




は
じ
め
に
―
幕
末
の
天
災
か
ら
日
本
人
は
ど
う
立
ち
直
っ
た
か

明
治
維
新
へ
と
つ
な
が
る
幕
末
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
坂
本
龍
馬
や
西
郷
隆
盛
と
い
っ
た
立
役
者
の
活
躍
を

含
め
て
政
治
的
な
側
面
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
り
、
社
会
情
勢
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
幕
末
の
社
会
情
勢
、
と
り
わ
け
１
８
５
０
年
代
に
日
本
を
立
て
続
け
に
襲
っ
た
未
曽
有
の
災
害
は
、

東
日
本
大
震
災
の
惨
禍
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
コ
ロ
ナ
禍
に
襲
わ
れ
た
現
在
の
日
本
の
状

況
と
酷
似
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
顚
末
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
、
東
日
本
大
震
災
、
そ
し
て
コ
ロ

ナ
禍
と
不
測
の
時
代
の
中
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
も
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

江
戸
末
期
の
日
本
を
襲
っ
た
巨
大
地
震
と
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

１
８
５
３
年
７
月
８
日
、
司
令
長
官
マ
シ
ュ
ー
・
ペ
リ
ー
が
率
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
海
軍
東
イ
ン
ド
艦
隊

の
蒸
気
船
２
隻
を
含
む
艦
船
４
隻
が
浦
賀
に
来
航
し
、
日
本
中
が
騒
然
と
し
た
。
そ
し
て
翌
年
の
１
８
５
４
年

12
月
23
日
に
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
以
上
と
い
わ
れ
、
南
海
ト
ラ
フ
の
東
側
半
分
で
起
こ
っ
た
地
震
で
あ
る
安

政
東
海
地
震
が
日
本
の
中
心
部
を
襲
っ
た
。
駿
河
湾
沿
岸
地
帯
で
は
推
定
で
震
度
７
を
記
録
。
高
知
で
も
土
蔵
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に
ヒ
ビ
が
入
る
ほ
ど
に
揺
れ
、
九
州
で
も
揺
れ
を
感
じ
た
ほ
ど
の
巨
大
地
震
だ
っ
た
。

堅
固
な
駿
府
城
や
掛
川
城
、
沼
津
城
ま
で
倒
壊
し
た
ほ
ど
の
地
震
の
被
害
は
、
関
東
か
ら
関
西
に
ま
で
及
び
、

東
海
道
の
各
宿
場
町
で
は
多
く
の
建
物
が
倒
壊
し
て
火
事
が
発
生
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
土
地
が
液
状
化
し
て
、

噴
水
の
よ
う
に
泥
水
が
噴
き
出
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
地
震
か
ら
立
ち
直
る
間
も
な
い
１
８
５
５
年
11
月
11
日
に
は
や
は
り
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
を

記
録
し
た
と
い
わ
れ
る
安
政
の
大
地
震
が
関
東
を
中
心
に
襲
っ
た
。
こ
の
安
政
の
大
地
震
は
首
都
直
下
型
地
震

で
あ
り
、
多
く
の
大
名
屋
敷
さ
え
も
倒
壊
も
し
く
は
半
壊
し
、
そ
の
後
の
火
災
で
武
家
屋
敷
の
80
％
が
消
失
し

た
。
江
戸
幕
府
の
調
査
で
は
、
町
人
の
死
者
は
４
７
４
１
人
で
あ
り
、
倒
壊
家
屋
１
万
４
３
４
６
戸
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
は
武
家
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
際
の
被
害
は
こ
の
倍
以
上
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
水
戸
の
藩
邸
も
倒
壊
し
て
、
そ
の
結
果
、
水
戸
藩
主
・
徳
川
斉
昭
の
腹
心
で
「
水
戸
の
両
田
」
と

呼
ば
れ
た
戸
田
忠ち

ゅ
う

太だ

夫ゆ
う

、
藤
田
東と
う

湖こ

が
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
、
桜
田
門
外
の
変
の
遠
因
と
い
わ
れ
て
い
る
。

当
時
の
幕
府
は
町
人
の
被
害
な
ど
無
関
心
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
大
商
人
を
巻
き
込
ん
だ
普
段
か
ら

の
災
害
対
策
は
、
時
代
を
考
え
る
と
現
代
社
会
よ
り
も
遥
か
に
優
秀
と
い
う
レ
ベ
ル
だ
っ
た
。
翌
日
か
ら
１
週

4



間
で
お
に
ぎ
り
の
配
布
を
受
け
た
人
数
は
20
万
２
４
０
０
人
、
お
救
い
米
を
受
け
た
町
人
は
38
万
１
２
０
０
人

余
、
さ
ら
に
震
災
の
２
日
後
に
は
、
江
戸
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
お
救
い
小
屋
」
と
呼
ば
れ
た
仮
設
住
宅
を
建

設
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
は
地
震
が
集
中
し
、
前
述
し
た
２
つ
の
大
地
震
の
ほ
か
に
も
、
１
８
５
４
年
に
は
伊
賀
上
野
地
震
、

安
政
南
海
地
震
お
よ
び
豊
予
海
峡
地
震
、
１
８
５
５
年
に
は
飛
越
地
震
、
安
政
八
戸
沖
地
震
な
ど
、
大
き
な
被

害
を
も
た
ら
し
た
地
震
が
起
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
震
災
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い
た
江
戸
時
代
の
日
本
を
、
今
度
は
「
虎こ

狼ろ

痢り

」
と
呼
ば
れ
た

コ
レ
ラ
ウ
イ
ル
ス
が
襲
っ
た
（「
虎
狼
痢
」
は
コ
レ
ラ
と
発
音
が
近
く
、
コ
レ
ラ
が
訛
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
が
ち

だ
が
、
コ
レ
ラ
と
い
う
名
前
を
当
時
の
人
は
知
ら
ず
、
か
か
る
と
「
こ
ろ
り
」
と
死
ぬ
た
め
に
こ
う
呼
ば
れ
た
）。

日
本
は
１
８
５
８
年
（
安
政
５
年
）
と
１
９
６
２
年
（
文
久
２
年
）
の
２
度
、
コ
レ
ラ
に
襲
わ
れ
、
特
に
文
久
２

年
の
流
行
は
安
政
５
年
の
数
倍
も
の
被
害
が
出
た
。
全
国
の
死
者
数
は
数
十
万
人
に
達
し
、
特
に
人
口
の
密
集

し
て
い
た
江
戸
で
は
10
万
人
近
く
と
実
に
人
口
の
１
割
も
の
人
々
が
コ
レ
ラ
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
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ど
ん
底
の
人
々
を
救
っ
た「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

数
度
の
震
災
、
そ
し
て
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
な
コ
レ
ラ
禍
。
江
戸
は
突
如
襲
っ
た
災
害
に
よ
っ
て
、
文

字
通
り
ズ
タ
ズ
タ
に
さ
れ
た
。
当
然
、
今
と
違
っ
て
自
然
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
農
業
に
経
済
基
盤
を
依

存
し
て
い
た
江
戸
末
期
の
経
済
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
日
本
経
済
以
上
に
疲
弊
し
尽
く
し
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
実
際
、
安
政
の
大
地
震
で
失
っ
た
も
の
は
家
屋
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
葛
飾
区
亀
有
だ
け
で
も

３
万
石
の
田
畑
が
液
状
化
現
象
に
よ
っ
て
消
失
し
た
と
記
録
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
中
で
米
や
野
菜
が
高
騰

し
、
幕
府
は
価
格
統
制
を
持
っ
て
こ
れ
に
あ
た
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
災
禍
が
立
て
続
け
に
起
き
な
か
っ
た
ら
、
徳
川
幕
府
は
討
幕
の
嵐
を
乗
り
切
っ
た
か
も
し
れ
な
い

し
、
そ
も
そ
も
倒
幕
運
動
自
体
が
起
き
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
日
本
は
か
つ
て
な

い
災
害
の
連
続
に
よ
っ
て
ど
ん
底
に
ま
で
落
ち
込
み
、
人
々
の
心
も
委
縮
し
、
次
の
災
難
に
備
え
て
わ
ず
か
な

金
銭
で
も
蓄
え
る
よ
う
に
な
り
、
経
済
活
動
は
凍
て
つ
い
た
。

そ
の
鬱
々
と
し
て
い
た
だ
ろ
う
空
気
を
一
変
さ
せ
、
幕
末
に
終
止
符
を
打
つ
出
来
事
が
、
１
８
６
７
年
（
慶

応
３
年
）
の
夏
に
起
き
た
。
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ど
こ
で
始
ま
っ
た
か
は
諸
説
あ
る
が
、
近
畿
・
東
海
地
方
か
ら
最
終
的
に
は
日
本
中
で
、
地
元
の
中
心
的
な

神
社
の
お
札
が
撒
か
れ
た
。
人
々
は
地
域
の
神
社
へ
詣
で
て
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
と
謳
い
な
が
ら
祭
礼
を
行

い
、
そ
れ
は
お
よ
そ
１
週
間
続
い
た
と
い
う
。
地
元
で
祭
礼
を
行
っ
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
人
が
お
陰
参
り

と
同
様
に
伊
勢
神
宮
に
も
参
拝
し
て
い
る
。
特
に
東
海
地
方
以
東
で
は
お
陰
参
り
と
同
様
に
伊
勢
神
宮
の
お
札

が
撒
か
れ
た
た
め
、
伊
勢
参
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

こ
の「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
、西
暦
で
は
翌
１
８
６
８
年
１
月
３
日
、旧
暦
で
は
同
じ
慶
応
３
年
12
月
９
日

に
王
政
復
古
の
大
号
令
が
発
せ
ら
れ
る
ま
で
続
い
た
。

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
、
討
幕
の
志
士
た
ち
が
民
衆
に
反
幕
府
の
気
分
を
流
布
す
る
た
め
に
行
っ
た
と
い
う

説
も
あ
る
が
、
原
因
に
関
す
る
定
説
は
な
い
。
と
も
あ
れ
各
地
で
降
っ
た
神
社
の
お
札
が
基
に
な
り
、
日
本
中

の
人
々
が
、
信
奉
す
る
神
社
に
お
参
り
し
、
祭
礼
を
行
っ
た
。「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
で
の
伊
勢
神
宮
の
参
拝
者

は
、
記
録
に
残
る
１
８
３
０
年
の
お
陰
参
り
で
の
数
百
万
人
と
同
程
度
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
人
口

は
三
千
数
百
万
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
伊
勢
神
宮
だ
け
で
も
現
在
に
置
き
換
え
れ
ば
２
０
０
０
万
人
近
く

も
の
人
々
が
参
拝
し
、
そ
の
他
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
１
週
間
に
も
及
ぶ
祭
礼
を
楽
し
ん
だ
。

１
８
３
０
年
の
伊
勢
神
宮
へ
の
お
陰
参
り
の
経
済
効
果
は
86
万
両
以
上
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
１
両
は
現
在
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の
価
値
に
直
す
と
12
万
円
程
度
※
だ
か
ら
、
１
０
０
０
億
円
程
度
の
直
接
的
経
済
効
果
が
あ
っ
た
。
こ
の

１
０
０
０
億
円
と
い
う
数
字
は
、
３
兆
円
程
度
だ
っ
た
と
推
計
さ
れ
て
い
る
当
時
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
３
％
程
度
に
も

相
当
す
る
。
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
客
だ
け
で
こ
の
数
字
だ
か
ら
、
日
本
中
で
行
わ
れ
た
地
元
の
中
心
神
社
へ
の

参
拝
と
祭
礼
が
生
ん
だ
経
済
効
果
は
計
り
知
れ
な
い
。

結
果
的
に
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
、
相
次
ぐ
災
害
に
疲
弊
し
て
い
た
人
々
の
心
を
晴
ら
し
、
離
れ
た
地
域

間
の
人
と
人
と
の
交
流
を
促
進
し
、
経
済
活
動
を
活
発
に
さ
せ
、
明
治
の
文
明
開
化
を
迎
え
る
態
勢
を
取
ら
せ

た
と
い
え
る
。

気
象
庁
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
現
代
の
日
本
も
、
新
潟
県
中
越
地
震
や
東
日
本
大
震
災
を
は
じ
め
と
し
て
、

災
害
を
も
た
ら
し
た
地
震
だ
け
で
も
２
０
０
０
年
か
ら
２
０
２
１
年
６
月
ま
で
で
１
５
０
回
も
起
き
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
は
集
中
豪
雨
の
被
害
も
多
く
、
毎
年
３
０
０
回
前
後
も
の
集
中
豪
雨
が
日
本
列
島
を
襲
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
心
を
塞
ぐ
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
の
多
い
災
害
列
島
・
日
本
を
、
コ
ロ
ナ
禍
が
襲
っ
た
の
だ
。
や
っ
と

諸
外
国
並
み
に
な
り
か
け
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
も
ゼ
ロ
に
な
り
、
国
内
の
移
動
さ
え
も
制
限
さ
れ
た
。

北
海
道
や
沖
縄
県
を
は
じ
め
東
北
・
九
州
の
各
県
は
、
県
民
所
得
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
東
京
都
の
半
額
に
近
い

自
治
体
も
多
い
が
、
一
方
で
魅
力
度
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
上
位
が
多
い
。
こ
の
高
い
魅
力
を
活
か
し
て
県
民
所
得

※ p205 ～ 206 参照 8



を
向
上
さ
せ
、
倍
近
く
も
あ
る
地
域
間
格
差
を
な
く
す
に
は
、
何
よ
り
も
他
の
地
域
か
ら
の
県
境
を
越
え
た
交

流
が
活
発
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
交
流
が
止
ま
っ
た
り
、
何
か
の
障
碍
が
あ
っ
た
り
し
て
は
、
北
海
道

や
沖
縄
の
高
い
魅
力
も
宝
の
持
ち
腐
れ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
地
域
間
格
差
は
開
く
ば
か
り
だ
。

「G
oTo

」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
よ
う
な
大
型
補
助
を
打
て
ば
、
い
く
ら
か
は
交
流
が
活
発
化
す
る
。
だ
が
、
そ

れ
も
コ
ロ
ナ
前
の
状
況
に
戻
れ
ば
御
の
字
だ
ろ
う
。
急
に
倍
に
す
る
な
ど
は
夢
の
ま
た
夢
だ
。
し
か
も
、
補
助

金
が
底
を
つ
け
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
一
過
性
の
お
祭
り
」
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

コ
ロ
ナ
禍
を
経
た
今
こ
そ
、
人
々
の
心
を
浮
き
立
た
せ
、
人
々
の
交
流
を
活
発
に
し
、
経
済
活
動
を
活
気
づ

け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
代
わ
る
起
爆
剤
―
そ
れ
も
補
助
金
の
よ
う
に
一
過
性
に
終
わ
ら
ず
、
こ
の
先

も
ず
っ
と
活
況
が
続
く
、
永
続
的
な
仕
組
み
が
何
よ
り
も
必
要
な
の
だ
。

実
は
、「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
ほ
ど
に
物
騒
で
は
な
く
、
人
々
の
心
を
晴
れ
や
か
に
し
、
交
流
を
促
進
し
、
経

済
活
動
を
活
性
化
す
る
、
驚
く
ほ
ど
簡
単
な
方
法
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
動
脈
に
血
を
通
わ
す
こ

と
、
つ
ま
り
、
日
本
全
国
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
高
速
道
路
の
使
い
勝
手
を
今
よ
り
遥
か
に
よ
く
す
る
こ
と
だ
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
国
が
た
だ
決
断
す
る
こ
と
だ
け
。
追
加
の
費
用
は
ほ
ぼ
か
か
ら
な
い
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
じ
っ
く
り
と
語
り
た
い
。
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●先進国の中で日本だけは経済が大きく停滞したまま
●日本人による国内旅行の経済波及効果は非常に高く即効性がある
●国内旅行消費額がドイツやイギリスの半分以下であるのには理由がある
　　　　　　　　　　　　　　
●最大の元凶は経済の大動脈である「高速道路」にある
●高速道路料金が鉄道料金より高いのは日本だけ
●料金制度が高速道路の使い勝手を極端に悪くし、都市と地方の格差や
地域間格差を拡げている

定額制にすると何がよくなるのか？

物流・移動コスト
が安くなる

高速道路の
利活用が進む

出口に料金所が不要
広大なインター
チェンジが不要

＝

●国内製造原価が低減する
●観光交流が活発化する
●地域間格差が是正される

●交通事故が減少する
●渋滞が解消される
●省エネが進む

●出口を簡単に整備できる

●国際競争力が上がる
●国内消費が拡大する
●東京一極集中の是正

●交通事故死者600人減
●消費燃料400万㎘削減
●渋滞損失7億人時間削減

●利便性が向上する
  （目的地の直近で降りられる）
●渋滞を解消できる
  （出口渋滞を解消できる）※高速道路分担率が現状の

　16%から欧米並みの30%に
　上がった場合

③メリット
400円走り放題でも
料金収入増額は変わらない

④検 証

高速道路を「定額走り放題」にする②解決策コロナ禍にあって経済の立て直しが急務①問題点

現行収入確保のためには
（2兆3900億円）

償還を止めれば
（1兆円）

軽自動車

普通車

大型車

特大車

◉どこまで走っても上記の定額料金（ただし、同一NEXCOのゾーン内）
◉各車両区分ごとの通行台数割合を、軽自動車5%、普通車60%、大型車30%、
　特大車5%として試算

※なお、NEXCO中日本・西日本は車両区分ごとの通行割合・料金収入金額を一切公表していない

300円

400円

1,500円

2,500円

200円

200円

600円

800円

何が経済の停滞・地域格差の拡大をもたらしているのか？

●世界一使えない「遠くに行くほど高くなる距離制料金制度」を廃止
●同一のNEXCO内は走り放題の「定額制」にする
　　　　　　　　　　　　　　
●「モノの流れ」と「人の流れ」が格段によくなる

高速道路を「400円走り放題」にするだけで、GDPは35兆円増加する
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『
地
域
格
差
の
正
体
』目
次

は
じ
め
に
―
幕
末
の
天
災
か
ら
日
本
人
は
ど
う
立
ち
直
っ
た
か
���������������������������������������������������������������������　

3

序　
章日

本
は
今
も
先
進
国
な
の
か
？

�������������������������������������������������������������������������������������������������　

17

統
計
が
示
す「
失
わ
れ
た
20
年
」の
日
本
経
済
の
実
態
／
日
本
は
も
は
や
先
進
国
で
は
な
い
／「
モ
ノ
づ
く
り
大
国
」

で
す
ら
な
い
日
本
の
現
状
／
経
済
発
展
を
阻
害
し
て
い
る
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
を
探
せ

第

1
章

経
済
活
性
化
の
最
大
の
起
爆
剤
は
観
光
で
あ
る

1　
あ
る
べ
き
観
光
政
策
の
方
向
性
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������　

31

即
効
性
が
あ
る
観
光
産
業
／
大
い
な
る
無
駄
だ
っ
た「G

oTo

」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
／
観
光
の
主
役
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

で
は
な
い
日
本
人
の
国
内
旅
行
だ

2　
日
本
人
が
ド
イ
ツ
人
並
み
に
国
内
旅
行
を
し
た
ら
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
80
兆
円
も
増
え
る
���������������　

40

日
本
と
経
済
環
境
の
近
い
国
、ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
と
比
較
す
る
／
日
本
人
は
ド
イ
ツ
人
・
イ
ギ
リ
ス
人
の
半
分
以



下
し
か
国
内
旅
行
を
し
て
い
な
い
／
日
本
の
国
内
旅
行
は
飛
躍
的
に
伸
び
る
余
地
が
あ
る
／
日
本
人
が
ド
イ
ツ

人
並
み
に
国
内
旅
行
を
し
た
ら
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
気
に
80
兆
円
も
増
え
る
／
観
光
産
業
が
持
つ
伸
び
し
ろ

3　
国
内
旅
行
消
費
を
押
し
留
め
て
い
る
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
は
何
だ
���������������������������������������������������������　

50

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
の
先
に
は
巨
大
市
場
が
開
け
て
い
る
／
国
内
旅
行
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
は
何
か
／
日
本
人
の
休
暇

日
数
は
少
な
く
な
い
／
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
日
本
の
鉄
道
は
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
で
は
な
い

4　
国
内
旅
行
消
費
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
は
高
速
道
路
料
金
��������������������������������������������������������������������������　

60

国
内
旅
行
の
主
役
は
高
速
道
路
／
乗
用
車
か
ら
高
速
道
路
の
通
行
料
金
を
取
っ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
／
自
分

の
車
に
ガ
ソ
リ
ン
を
入
れ
て
運
転
す
る
高
速
道
路
料
金
が
鉄
道
料
金
よ
り
高
い
／
国
内
旅
行
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク

は
高
速
道
路
料
金
し
か
考
え
ら
れ
な
い
／
自
動
車
で
の
周
遊
旅
行
が
日
本
の
観
光
地
を
魅
力
的
に
す
る
／
外
国

人
に
は
す
で
に
定
額
制
の
高
速
道
路
料
金
を
提
供
し
て
い
る

第

2
章

日
本
の
高
速
道
路
料
金
は
な
ぜ
お
か
し
い
の
か
？

1　
そ
も
そ
も
高
速
道
路
の
存
在
意
義
は
何
か
？
������������������������������������������������������������������������������������������　

73

高
速
道
路
は
日
本
各
地
に
住
む
す
べ
て
の
国
民
の
も
の
／
高
速
道
路
を
造
る
の
は
誰
か
／
高
速
道
路
は
最
重
要

イ
ン
フ
ラ
／
高
速
道
路
は
地
域
と
地
域
を
結
ぶ
大
動
脈
だ
／
高
速
道
路
は
国
際
競
争
力
を
も
左
右
す
る

2　
遠
く
へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
高
く
な
る
料
金
制
度
は
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
������������������������　

86

使
い
勝
手
が
悪
い
高
速
道
路
は
動
脈
硬
化
を
起
こ
し
過
疎
を
生
む
／
高
速
道
路
は
誰
も
が
等
し
く
使
え
る
も
の



で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
／
遠
く
へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
高
く
な
る
距
離
制
料
金
制
度
が
地
域
格
差
を
拡
大
す
る
／

高
速
道
路
は
鉄
道
と
違
っ
て
自
ら
運
ん
で
く
れ
な
い

3　
距
離
制
料
金
制
度
が
生
み
続
け
る
経
済
的
損
失
�������������������������������������������������������������������������������������　

98

ド
イ
ツ
の
半
分
以
下
の
国
内
旅
行
消
費
額
／
上
限
１
０
０
０
円
走
り
放
題
で
日
本
人
の
旅
行
消
費
額
は
年
間

８
５
０
０
億
円
も
増
え
た
／
距
離
制
料
金
制
度
が
運
転
手
の
健
康
を
も
害
し
て
い
る
／
高
く
つ
く
遠
距
離
大
量

輸
送
／
地
方
の
過
疎
化
を
促
進
す
る
距
離
制
料
金
制
度
／
地
方
に
と
っ
て
距
離
制
料
金
制
度
は
二
重
の
ハ
ン
デ

4　
距
離
制
料
金
制
度
が
高
速
道
路
の
使
い
勝
手
を
悪
く
し
て
い
る
����������������������������������������������������　

111

距
離
制
料
金
制
度
が
生
ん
だ
巨
大
な
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
／
出
入
口
が
少
な
過
ぎ
て
使
い
に
く
く
、地
方
に
行
け

ば
ガ
ラ
ガ
ラ

5　
高
速
道
路
料
金
は
、経
済
効
果
を
最
大
限
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
��������������������　

118

す
べ
て
価
格
は
デ
ィ
マ
ン
ド
・
プ
ル
で
需
要
を
最
大
化
す
る
よ
う
に
決
め
る
／
高
速
道
路
料
金
は
、デ
ィ
マ
ン
ド
・

プ
ル
＝
全
国
の
国
民
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
／
根
拠
が
な
い
距
離
制
料
金
制
度
／
定
額
制
使
い
放
題
の
サ

ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
料
金
は
利
用
者
を
増
や
し
、費
用
を
低
減
す
る

第

3
章

定
額
制
料
金
制
度
は
今
す
ぐ
に
で
も
実
現
可
能
だ

1　
制
度
の
導
入
に
リ
ス
ク
は
な
い
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������　

129

驚
く
べ
き
利
用
実
態
―
１
台
当
た
り
の
通
行
料
は
た
っ
た
の
８
０
０
円
／
１
台
当
た
り
８
０
０
円
し
か
使
っ
て



な
い
な
ら
、最
初
か
ら
８
０
０
円
乗
り
放
題
に
で
き
る
／
利
用
車
両
が
増
え
て
も
赤
字
に
は
な
ら
な
い
／
定
額
制

に
す
る
の
に
関
わ
る
リ
ス
ク
は
ゼ
ロ

2　
60
年
後
の
無
料
化
を
捨
て
れ
ば
普
通
車
が
２
０
０
円
で
乗
り
放
題
に
�����������������������������������������　

138

高
速
道
路
料
金
の
70
％
以
上
は
償
還
の
た
め
の
元
金
利
息
／
料
金
収
入
の
60
％
が
60
年
払
い
の
元
金
の
償
還
に

使
わ
れ
て
い
る
／
定
額
制
に
条
件
や
限
定
は
無
用
だ

3　
「
売
れ
る
か
ら
販
売
を
止
め
る
」な
ん
て
商
売
が
ど
こ
に
あ
る
？
���������������������������������������������������　

146

売
れ
過
ぎ
た
ら
、作
れ
ば
い
い
／
高
速
道
路
は
キ
ャ
パ
が
大
き
い

4　
定
額
化
で
高
速
道
路
の
渋
滞
は
解
消
で
き
る
������������������������������������������������������������������������������������������　

151

「
歩
車
完
全
分
離
」で
東
京
は
渋
滞
が
減
る
／
首
都
高
が
混
ん
で
い
る
理
由
は「
デ
ザ
イ
ン
が
悪
い
」か
ら
／
利
用

法
を
変
え
れ
ば
首
都
高
は
渋
滞
し
な
い
／
価
値
を
発
揮
で
き
て
い
な
い
地
方
の
高
速
道
路

5　
定
額
制
料
金
制
度
が
渋
滞
を
解
消
さ
せ
る
������������������������������������������������������������������������������������������������　

161

高
速
道
路
の
渋
滞
原
因
は
料
金
所
の
存
在
／
定
額
化
に
よ
っ
て
出
入
口
が
簡
単
に
作
れ
れ
ば
、渋
滞
は
解
消
す
る

第

4
章

定
額
制
料
金
制
度
は
経
済
と
地
域
活
性
化
の
切
り
札
に
な
る

1　
定
額
制
料
金
制
度
が
地
方
を
光
ら
せ
る
������������������������������������������������������������������������������������������������������　

169

す
ぐ
に
そ
し
て
大
き
く
向
上
す
る
の
が
国
内
旅
行
だ
／
国
内
旅
行
の
主
役
は
乗
用
車
／
来
訪
者
が
増
え
れ
ば
定



住
者
も
増
え
る

2　
定
額
化
で
物
流
が
変
わ
る
、地
方
が
変
わ
る
��������������������������������������������������������������������������������������������　

177

明
治
維
新
を
成
功
さ
せ
た
家
康
の
政
策
／
県
境
を
越
え
ら
れ
な
い
物
流
／
定
額
制
が
物
流
コ
ス
ト
を
下
げ
、企
業

の
地
方
立
地
を
促
進
す
る
／
街
の
基
本
は「
費
・
職
・
住
」／
東
北
か
ら
農
産
物
を
運
ぶ
よ
り
中
国
か
ら
輸
入
し
た

ほ
う
が
安
い

3　
高
速
道
路
料
金
の
定
額
化
は
日
本
再
生
の
切
り
札
だ
��������������������������������������������������������������������������　

188

高
速
道
路
が
本
来
の
機
能
を
取
り
戻
す
／
定
額
化
す
れ
ば
Ｅ
Ｔ
Ｃ
も
い
ら
な
い
／
高
速
道
路
の
利
用
が
進
め
ば

環
境
と
経
済
効
率
が
よ
く
な
り
、交
通
事
故
死
亡
者
が
減
る
／
物
流
費
が
減
少
す
れ
ば
、地
方
の
工
場
立
地
が
増

え
て
、過
疎
化
が
止
ま
り
、人
口
が
増
え
る
／
地
域
と
地
域
が
近
く
な
れ
ば
交
流
が
活
発
化
し
、新
た
な
文
化
・
産

業
を
生
む
／
コ
ロ
ナ
禍
の
今
こ
そ
定
額
化
を
！

終

章
日
本
を
ひ
と
つ
に
し
た
定
額
制
の
元
祖

���������������������������������������������������������������������　

201

永
久
欠
番
の
切
手
／
江
戸
時
代
の
手
紙
、飛
脚
は
遠
い
ほ
ど
高
く
な
る
距
離
制
料
金
だ
っ
た
／
日
本
を「
ワ
ン
チ

ー
ム
」に
し
た
全
国
均
一
料
金
の
郵
便
制
度
／
郵
便
を
全
国
均
一
料
金
に
し
た
前
島
密
の
狙
い
／
近
代
日
本
の
経

済
基
盤
を
創
り
出
し
た
２
人
の
幕
閣
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正
／
小
倉
レ
イ
コ




