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水
車
の
歴
史

今
で
こ
そ
、
水
車
は
田
舎
と
か
農
村

部
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
が
、
人
力
に
比

べ
て
圧
倒
的
な
動
力
を
持
ち
、
大
量
生

産
を
可
能
に
し
た
﹁
動
力
革
命
﹂
の
立

て
役
者
だ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
都

市
の
動
力
だ
っ
た
。
﹁
水
車
は
農
村
の

も
の
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
都
市
に

動
力
用
電
力
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
で
水

車
が
な
く
な
っ
て
い
き
、
農
村
部
に
の

み
残
っ
た
た
め
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。エ

ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
動
力
水
車

の
ほ
か
に
も
、
田
畑
に
水
を
引
く
揚
水

水
車
が
活
躍
し
、
そ
れ
ま
で
水
を
得
に

く
か
っ
た
土
地
に
灌
漑
を
施
し
農
地
を

広
げ
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
水
車
は
、
食
糧
増
産
と
産
業

発
展
の
陰
の
功
労
者
。
水
車
の
﹁
力
﹂

な
く
し
て
は
、
日
本
の
繁
栄
は
有
り
得

な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

日
本
に
水
車
が
入
っ
て
き
た
の
は
６

１
０
年
︵
推
古
天
皇
18
︶
だ
と
い
わ
れ

て
い
る
。
﹃
日
本
書
記
﹄
に
高
麗
か
ら

の
伝
来
と
あ
る
が
、
粉
食
に
適
し
た
臼

だ
っ
た
よ
う
で
粒
食
を
主
と
す
る
日
本

に
は
普
及
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
水

車
を
６
７
１
年
︵
天
智
天
皇
９
︶
製
鉄

に
利
用
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い

る
。揚

水
用
水
車
を
灌
漑
に
使
っ
て
い
た

と
い
う
最
古
の
記
録
は
、
８
２
９
年

︵
天
長
６
︶
﹃
類
聚

る
い
じ
ゅ
う

三
代

さ
ん
だ
い

格
き
ゃ
く

﹄
の
太
政

官
符
に
見
ら
れ
る
。

江
戸
時
代
に
は
動
力
水
車
が
大
い
に

発
達
し
た
。
主
に
米
搗つ

き
や
菜
種
油
絞

り
に
使
わ
れ
た
が
、
江
戸
中
期
か
ら
発

達
し
た
背
景
に
は
酒
造
業
の
発
展
や
城

下
町
へ
の
人
口
集
中
が
あ
っ
た
。
短
期

間
に
大
量
の
米
搗
き
を
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
大
型
水
車
で
多
数
の
搗

き
臼
を
動
か
し
た
。

江
戸
後
期
に
な
る
と
、
米
搗
き
以
外

に
も
火
薬
製
造
や
針
金
づ
く
り
、
鉱
石

の
粉
砕
、
ふ
い
ご
の
動
力
、
漢
方
の
生

薬
挽
き
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
、
各
種
産

業
に
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
現
在

の
東
京
・
小
平
市
で
は
火
薬
製
造
中
に

大
爆
発
が
起
き
、
﹁
所
々
で
鳴
動
が
あ

っ
た
﹂
と
、
江
戸
時
代
の
名
主
の
日
記

︵
東
京
・
立
川
市
︶
に
記
録
さ
れ
て
い

る
か
ら
火
薬
製
造
は
リ
ス
ク
と
背
中
合

わ
せ
。
し
た
が
っ
て
、
高
い
手
間
賃
を

取
る
こ
と
が
で
き
る
仕
事
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
他
に
も
、
ノ
コ
ギ
リ
を
動
か
し

て
製
材
を
す
る
水
車
、
線
香
の
材
料
と

な
る
杉
の
葉
を
挽
く
線
香
水
車
、
陶
土

を
こ
ね
る
陶
土
用
水
車
、
と
水
の
力
を

動
力
に
変
換
し
て
、
考
え
得
る
限
り
に

利
用
さ
れ
尽
く
し
た
と
い
え
る
。

北
関
東
と
中
部
地
方
の
製
糸
工
場
で

は
、
撚
糸
水
車
が
活
躍
す
る
。
糸
を
染

色
し
て
か
ら
織
る
先
染

さ
き
ぞ
め

織
物
は
、
生
糸

が
細
く
て
傷
み
や
す
い
た
め
に
、
生
糸

を
何
本
か
撚
り
合
わ
せ
る
撚
糸
工
程
を

経
て
か
ら
染
色
す
る
。
そ
の
た
め
、
先

みたか水車博物館

働く水車が伝える

水のポテンシャル

「動力革命」の立て役者だった水車は、

食糧増産と産業発展の陰の功労者。

当時の最先端のテクノロジーを体現していました。

1897年（明治30）の統計では全国で６万台を数えた水車も、

動力が蒸気、電気へと転換し、

河川の水量が減ったことなどで、急激に衰退していきます。

しかし小水力発電の視点で見たときに、

日本の風土に合った水車は、

水の持つポテンシャルを思い起こさせてくれる生き証人です。
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も
上
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

１
６
９
７
年
︵
元
禄
９
︶
に
、
現
在

の
三
鷹
市
役
所
付
近
に
水
車
が
つ
く
ら

れ
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
る
が
、

江
戸
人
口
の
さ
ら
な
る
増
大
で
、
武
蔵

野
な
ど
江
戸
近
郊
に
も
米
搗
き
水
車
は

広
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
、

こ
の
水
車
は
無
許
可
で
つ
く
ら
れ
た
た

め
、
す
ぐ
に
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
う
。

当
時
の
武
蔵
野
地
方
は
、
江
戸
幕
府
の

直
轄
領
で
、
水
車
１
台
つ
く
る
に
も
、

代
官
所
の
許
可
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

正
規
の
許
可
を
得
た
水
車
が
増
え
て

き
た
の
は
、
安
永
年
間
︵
１
７
７
２
〜

１
７
８
０
年
︶
の
こ
と
。
こ
の
時
代
、

武
蔵
野
地
方
で
は
新
田
開
発
が
進
み
、

村
落
が
安
定
す
る
と
江
戸
へ
小
麦
粉
を

売
る
商
い
が
始
ま
っ
た
か
ら
だ
。

玉
川
上
水
の
記
録
文
書
﹃
上
水
記
﹄

に
は
、
１
７
８
８
年
︵
天
明
８
︶、﹁
武

蔵
野
台
地
に
は
33
台
の
水
車
が
あ
っ

た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。
水
車
の
持
ち

主
は
、
豪
農
や
村
役
人
が
多
か
っ
た
。

水
車
は
建
造
に
も
維
持
管
理
に
も
お
金

が
か
か
っ
た
の
で
、
個
人
が
持
と
う
と

し
た
場
合
、
必
然
的
に
富
裕
層
の
所
有

に
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
結
果

的
に
村
の
共
有
資
源
で
あ
っ
た
水
を
有

力
者
た
ち
が
個
人
使
用
し
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
村
民
が
か
な
り

反
発
し
た
と
い
う
記
録
も
、
当
時
の
公

文
書
に
は
残
っ
て
い
る
。

余
談
で
あ
る
が
、
日
本
の
水
車
は
村

で
共
同
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に

染
織
物
の
製
造
に
は
大
量
の
撚
糸
を
必

要
と
す
る
の
だ
。
そ
の
動
力
と
し
て
、

水
車
が
活
躍
し
た
。

今
の
群
馬
県
・
桐
生
の
岩
瀬
吉
兵
衛

が
、
一
度
に
10
〜
20
錘
の
糸
を
同
時
に

撚
れ
る
八
丁
車
と
水
車
を
結
び
つ
け
て

撚
糸
の
大
量
生
産
に
貢
献
し
た
の
は
、

１
７
８
３
年
︵
天
明
３
︶
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
、
栃
木
県
・
足
利
や
東

京
都
の
八
王
子
、
半
原
︵
現
・
神
奈
川

県
愛
川
町
︶
な
ど
に
も
そ
の
技
術
は
伝

え
ら
れ
た
。

増
大
し
た
江
戸
市
民
の
胃
袋
を
満
た

す
た
め
に
、
各
地
か
ら
米
が
輸
送
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
動
力
水
車

の
増
加
に
拍
車
を
か
け
た
。

五
街
道
の
入
り
口
︵
東
海
道：

品
川
、

中
山
道：

板
橋
、
甲
州
街
道：

内
藤
新

宿
、
奥
州
街
道
と
日
光
街
道：

千
住
︶

に
は
米
穀
問
屋
が
立
ち
並
び
、
そ
の
周

辺
の
渋
谷
や
目
黒
な
ど
の
村
々
に
は
、

精
米
用
の
水
車
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
で
き
た
搗
き
米
屋
は
人
力
に

よ
る
も
の
も
含
め
て
、
２
０
０
０
軒
に

右上：使われなくなった道具、メンテナン
スされなくなった道具は一気に風化する。
そして人の息吹さえも消えてしまう。道具
を保存するためには、使い続けることが要
求されるのだ。白抜きの図版は、三鷹市教育委員
会編集・発行の『水車屋ぐらし』より作図。

上：水車の回転運動は、杵を上下に動かす
ピストン運動に変換されて利用された。手
前の10個の搗き臼の背後に水輪（みずわ）
が平行してあり、その背後には４個の搗き
臼、2個の挽き臼と篩（ふるい）、昇降機が
ある。これらを動かす力を、流れる水が生
み出していたとは。水車が息を吹き返すこ
とができたら、水音と木と木とが軋み合う
響き、臼を搗く振動が、多くの人の胸に水
の力強さを伝えるに違いない。
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対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
領
主
や
教

会
な
ど
が
パ
ン
を
つ
く
る
の
に
欠
か
せ

な
い
製
粉
事
業
を
独
占
す
る
た
め
に
、

水
車
に
高
い
税
金
を
か
け
た
歴
史
が
あ

る
。
水
車
小
屋
の
番
人
は
し
ば
し
ば
税

の
徴
収
人
を
兼
ね
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

水
車
に
悪
魔
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
い

う
の
も
、
そ
う
し
た
虐
げ
ら
れ
た
農
民

の
差
別
意
識
か
ら
く
る
も
の
と
い
え
る
。

セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
書
い
た
﹃
ド
ン
・
キ

ホ
ー
テ
﹄
に
粉
挽
き
小
屋
の
番
人
を
悪

魔
と
間
違
え
て
攻
撃
す
る
シ
ー
ン
が
出

て
く
る
の
も
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
る

か
ら
だ
。
中
国
や
中
東
で
も
水
車
所
有

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

明
治
期
の
水
車

明
治
時
代
に
な
る
と
動
力
水
車
は
ま

す
ま
す
発
達
し
、
地
域
の
産
業
を
支
え

た
。
動
力
水
車
は
い
わ
ば
モ
ー
タ
ー
で
、

用
途
に
合
わ
せ
て
何
に
で
も
使
え
る
。

こ
の
時
代
に
は
、
武
蔵
野
に
も
撚
糸

用
水
車
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
１
９
０
５
年
︵
明
治
38
︶
東

京
・
国
分
寺
に
あ
っ
た
撚
糸
用
水
車
は
、

長
野
県
岡
谷
市
の
片
倉
製
糸
の
所
有
。

明
治
時
代
、
繭
の
一
大
生
産
地
と
な
っ

て
い
た
武
蔵
野
に
拠
点
を
設
け
、
絹
の

撚
糸
を
現
地
生
産
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

砂
川
や
国
分
寺
で
生
産
さ
れ
た
絹
糸
は

横
浜
港
で
船
に
積
ま
れ
、
海
外
に
送
ら

れ
た
。
当
時
の
絹
糸
は
、
多
額
の
外
貨

を
稼
ぐ
貴
重
な
輸
出
品
で
も
あ
っ
た
。

日
本
の
山
地
は
、
急
峻
な
地
形
の
所

が
多
い
。
小
水
路
を
利
用
し
て
、
小
型

の
水
車
を
設
置
す
る
の
に
適
し
て
い
た
。

し
か
し
比
較
的
な
だ
ら
か
な
武
蔵
野
台

地
で
は
、
大
規
模
な
水
車
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
そ
う
だ
。
今
の
東
京
・
西
新

宿
に
あ
た
る
淀
橋
に
あ
っ
た
水
車
は
、

１
８
８
７
年
︵
明
治
20
︶
の
改
修
で
、

水
輪

み
ず
わ

︵
水
を
受
け
て
回
転
す
る
部
分
︶

の
直
径
約
６
・
６
７
m
、
搗
き
臼
59
個
、

挽
き
臼
３
個
と
い
う
巨
大
な
も
の
。
こ

こ
ま
で
に
な
る
と
コ
ト
コ
ト
コ
ッ
ト
ン

の
水
車
で
は
な
く
、
ま
さ
に
﹁
機
械
﹂

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
規
模
に
な
る
。

水
車
の
衰
退

水
車
が
近
代
日
本
に
お
い
て
、
い
か

に
重
要
だ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
と
し

て
、
﹁
水
車
業
規
則
﹂
が
あ
る
。
こ
れ

は
１
８
９
７
年
︵
明
治
30
︶
に
東
京
府

で
制
定
さ
れ
た
法
律
で
、
水
車
の
新
設
、

所
有
権
の
委
譲
、
機
械
設
備
の
変
更
、

廃
止
な
ど
の
届
け
出
が
義
務
づ
け
ら
れ

た
。﹃
水
車
屋
ぐ
ら
し
﹄︵
三
鷹
市
教
育

委
員
会
編

２
０
０
０
︶
に
よ
れ
ば
、

東
京
府
の
水
車
に
つ
い
て
長
年
研
究
し

て
き
た
末
尾
至
行
や
鈴
木
芳
行
の
調
査

で
、
増
設
台
数
は
１
８
９
４
年
︵
明
治

27
︶
か
ら
１
９
１
７
年
︵
大
正
６
︶
の

23
年
間
に
多
く
、
１
９
２
１
年
︵
大
正

10
︶
以
降
に
な
る
と
新
設
が
０
と
な
り
、

一
気
に
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
。

特
に
製
粉
は
、
明
治
後
半
に
水
蒸
気

右から：水輪（みずわ）に使われる材は赤松。
：水輪の回転を直角に変換している2つの歯車。一番トルク（回転
力）のかかる部分だけに、大小２枚のギアを張り合わせた木製の
ベベルギア（傘歯車）を使っている。
：水輪の反対側の稼働部分。手前から、篩（ふるい）、挽き臼、４
個の搗き臼。奥の壁にはパーツなどが整理して掛けてある。中央
の挽き臼の左は、昇降機の動力を２階へ伝えるシステム。斜めの
角材はドライブシャフトだ。
：奥が水車システム。手前左は、電動モーターを動力にした精穀
機。水車が止まった後も、電化して製粉業が続けられていた。



を
使
っ
た
ロ
ー
ル
製
粉
機
が
登
場
。
１

８
９
６
年
︵
明
治
29
︶
に
は
約
90
％
が

水
車
に
よ
る
製
粉
だ
っ
た
が
、
１
９
０

８
年
︵
明
治
41
︶
に
は
50
％
を
切
り
、

そ
の
後
は
一
気
に
需
要
が
減
っ
て
い
く
。

ロ
ー
ル
製
粉
機

対
に
な
っ
た
ロ
ー
ル
の
か
み
合
い
に
、
小
麦
ま
た
は

ス
ト
ッ
ク
を
通
し
て
砕
く
機
械
。
ス
ト
ッ
ク
と
は
加

工
途
中
の
小
麦
。
小
麦
を
い
っ
ぺ
ん
に
砕
い
て
小
麦

粉
ま
で
に
す
る
と
、
表
皮
の
破
片
が
混
じ
っ
て
、
色

が
く
す
ん
だ
り
喉
越
し
の
悪
い
仕
上
が
り
に
な
る
た

め
、
最
初
は
大
き
く
割
っ
た
だ
け
の
小
麦
を
入
れ
、

ふ
る
っ
て
か
ら
粒
度
別
に
し
て
数
回
に
分
け
て
砕
い

て
い
く
。
ロ
ー
ル
製
粉
機
の
登
場
で
、
１
台
で
一
気

に
粉
に
す
る
従
来
の
製
粉
機
は
駆
逐
さ
れ
て
い
く
。

ま
た
、
水
車
は
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で

回
転
さ
せ
る
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
る
。
旱
魃

か
ん
ば
つ

の

水
不
足
の
と
き
に
は
動
か
な
い
。
そ
の

た
め
大
規
模
な
工
場
で
は
、
す
で
に
明

治
の
後
期
か
ら
、
水
力
か
ら
蒸
気
力
へ

と
転
換
を
図
っ
て
い
く
の
だ
。

と
こ
ろ
が
水
車
の
総
数
は
、
こ
の
時

点
で
は
減
る
ど
こ
ろ
か
増
え
て
い
る
。

１
８
９
７
年
︵
明
治
30
︶
の
統
計
で
は
、

全
国
で
６
万
台
に
達
し
て
い
る
。

大
正
期
に
入
る
と
さ
す
が
に
減
少
を

始
め
る
が
、
水
利
に
恵
ま
れ
、
生
産
物

の
消
費
地
に
近
く
安
定
し
た
経
営
が
見

込
ま
れ
た
地
域
で
は
、
水
車
は
１
９
７

０
年
︵
昭
和
45
︶
ご
ろ
ま
で
生
き
残
る

こ
と
と
な
る
。
東
京
近
郊
の
水
車
が
意

外
と
長
く
残
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
条

件
に
恵
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

蒸
気
と
電
力
の
動
力
が
水
車
を
駆
逐

し
た
、
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
が
ち
だ

19 働く水車が伝える水のポテンシャル

が
、
電
気
を
引
く
た
め
に
遠
隔
地
ま
で

電
信
柱
を
立
て
、
電
線
を
引
っ
張
っ
て

い
く
コ
ス
ト
が
見
合
わ
な
い
よ
う
な
地

域
な
ど
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情

が
あ
っ
た
。
水
車
を
利
用
し
た
ほ
う
が

安
上
が
り
な
生
産
物
も
た
く
さ
ん
あ
っ

た
。
作
業
効
率
の
悪
い
﹁
粉
砕
﹂
な
ど

に
は
、
た
だ
で
水
の
力
が
利
用
で
き
る

水
車
は
、
ま
だ
ま
だ
競
争
力
を
持
っ
た

動
力
だ
っ
た
の
だ
。

水
車
衰
退
の
理
由
は
、
動
力
の
転
換

が
主
だ
が
、
ダ
ム
建
設
や
河
川
改
修
な

ど
に
よ
っ
て
川
の
水
量
が
減
っ
た
り
、

水
路
が
つ
け
変
え
ら
れ
た
り
し
た
こ
と

に
も
よ
る
の
で
あ
る
。

現
在
は
正
式
な
統
計
も
無
く
、
水
車

の
実
数
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
オ
ブ
ジ
ェ
的

な
も
の
を
除
き
、
純
粋
な
﹁
働
く
水
車
﹂

の
存
在
は
風
前
の
灯
で
あ
る
と
い
う
。

武
蔵
野
の
新
車

野
川
に
か
か
る
相
曽
浦
橋
か
ら
下
流

を
見
る
と
、
右
岸
の
一
画
に
あ
る
休
憩

所
に
水
車
が
回
っ
て
い
る
。
し
か
し
正

真
正
銘
の
﹁
働
く
水
車
﹂
が
、
そ
の
す

ぐ
そ
ば
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。

﹁
み
た
か
水
車
博
物
館
﹂
と
し
て
公
開

さ
れ
て
い
る
そ
の
水
車
は
、
川
の
上
に

か
か
っ
た
水
車
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ

ー
ジ
と
は
趣
を
異
に
し
て
、
覆さ

屋や

と
呼

ば
れ
る
水
車
小
屋
に
入
っ
て
い
る
の
で



目
に
触
れ
な
い
の
だ
。

﹁
新
車

し
ん
ぐ
る
ま

﹂
と
呼
ば
れ
る
そ
の
水
車
は
、

水
輪
の
直
径
４
・
８
m
、
幅
０
・
97
m

で
、
精
米
製
粉
用
の
水
車
と
し
て
は
大

規
模
な
も
の
だ
。

東
京
・
立
川
で
育
ち
、
小
学
校
教
諭

と
し
て
玉
川
上
水
の
研
究
な
ど
に
携
わ

っ
て
き
た
小
坂
克
信
さ
ん
は
、
﹁
産
業

考
古
学
会
・
水
車
と
臼
分
科
会
﹂
の
代

表
も
務
め
て
い
る
。
玉
川
上
水
の
歴
史

を
子
供
た
ち
に
教
え
る
た
め
に
調
べ
て

い
る
う
ち
、
１
６
０
年
間
働
き
続
け
た

新
車
に
出
会
っ
た
と
い
う
。
以
来
、
水

車
の
魅
力
に
み
せ
ら
れ
、
研
究
ま
で
始

め
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
小
坂
さ
ん
に
、
﹁
み
た
か
水
車

博
物
館
﹂
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
新

車
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
も

ら
っ
た
。

多
摩
川
の
支
流
、
野
川
の
水
流
を
利

用
し
て
新
車
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
１

８
０
８
年
︵
文
化
５
︶
の
こ
と
で
す
。

２
０
０
ｍ
ほ
ど
上
流
に
大
沢
村
の
名
主

が
設
置
し
た
水
車
が
あ
り
、
こ
れ
が

﹁
大
車
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
水
車
は
﹁
新
車
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
峯
岸
家
で
は
大
車

を
カ
ミ
、
新
車
を
シ
モ
と
呼
び
合
っ
て
、

親
戚
づ
き
合
い
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

峯
岸
家
８
代
目
、
１
９
１
０
年
︵
明

治
43
︶
生
ま
れ
の
清
さ
ん
が
、
１
９
６

８
年
︵
昭
和
43
︶
ま
で
稼
動
さ
せ
て
き

た
新
車
。
そ
の
起
源
は
峯
岸
家
に
残
る

文
書
に
よ
る
と
﹁
大
沢
村
の
名
主

半

兵
衛
と
地
主

久
衛
門
か
ら
敷
地
の
提

供
を
受
け
て
、
府
中
経
頭

き
ょ
う
ず

の
五
郎
右
衛

門
と
上
石
原
村
の
五
右
衛
門
が
新
車
を

設
置
し
た
﹂
と
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
当
初
は
思
う
よ
う
に
経
営

が
た
ち
ゆ
か
ず
、
２
名
の
出
資
者
が
経

営
か
ら
離
れ
ま
し
た
。
１
８
１
７
年

︵
文
化
14
︶
か
ら
は
、
峯
岸
家
５
代
目

に
な
る
婿
養
子
の
弥
左
衛
門
︵
乙
次
郎

が
改
名
︶
が
新
車
を
譲
渡
さ
れ
、
以
来

峯
岸
家
で
水
車
経
営
を
続
け
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

１
９
０
３
年
︵
明
治
36
︶
、
新
車
に

は
搗つ

き
臼
10
個
、
挽
き
臼
１
個
が
あ
り
、

そ
の
後
、
挽
き
臼
を
１
個
増
や
し
て
い

ま
す
。
ま
た
時
期
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

水
流
に
平
行
だ
っ
た
臼
の
列
を
直
交
さ

せ
る
大
工
事
も
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

ま
た
水
流
に
平
行
す
る
よ
う
元
の
ス
タ

イ
ル
に
戻
し
て
い
ま
す
。
１
９
１
９
年

︵
大
正
８
︶
の
改
修
は
、
清
さ
ん
の
叔

父
の
藤
三
郎
さ
ん
が
担
当
し
ま
し
た
が
、

途
中
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

杵
の
列
が
水
流
と
平
行
に
置
か
れ
て

い
る
例
は
、
私
も
近
隣
で
は
見
た
こ
と

が
な
く
、
清
さ
ん
に
理
由
を
尋
ね
ま
す

と
、﹁
こ
の
ほ
う
が
作
業
が
し
や
す
い
﹂

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
叔
父
さ

ん
か
ら
は
﹁
後
を
大
事
に
守
っ
て
く
れ
﹂

と
、
よ
く
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

現
在
は
、
搗
き
臼
は
鉄
製
で
、
２
斗

︵
36
r
︶
入
る
二
斗
張
り
が
２
個
と
四

斗
張
り
が
12
個
。
挽
き
臼
は
御
影
石
製

で
、
小
麦
用
の
挽
き
臼
が
直
径
一
尺
八

寸
︵
約
55
b
︶
、
大
麦
用
の
挽
割
臼
が

直
径
一
尺
四
寸
︵
約
43
b
︶
で
各
１
個

ず
つ
あ
る
、
メ
カ
ニ
ッ
ク
で
大
が
か
り

な
水
車
で
す
。

近
隣
の
顧
客
の
た
め
に
精
米
・
精
麦

と
製
粉
を
引
き
受
け
る
ほ
か
、
清
さ
ん

の
父
親
の
繁
蔵
さ
ん
の
代
に
は
、
千
駄

ヶ
谷
に
米
の
販
売
店
を
構
え
て
い
ま
し

た
。
粉
の
売
上
げ
高
は
、
近
隣
と
東
京

で
は
か
な
り
差
が
あ
り
、
１
８
８
１
年

︵
明
治
14
︶
当
時
の
東
京
・
小
金
井
市

の
記
録
に
は
１
年
間
に
、
村
落
内
で
は

１
５
０
円
、
東
京
市
に
出
荷
す
る
と
２

０
０
０
円
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
後
期
、
ロ
ー
ル
製
粉
機
の
普
及

に
危
機
感
を
覚
え
た
武
蔵
野
の
水
車
屋

は
、
新
し
い
製
品
を
つ
く
る
こ
と
で
活

路
を
開
こ
う
と
し
ま
し
た
。
七
味
唐
辛

子
の
原
料
と
な
る
ミ
カ
ン
の
皮
を
搗
い

た
り
、
バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど
の
材
料
と
な

る
エ
ボ
ナ
イ
ト
、
洗
剤
な
ど
に
使
わ
れ

る
ベ
ン
ト
ナ
イ
ト
の
粉
砕
を
請
け
負
う

と
こ
ろ
も
あ
り
、
カ
レ
ー
に
使
う
ス
パ

イ
ス
を
搗
く
う
ち
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
覚
え

て
カ
レ
ー
製
造
業
に
転
じ
た
水
車
経
営

者
も
い
る
ほ
ど
で
す
。

１
９
２
４
年
︵
大
正
13
︶
、
甲
州
街

道
沿
い
に
電
気
の
動
力
線
が
敷
か
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
同
じ
年
に
、
玉
川
上
水

が
水
道
水
に
利
用
さ
れ
始
め
、
分
水
の

水
量
が
減
っ
て
き
ま
す
。
電
気
は
通
る

は
、
水
量
は
減
る
は
の
ダ
ブ
ル
パ
ン
チ

で
、
武
蔵
野
か
ら
も
水
車
は
徐
々
に
消

20

上：「みたか水車博物館」を案内しながら水車
の歴史を解説してくださった小坂克信さん。
現状の水輪の材は、井の頭公園から手に入れた
が、昔は使う木を近隣の山林でまかなった。修
復を行なったら次に使う材料を用意し、乾燥さ
せておく。今の水輪は1959年のもので傷みが
ひどく、年間8,000人近く訪れる見学者の多く
も「水輪の回っているところが見たい」という。
左：新しくつくった交換用の水輪パーツを並べた写真と、
峯岸清さんの水輪製作風景は小坂さんの取材・撮影による
もの。直径4.8m、横に寝かすとその大きさに驚かされる。

木材でつくられた水車システムは、非常に細か
ないパーツで構成されている。というのも、こ
すれて擦り減る部分が、消耗品としてすべて交
換可能なパーツに分かれているからだ。機能的
で、実に美しい。



え
て
い
く
運
命
に
あ
り
ま
し
た
。

清
さ
ん
は
、
そ
ん
な
状
況
に
も
め
げ

ず
水
車
を
動
か
し
て
い
ま
し
た
が
、
１

９
６
８
年
︵
昭
和
43
︶
野
川
の
拡
幅
工

事
で
水
の
流
れ
が
変
わ
り
、
水
を
引
き

込
め
な
く
な
り
、
１
６
０
年
間
回
っ
て

い
た
水
車
が
と
う
と
う
止
ま
り
ま
し
た
。

新
車
は
１
９
７
８
年
︵
昭
和
53
︶
に
、

母
家
は
１
９
９
４
年
︵
平
成
６
︶
﹁
古

民
家
︵
峯
岸
清
氏
旧
宅
︶
﹂
と
し
て
三

鷹
市
文
化
財
に
、
１
９
９
８
年
︵
平
成

10
︶
に
は
﹁
武
蔵
野
︵
野
川
流
域
︶
の

水
車
経
営
農
家
﹂
と
し
て
東
京
都
文
化

財
に
指
定
。
清
さ
ん
夫
妻
は
、
１
９
９

４
年
に
、
水
車
と
母
家
を
三
鷹
市
に
寄

贈
し
て
い
ま
す
。

水
車
が
止
ま
る
３
年
前
に
、
清
さ
ん

は
精
米
機
、
精
麦
機
、
製
紛
機
、
粉
砕

機
な
ど
を
モ
ー
タ
ー
に
直
結
し
、
電
力

で
も
稼
動
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
寄
贈
し
て
か
ら
も
注

文
が
あ
れ
ば
製
紛
な
ど
を
行
な
っ
て
い

ま
し
た
。
私
が
、
清
さ
ん
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
教
わ
っ
た
の
も
、
こ
の
時

期
の
こ
と
で
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
清

さ
ん
が
体
調
を
崩
し
た
こ
と
か
ら
２
０

０
５
年
か
ら
は
休
業
し
て
い
ま
す
。

﹁
働
く
水
車
﹂
の
文
化
を
継
承

東
京
都
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
こ
と

で
、
貴
重
な
水
車
が
保
存
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
本
来
で
あ
れ
ば
﹁
働
く
水
車
﹂

の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
技
術
も
セ
ッ
ト
で
残
し

て
い
か
な
い
と
、
単
な
る
モ
ノ
の
保
存

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
文
化
の
継
承
ま

で
は
望
め
ま
せ
ん
。

ご
覧
の
通
り
、
峯
岸
家
の
屋
敷
林
に

は
、
武
蔵
野
ら
し
い
欅
や
樫
の
大
木
が

茂
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
水
車
の
部

品
の
材
料
と
し
て
欠
か
せ
な
い
樹
種
の

木
で
す
。
水
輪
に
は
腐
り
に
く
い
赤
松

が
使
わ
れ
ま
す
が
、
根
曲
が
り
部
分
を

う
ま
く
曲
面
に
利
用
し
て
部
材
を
取
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
松
も
、
今
で
は

手
に
入
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

こ
の
先
の
材
料
の
手
配
が
思
い
や
ら
れ

ま
す
ね
。

今
の
新
車
の
水
輪
は
、
１
９
５
９
年

︵
昭
和
34
︶
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。

伝
統
的
な
水
車
づ
く
り
に
は
設
計
図
は

な
く
、
型
板
を
使
い
ま
す
。
水
輪
は
８

〜
10
年
で
新
し
く
つ
く
り
直
さ
れ
ま
す

の
で
、
清
さ
ん
は
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら

３
回
ほ
ど
水
輪
の
交
換
に
立
ち
会
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
杵
の
部
品
な
ど
は
、

清
さ
ん
が
自
分
で
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

水
車
で
は
、
大
き
な
部
材
は
高
価
な

こ
と
か
ら
、
常
に
こ
す
れ
て
傷
み
や
す

い
箇
所
は
一
部
分
だ
け
を
交
換
で
き
る

よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な

と
こ
ろ
に
も
、
毎
日
使
い
続
け
て
き
た

生
活
の
道
具
な
ら
で
は
の
合
理
性
が
生

き
て
い
て
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

修
復
を
行
な
う
た
び
に
、
次
に
使
う

木
を
伐
採
し
て
、
次
回
の
修
復
に
備
え

て
乾
燥
さ
せ
て
お
く
の
も
そ
う
し
た
知

恵
の
一
つ
で
す
。
最
後
の
改
修
か
ら
お

よ
そ
50
年
経
っ
て
、
使
わ
れ
な
く
な
っ

て
乾
燥
し
た
新
車
の
水
輪
は
ボ
ロ
ボ
ロ

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
水
車
を
見
学

し
た
多
く
の
方
が
そ
の
技
術
に
感
心
し

ま
す
が
、
中
心
機
構
と
も
い
え
る
水
輪

が
崩
落
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
魅
力

は
半
減
す
る
で
し
ょ
う
。

２
０
０
３
年
︵
平
成
15
︶
、
清
さ
ん

が
用
意
し
て
お
い
た
材
料
を
使
い
、
市

民
の
協
力
を
得
て
技
術
の
記
録
・
保
存

の
た
め
に
水
輪
の
部
品
ま
で
完
成
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
使
え
ば
水
輪
は
交
換

で
き
る
の
で
す
が
、
し
か
し
予
算
の
関

係
や
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
水
輪
の
部
品
も
納
屋
で
眠
っ
て
い

る
状
態
で
す
。
高
齢
の
清
さ
ん
︵
97
歳
︶

が
お
元
気
な
う
ち
に
、
是
非
水
輪
が
再

び
回
る
姿
を
一
緒
に
見
た
い
と
い
う
の

が
、
我
々
周
囲
の
気
持
ち
で
す
。

単
な
る
形
だ
け
の
水
車
を
復
刻
し
て

い
る
例
は
多
い
で
す
が
、
そ
れ
で
は
水

が
い
か
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ

て
い
る
か
が
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
水
力
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
再
発
見
、

日
本
の
風
土
に
合
っ
た
水
車
動
力
の
見

直
し
に
ま
で
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
昔

の
技
術
や
生
活
の
あ
り
方
を
伝
え
る
身

近
な
教
材
と
い
う
意
味
で
も
、
で
き
れ

ば
修
復
し
て
動
い
て
い
る
姿
を
、
私
自

身
も
見
た
い
で
す
し
、
子
供
た
ち
に
も

見
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

21 働く水車が伝える水のポテンシャル

新車は野川の水を利用して稼働してい
たが、河川改修のために取水できなく
なった。左写真の右側が水車、排水溝
は向こう側の野川に水を戻す流路。
「さぶた」と呼ばれる仕切り版が取水
された水の流量を調節する。
峯岸さんの作業風景の写真も、「みた
か水車博物館」の貴重な財産だ。




