
け
の
立
体
交
差

化
で
は
、
地
域
分
断
の
解
消
等
が
図
り
に
く
い
た
め
、
多

く
の
場
合
抜
本
的
な
対
策
と
し
て
鉄
道
の
立
体
化

(後
述

の
連
続
立
体
交
差
化
)
に
よ
る
踏
切
道
の
除
却
が
計
画
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
鉄
道
の
立
体
化
が
進
ま
な
い

場
合
に
は
、
幹
線
道
路
の
踏
切
道
ま
で
も
が
除
却
さ
れ
な

い
ま
ま
と
な
る
た
め
、
踏
切
道
に
よ
る
交
通
渋
滞
を
早
期

に
解
消
す
る
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
地
区
で
の
踏
切
道
改

良
を
特
に
強
力
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

三

踏
切
道
改
良
の
概
要

踏
切
道
改
良
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

1

単
独
立
体
交
差
化

既
存
踏
切
道
と
同
一
箇
所
ま
た
は
近
接
箇
所
に
お

い
て
、
主
と
し
て
道
路
を
高
架
化
ま
た
は
地
下

化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
踏
切
道
を
除
却
す
る
も
の
。

2

連
続
立
体
交
差
化

鉄
道
を
高
架
化
ま
た
は
地
下
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
複
数
の
踏
切
道
を
同
時
に
除
却
す
る
も
の
。

踏
切
道
改
良
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
鉄
道
に
よ
る

地
域
分
断
の
解
消
な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
の
効

果
も
大
き
く
、
都
市
内
の
踏
切
道
改
良
と
し
て
は
最

も
有
効
で
あ
る
。

工
事
の
大
半
が
鉄
道
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
鉄
道
事
業
者
が
自
主
的
に
実
施
し
て
い

る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
都
市
計
画
事
業
施
行

者
が
実
施
す
る
街
路
事
業
で
あ
り
、
費
用
の
大

部
分
は
道
路
特
定
財
源
か
ら
支
出
さ
れ
る
。

3

新
設
立
体
交
差

バ
イ
パ
ス
等
を
整
備
す
る
際
に
鉄
道
と
の
交
差
箇

所
を
立
体
交
差
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
既
存
踏

切
道
を
通
行
す
る
交
通
の
転
換
を
図
り
、
交
通
の
円

滑
化
と
踏
切
事
故
減
少
に
寄
与
す
る
も
の
。

4

構
造
改
良

前
後
の
道
路
に
比
べ
狭
小
な
踏
切
道
や
、交
差
角
、

線
形
、
勾
配
な
ど
が
不
適
切
な
踏
切
道
な
ど
、

構
造
上
の
問
題
が
あ
る
踏
切
道
を
改
良
し
、
踏
切
道

の
安
全
性
を
向
上
す
る
も
の
。

5

保
安
設
備
整
備

踏
切
遮
断
機
、
踏
切
警
報
機
、
踏
切
警
報
時
間
制

御
装
置

(踏
切
道
を
通
過
す
る
列
車
の
種
類
に

よ
る
警
報
時
間
の
差
を
解
消
す
る
装
置
)
、
踏
切
支

障
報
知
装
置

(踏
切
上
の
障
害
物
を
押
し
ボ
タ

ン
な
ど
手
動
に
よ
り
列
車
に
知
ら
せ
る
装
置
)
、
踏

切
障
害
物
検
知
装
置

(踏
切
上
の
障
害
物
を
自

動
的
に
検
知
し
て
列
車
に
知
ら
せ
る
装
置
)
な
ど
、

保
安
設
備
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
踏
切
事
故

防
止
を
図
る
も
の
。

6

整
理
統
合

踏
切
道
が
運
担
す
る
箇
所
で
、
踏
切
道
の
利
用
状

況
や
、
迂
回
路
の
有
無
を
勘
案
し
た
上
で
、
立

体
交
差
化
等
を
伴
わ
ず
に
踏
切
道
の
廃
止
を
行
う
も

の
。

四

踏
切
道
改
良
の
現
状

前
述
の
と
お
り
踏
切
道
改
良
は
約
四
〇
年
に
わ
た
り
実

施
さ
れ
、
箇
所
数
の
推
移
を
見
る
限
り
で
は
一
定
の
成
果

を
上
げ
て
き
て
い
る
が
、
図
1
で
も
読
み
と
れ
る
よ
う
に

近
年
は
踏
切
道
の
減
少
割
合
が
鈍
く
な
っ
て
き
て
お
り
、

踏
切
道
改
良
が
進
ま
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

踏
切
道
改
良
が
進
ま
な
い
原
因
を
調
査
す
る
た
め
に
、

平
成
一
○
年
度
に
、
建
設
省
が
道
路
管
理
者
と
鉄
道
事
業

者
を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
踏
切
道
改
良
推

進
上
の
課
題
と
し
て
、
道
路
管
理
者
、
鉄
道
事
業
者
共
に

利
害
調
整
の
難
し
さ
を
挙
げ
て
い
る

(図
4
)。

こ
れ
は
、
踏
切
道
改
良
に
当
た
っ
て
道
路
管
理
者
と
鉄

道
事
業
者
の
間
で
取
り
決
め
る
べ
き
内
容
が
、
事
業
実
施

時
期
、
費
用
負
担
、
改
良
内
容
、
施
工
区
分
、
管
理
区
分

と
い
っ
た
具
合
に
多
岐
に
わ
た
る
点
や
、
渋
滞
解
消
等
の

た
め
に
緊
急
に
改
良
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
道
路
管
理
者

と
、
改
良
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
管
理
費
の
減
少
だ
け
で
あ

り
緊
急
性
が
少
な
い
と
考
え
る
鉄
道
事
業
者
の
間
で
、
意
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識
の
ず
れ
が
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
都
市
部
に
お
い
て
は
、
立
体
交
差
化
に
伴
う
道

路
拡
幅
用
地
や
、
連
続
立
体
交
差
化
の
た
め
の
鉄
道
仮
線

用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
お
り
、
用
地
交

渉
に
時
間
を
要
し
て
い
る
例
も
多
い
。

利
害
調
整
以
外
で
は
、
財
源
上
の
理
由
が
多
く
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
近
年
の
地
方
財
政
の
悪
化
や
、
企
業
の
業
績

不
振
か
ら
、
補
助
採
択
基
準
引
き
下
げ
や
鉄
道
側
費
用
負

担
割
合
の
見
直
し
等
を
要
望
す
る
回
答
も
多
く
見
ら
れ

た
。五

踏
切
道
の
拡
幅
に
係
る
指
針

踏
切
道
改
良
に
お
け
る
協
議
の
難
し
さ
に
つ
い
て
は
以

前
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
踏
切
道
の
拡

幅
に
関
し
て
は
、
道
路
管
理
者
と
鉄
道
事
業
者
の
協
議
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
、
建
設
省
と
運
輸
省
で

｢踏
切
道

の
拡
幅
に
係
る
指
針
｣
が
定
め
ら
れ
、
平
成
八
年
一
月
三

〇
日
付

｢踏
切
道
拡
幅
に
係
る
協
議
に
つ
い
て
｣
で
通
達

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
踏
切
道
の
拡
幅
に
係
る
道
路
管
理
者
と
鉄
道

事
業
者
の
協
議
に
お
い
て
、
鉄
道
事
業
者
か
ら
近
接
踏
切

道
の
統
廃
合
を
条
件
と
さ
れ
る
例
が
多
く
、
協
議
が
円
滑

に
進
ま
な
い
と
い
う
実
態
が
見
ら
れ
た
た
め
、
近
接
踏
切

道
の
統
廃
合
を
伴
わ
ず
に
拡
幅
が
で
き
る
場
合

(①
踏
切

道
に
歩
道
が
な
い
か
又
は
歩
道
が
狭
小
な
場
合
の
歩
道
整

備
、
②
標
準
幅
員
で
二
車
線

(片
側
一
車
線
)
ま
で
の
道

路
拡
幅
、
③
立
体
交
差
化
の
工
事
施
行
協
定
が
結
ば
れ
て

い
る
場
合
の
一
時
的
な
道
路
拡
幅
)
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、

協
議
の
円
滑
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
八
年
度
か
ら
平
成

=

年
度
に
行
わ
れ
た

踏
切
道
の
拡
幅
の
う
ち
、
約
七
割

(平
成
一
二
年
度
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
よ
り
)
が
本
指
針
を
適
用
し
て
い
る
が
、
一

部
の
鉄
道
事
業
者
に
お
い
て
は
、
近
接
踏
切
道
の
統
廃
合

を
し
な
い
と
拡
幅
を
認
め
な
い
も
の
も
あ
り
、
今
後
も
本

指
針
の
周
知
徹
底
に
務
め
、
交
通
の
円
滑
化
と
安
全
性
の

向
上
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

六

踏
切
道
等
総
合
対
策
事
業
の
創
設

踏
切
道
改
良
を
推
進
す
る
た
め
、
建
設
省
と
運
輸
省
が

連
携
し
て
、
平
成
一
二
年
度
よ
り
踏
切
道
等
総
合
対
策
事

業
を
創
設
し
た

(図
5
)。

こ
れ
は
、
踏
切
道
に
お
け
る
事
故
や
交
通
渋
滞
を
解
消

す
る
た
め
、
関
係
す
る
道
路
管
理
者
、
鉄
道
事
業
者
等
が

国
土
整
備
、
地
域
開
発
の
視
点
に
立
っ
て
連
携
し
、
踏
切

の
除
却
･
改
良
と
こ
れ
に
あ
わ
せ
た
地
域
づ
く
り
、
ま
ち

づ
く
り
や
鉄
道
高
速
化
を
支
援
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ

重
点
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(別
添

｢踏
切
道
等
総
合
対
策
事
業
実
施
要
綱
｣
参
照
)

ま
た
、
要
綱
に
基
づ
き
踏
切
道
等
総
合
対
策
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
補
助
事
業
採

択
基
準
が
緩
和
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
(緩
和
内
容
に

つ
い
て
は
省
略
す
る
。)



七

お
わ
り
に

以
上
主
に
踏
切
道
と
道
路
交
通
の
円
滑
化
に
つ
い
て
、

交
通
量
の
多
い
踏
切
道
に
着
目
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
踏

切
道
に
関
し
て
は
他
に
交
通
安
全
上
の
問
題
、
鉄
道
高
速

化
と
の
関
係
あ
る
い
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
歩
行
空
間
と
の

関
係
な
ど
か
ら
、
交
通
量
の
少
な
い
踏
切
道
で
の
問
題
も

残
さ
れ
て
お
り
、
構
造
改
良
の
重
要
性
も
高
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

踏
切
道
内
の
管
理
は
原
則
鉄
道
事
業
者
に
任
さ
れ
て
お

り
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
踏
切
道
に
お
け
る
渋
滞
、
事

故
あ
る
い
は
苦
情
に
つ
い
て
は
無
関
心
に
な
り
が
ち
な
の

で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
踏
切

道
は
道
路
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い

て
、
今
後
も
積
極
的
に
踏
切
道
改
良
に
取
り
組
ま
れ
る
こ

と
を
期
待
す
る
。

0都市部のボトルネック踏切を集中的に改良
0鉄道の高速化支援を推進
0事故発生踏切や歩行者が多い踏切及び地方部の運損した踏切の改良
0まちづくりの推進

踏切道等総合対策事業の主なメニュー

図 5 踏切道等総合対策事業のイメージ



踏切道等総合対策事業実施要綱

平成12年 7月 7日

運輸省 鉄道局長
建設省 都市局長
建設省 道路局長

第一 目 的
この要綱は、 踏切における事故や交通渋滞を解消するため、 関係する道路管理者、

鉄道事業者等が国土整備、 地域開発の視点に立って連携し、 踏切の除却 ･改良とこ

れに併せた地域づくり、 まちづくりや鉄道高速化を支援する施策を総合的かつ重点

的に実施するために必要な事項を定め、 もって公共の福祉に寄与することを目的と

する。
第二 定 義

1, 踏切道等総合対策事業
踏切の除却 ･改良による渋滞 ･事故対策、 鉄道の高速化支援を推進し、 地域の

活性化を図るため、 この要綱で定めるところにより策定される踏切道等総合対策

プログラムに基づいて実施される道路と鉄道との連続立体交差化、 立体交差化、
踏切の構造改良や保安設備の整備、 関連する駅施設、 駅前広場、 駐車場 ･駐輪場、
主要駅周辺道路網、 アクセス道等の整備を行う事業並びにこれらに付帯する事業

をいう。
2 , 踏切道等総合対策協議会

踏切道等総合対策事業を推進するため、都道府県知事又は政令指定市長が設置
する協議会で、 鉄道事業者、 道路管理者、 関係地方公共団体等で構成するものを

いう。
3 . 踏切道等総合対策プログラム

鉄道事業者、道路管理者等が一体となり踏切道等総合対策事業を計画的かつ重
点的に実施するため、踏切道等総合対策協議会 (以下、 ｢協議会｣ という。) が策
定するプログラムであり、 次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 重点対象地区の概要
(2 ) 重点対象地区における踏切道の現状と課題

(3) 踏切道等総合対策事業の事業計画
(4) 踏切道等総合対策事業の推進体制
(5 ) その他必要な事項

4 , 重点対象地区

踏切道等総合対策事業を実施することにより地域の活性化が期待される地区の

うち、 次のいずれかに該当するものをいう。
なお、 重点対象地区の範囲は、 総合対策としての一体性を有する地区とする。
(1) 踏切連担地区
(2 ) 事故多発踏切を含む地区
(3 ) ボトグレネック踏切を含む地区

(4 ) 鉄道の高速化予定区間を含む地区
(5) 鉄道立体化予定地区

第三 手続き

1 , 協議会の設置

都道府県知事又は政令指定市長は、踏切道等総合対策事業の重点的実施が必要
であると認めるときは、 協議会を設置することができる。

2 . 重点対象地区の指定

協議会は、 重点対象地区を指定することができる。
3 , 踏切道等総合対策プログラムの策定

1 ) 協議会は、 重点対象地区について踏切道等総合対策プログラムを策定するも

のとする。
2 ) 協議会は、 踏切道等総合対策プログラムを策定したときは、 運輸省鉄道局長、

建設省都市局長及び道路局長に提出するものとする。
第四 責務等

1 ) 踏切道等総合対策事業の実施にあたって、鉄道事業者、道路管理者、関係地
方公共団体等は、 踏切道等総合対策プログラムに基づき、 十分に連携を図って

事業の推進に努めなければならない。
2 ) 運輸省及び建設省は、 踏切道等総合対策プログラムに基づいて実施される踏

切道等総合対策事業について、 必要となる支援措置を講ずることができる。


