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筆
者
が
住
む
郊
外
の
住
宅
地
に
イ
チ
ョ
ウ
並
木
が

あ
る
。
８
メ
ー
ト
ル
幅
の
車
道
の
両
側
の
歩
道
に
植

え
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
弱
々
し
か
っ
た
イ
チ
ョ

ウ
も
、
幹
の
太
さ
20
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
育
ち
、
６
０

０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
続
く
直
線
の
並
木
は
、
黄
葉
の
季

節
に
は
そ
れ
な
り
の
景
観
に
な
っ
た
。

冬
場
の
剪
定
で
は
、
数
年
前
か
ら
枝
を
切
り
詰
め

る
量
が
多
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
た
が
、
今
冬

は
、
こ
れ
か
ら
黄
葉
と
い
う
時
期
に
、
ま
だ
緑
の
葉

を
つ
け
て
い
る
枝
の
ほ
と
ん
ど
が
ば
っ
さ
り
と
切
ら

れ
、
20
セ
ン
チ
ほ
ど
の
長
さ
の
枝
が
少
し
残
る
だ
け

に
な
っ
た
。樹
幹
の
み
の
棒
状
に
な
っ
た
樹
も
あ
る
。

ま
る
で
、
は
り
つ
け
用
の
柱
の
行
列
の
よ
う
な
光
景

に
な
っ
た
。

街
路
樹
の
負
の
面
ば
か
り
を
見
る
人
々

イ
チ
ョ
ウ
が
黄
葉
す
る
と
、
毎
日
、
大
量
の
葉
を

落
と
す
。
雨
が
降
る
と
、
落
ち
た
葉
は
滑
り
や
す
く

な
る
。
安
全
の
た
め
、
歩
道
ぞ
い
の
家
で
は
落
葉
か

き
が
日
課
に
な
る
。
風
が
吹
く
と
す
ぐ
に
葉
が
落
ち

て
く
る
の
で
、
一
日
に
幾
度
も
落
葉
か
き
を
す
る
人

も
い
る
。

イ
チ
ョ
ウ
の
葉
は
水
気
が
多
く
、
地
面
に
こ
び
り

つ
く
の
で
、
落
葉
か
き
は
力
の
い
る
仕
事
だ
。
高
齢

者
比
率
の
高
い
住
宅
地
な
の
で
、
落
葉
か
き
に
悩
む

高
齢
者
か
ら
の
苦
情
に
応
え
て
、
黄
葉
の
前
に
管
理

者
が
剪
定
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

「
道
路
法
」
で
は
、
街
路
樹
は
「
道
路
の
付
属
物
」

に
あ
た
り
、
道
路
管
理
者
が
維
持
管
理
を
行
う
こ
と

に
な
る
。
イ
チ
ョ
ウ
並
木
は
市
道
に
あ
る
の
で
、
市

の
担
当
者
に
聞
い
て
み
る
と
、
若
い
年
齢
層
か
ら
の

苦
情
が
多
い
の
だ
と
い
う
。
落
葉
の
問
題
だ
け
で
な

く
、
毛
虫
が
発
生
す
る
、
歩
き
に
く
い
、
地
下
の
根

が
伸
び
る
、
根
元
に
犬
の
糞
尿
が
残
さ
れ
る
な
ど
、

街
路
樹
全
体
に
つ
い
て
の
苦
情
だ
と
い
う
。

市
の
財
政
状
況
で
は
き
め
細
や
か
な
管
理
が
で
き

な
い
の
で
、
苦
渋
の
決
断
と
し
て
、
早
め
の
、
思
い

切
っ
た
剪
定
を
行
っ
た
と
い
う
。
剪
定
作
業
を
行
っ

て
い
る
と
、
さ
ら
に
短
く
切
り
込
む
よ
う
に
と
の
住

民
か
ら
の
要
求
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

イ
チ
ョ
ウ
だ
け
で
は
な
い
。
市
道
に
あ
る
落
葉
樹

の
並
木
は
大
き
く
切
り
込
ま
れ
、
高
さ
が
不
ぞ
ろ
い

で
痛
々
し
く
感
じ
る
。
住
宅
地
に
長
く
住
ん
で
い
る

住
民
は
街
路
樹
の
成
長
を
見
守
っ
て
き
た
の
で
、
景

観
に
は
、
落
葉
か
き
が
必
要
な
こ
と
を
理
解
し
て
い

る
。
し
か
し
、
生
育
し
た
街
路
樹
し
か
知
ら
な
い
世

代
は
、
街
路
樹
の
持
つ
負
の
面
に
耐
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

市
は
里
山
の
保
全
や
、
宅
地
の
生
垣
緑
化
な
ど
、

市
民
・
事
業
者
・
行
政
の
協
同
に
よ
る
緑
づ
く
り
を

う
た
っ
て
い
る
。
せ
っ
か
く
育
っ
た
街
路
樹
だ
。
苦

情
に
対
し
て
、
異
な
る
対
応
が
と
れ
な
か
っ
た
の
か

残
念
に
思
う
。

旅
人
と
と
も
に
あ
っ
た
街
路
樹
の
歴
史

日
本
の
街
路
樹
に
は
千
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
。
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技術者からの視点

８
世
紀
に
は
太
政
官
符
で
、
公
道
に
並
木
を
つ
く
る

指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
木
陰
が
旅
人
の
休
息
の
場

に
な
り
、
木
の
実
が
食
料
に
な
る
よ
う
に
と
果
樹
が

勧
め
ら
れ
た
。
都
で
の
労
役
に
駆
り
出
さ
れ
た
人
た

ち
は
、
街
路
樹
の
お
か
げ
で
命
を
救
わ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
並
木
は
、
手
入
れ
が
で

き
な
い
ま
ま
に
消
え
失
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
の
初
期
、
幕
府
は
、
道
中
往
来
の
安
全

と
、
幕
府
の
威
信
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
諸

街
道
を
整
備
し
、
マ
ツ
、
ス
ギ
、
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
並

木
を
植
え
、
一
里
塚
を
築
い
た
。

安
藤
広
重
の
浮
世
絵
「
東
海
道
五
十
三
次
」
に
は

多
く
の
マ
ツ
並
木
が
描
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
姿
を

残
し
て
い
る
愛
知
県
豊
川
市
の
「
御ご

ゆ油
の
松
並
木
」

に
つ
い
て
、
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』

に
は
、「
こ
の
先
の
松
原
へ
は
、
わ
る
い
狐
が
出
お

っ
て
、旅
人
衆
が
よ
く
化
か
さ
れ
申
す
」（
岩
波
文
庫
）

と
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
ろ
に
植
林
さ
れ
た
並
木
に
、「
日
光
杉
並

木
」、
樹
高
40
メ
ー
ト
ル
を
超
す
巨
木
の
あ
る
、
宮

崎
県
狭さ

の野
神
社
の
「
狭
野
の
杉
並
木
」、
東
京
都
府

中
市
大お
お
く
に国
魂た
ま

神
社
参
道
の
「
馬ば

ば場
大だ
い
も
ん門
の
ケ
ヤ
キ
並

木
」
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
並
木
は
、
枯
れ
木
の
伐
採
、
植
え
替
え
、

下
草
刈
り
を
行
っ
て
、現
代
ま
で
維
持
さ
れ
て
き
た
。

明
治
維
新
後
に
行
わ
れ
た
、
旧
街
道
を
直
線
的
に
変

え
る
近
代
化
政
策
や
、
第
２
次
世
界
大
戦
時
の
巨
木

供
出
な
ど
の
災
難
を
潜
り
抜
け
て
、
い
ず
れ
も
国
の

史
跡
名
勝
記
念
物
に
な
っ
て
い
る
。

人
が
つ
く
り
出
す
美
し
い
風
景

明
治
政
府
は
近
代
化
政
策
の
一
環
と
し
て
、
都
市

部
に
街
路
樹
を
導
入
し
た
。１
８
７
４（
明
治
７
）年
、

銀
座
に
サ
ク
ラ
と
マ
ツ
が
植
え
ら
れ
た
が
、
枯
れ
て

ヤ
ナ
ギ
に
替
わ
り
、
そ
の
ヤ
ナ
ギ
も
空
襲
で
な
く
な

り
、
歌
碑
が
残
っ
て
い
る
。
明
治
神
宮
表
参
道
の
ケ

ヤ
キ
並
木
は
大
正
時
代
の
植
樹
だ
が
、
空
襲
で
ほ
と

ん
ど
が
被
害
を
受
け
、
現
在
の
景
観
は
戦
後
に
植
樹

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

桜
の
名
所
も
、「
吉
野
の
桜
」や
京
都
仁
和
寺
の「
御お

室む
ろ

桜
」
な
ど
、
平
安
時
代
か
ら
有
名
だ
っ
た
い
く
つ

か
を
除
く
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
明
治
以
後
に
植
樹

さ
れ
た
も
の
だ
。

美
し
い
自
然
と
思
っ
て
い
る
も
の
の
多
く
が
、
人

が
つ
く
る
「
人
工
物
」
で
あ
る
。
世
界
自
然
遺
産
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、「
知
床
」「
屋
久
島
」

「
白
神
山
地
」
で
あ
り
、
我
々
が
自
然
保
護
活
動
の

対
象
と
し
て
い
る
里
山
や
、
マ
ツ
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ

の
美
林
や
桜
並
木
に
は
、
人
の
手
が
入
っ
て
い
る
。

人
の
手
が
入
っ
た
も
の
を
保
存
す
る
に
は
、
手
入

れ
が
必
要
に
な
る
。
阿
蘇
の
草
千
里
、
箱
根
の
十
国

峠
、
富
士
の
裾
野
、
白
樺
湖
、
美
ヶ
原
な
ど
も
、
定

期
的
な
草
刈
り
や
火
入
れ
の
結
果
の
風
景
だ
。
む
し

ろ
、
日
本
中
に
点
在
す
る
鎮
守
の
森
が
自
然
を
残
し

て
い
る
そ
う
で
、
鎮
守
の
森
を
守
る
に
は
、
下
草
刈

り
な
ど
、
人
の
手
を
入
れ
て
は
な
ら
な
い
そ
う
だ
。

街
路
樹
は
、
典
型
的
な
「
人
工
物
」
で
あ
り
、
苗

木
の
育
成
、
剪
定
作
業
、
病
気
に
な
っ
た
樹
木
の
伐

採
・
交
換
、
植
え
替
え
る
た
め
の
樹
木
の
栽
培
な
ど

が
欠
か
せ
な
い
。
美
し
い
街
路
樹
を
次
世
代
に
残
す

に
は
、
住
民
と
行
政
が
共
通
の
価
値
観
を
持
ち
、
手

間
を
分
か
ち
合
う
必
要
が
あ
る
。
行
政
も
、
住
民
の

苦
情
に
悩
む
だ
け
で
な
く
、
長
期
目
標
を
積
極
的
に

住
民
に
開
陳
し
て
ほ
し
い
。

江
戸
の
街
並
み
を
残
す
土
地
を
訪
ね
る
と
、
高
い

塀
越
し
に
「
見
越
し
の
松
」
が
見
ら
れ
る
。
大
き
な

店
は
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
庭
木
を
、
塀
の
外
か

ら
も
見
え
る
よ
う
に
し
つ
ら
え
た
。
豪
商
が
蓄
え
た

富
の
一
部
を
、
庶
民
に
裾
分
け
し
て
い
る
。

現
代
は
、
美
し
い
公
園
を
つ
く
り
、
目
抜
き
通
り

に
並
木
を
植
え
て
、
国
力
を
誇
示
し
て
い
る
。

一
方
、
住
宅
地
の
街
路
樹
は
、
地
域
社
会
が
行
う

町
づ
く
り
で
あ
る
。
住
宅
地
の
美
し
い
並
木
は
、
地

域
住
民
の
強
い
絆
を
示
す
も
の
だ
。


