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川
柳
を
手
が
か
り
に

私
は
東
京
都
下
水
道
局
に
勤
め
て
い

た
の
で
す
が
、
広
報
係
の
と
き
、
あ
る

都
民
の
方
か
ら
「
江
戸
の
下
水
道
は
ど

う
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
」
と
質
問
を

受
け
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
下
水
道

局
に
は
江
戸
時
代
の
下
水
道
に
つ
い
て

史
料
が
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
唯
一

『
東
京
市
下
水
道
沿
革
史
』
に
、「
近
く

の
堀
や
川
に
流
し
て
い
た
」
と
だ
け
書

い
て
あ
る
。
私
は
落
語
が
好
き
で
し
た

の
で
『
三
軒
長
屋
』
と
い
う
噺
の
中
に

「
長
屋
の
前
の
ド
ブ
を
堀
に
見
立
て
て

く
」
と
い
う
場
面
を
思
い
出
し
ま
し

て
、
今
か
ら
考
え
る
と
恥
ず
か
し
い
話

で
す
が
、「
多
分
、
素
堀
り
の
ド
ブ
が

あ
っ
て
、
流
れ
て
い
る
う
ち
に
地
中
に

染
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で

す
か
」
と
答
え
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
の
経
験
か
ら
、
江
戸
の
下

水
が
気
に
な
り
始
め
、
資
料
を
集
め
て

み
よ
う
と
思
い
立
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、

何
を
ど
の
よ
う
に
集
め
て
い
い
の
か
わ

か
ら
な
い
。
結
構
参
考
に
な
っ
た
の
が

『
半
七
捕
物
帖
』。
で
も
、
著
者
の
岡
本

綺
堂
が
い
く
ら
江
戸
風
俗
に
詳
し
い
と

い
っ
て
も
、
所
詮
明
治
以
降
の
人
で
す
。

江
戸
時
代
に
暮
ら
し
た
人
が
書
い
た
も

の
は
な
い
か
と
探
し
た
と
こ
ろ
、
気
が

つ
い
た
の
が
川
柳
な
ん
で
す
よ
。

川
柳
は
民
俗
資
料
の
宝
庫
で
す
。
そ

こ
で
、『
柳
多
流
全
集
』（
１
７
６
５
〜

う
こ
と
で
、
町
方
か
ら
の
書
き
上
げ
を

編
集
し
た
『
御
府
内
備
考
』
や
『
新
編

武
蔵
風
土
記
稿
』、
そ
れ
と
沽
券
絵
図

は
大
い
に
参
考
と
な
り
ま
し
た
。
沽
券

絵
図
は
現
在
で
言
う
地
籍
図
で
し
て
、

土
地
の
所
有
の
区
割
り
や
所
有
者
名
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
見
ま
す
と
、
江
戸
の
下
水

は
屋
敷
地
境
、
町
境
に
造
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
当
時
は
下
水
と
い
う
言
葉
は
、

下
水
路
と
い
う
意
味
に
も
、
下
水
そ
の

も
の
を
指
す
と
き
に
も
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
ち
な
み
に
下
水
道
と
い
う
言
葉

は
、
明
治
に
な
っ
て
下
水
道
法
が
で
き

て
か
ら
の
言
葉
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
調
べ
て
い
く
と
江
戸
時
代
前
期
の

町
触
れ
の
中
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

現
在
の
私
た
ち
は
、
上
水
、
下
水
と

使
い
分
け
ま
す
が
、
江
戸
時
代
で
は
最

初
に
下
水
を
水
道
と
意
識
し
て
お
り
、

そ
れ
に
対
し
て
神
田
上
水
、
玉
川
上
水

の
よ
う
な
「
上
水
」
と
い
う
言
葉
が
後

か
ら
使
わ
れ
た
と
思
う
の
で
す
。
大
坂

や
江
戸
で
は
下
水
の
こ
と
を
水
道
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
排
水
路
に
は
規
模
に
よ

っ
て
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
し
た
。

建
物
の
庇

ひ
さ
し

か
ら
落
ち
る
雨
水
を
受
け
る

溝
は
、
雨
落
下
水
と
呼
び
、
表
通
り
に

あ
り
ま
し
た
。
ド
ブ
と
呼
ん
で
い
る
溝

も
こ
の
類
。
家
の
前
に
あ
っ
て
、
幅
は

７
〜
８
寸
（
23
〜
26
cm
）
で
す
か
ら
、

ひ
と
ま
た
ぎ
に
で
き
る
大
き
さ
で
す
。

１
８
３
８
の
間
に
順
次
刊
行
）
と
い
う

川
柳
全
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
約
10
万

句
の
索
引
集
か
ら
、
ド
ブ
、
雨
、
下
水
、

雪
隠
と
い
っ
た
言
葉
を
使
っ
た
句
を
全

部
抜
き
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

川
柳
に
は
ド
ブ
と
い
う
言
葉
は
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
出
て
き
ま
す
か
ら
、
溝
の
こ

と
は
ド
ブ
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
ド
ブ
と
い
う
言
葉
は
幅
広

く
使
わ
れ
て
お
り
、
溝
と
い
う
漢
字
に

ド
ブ
と
い
う
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
か
ら
、
細
い
流
れ
一
般
を
指

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
せ
せ
な
げ
、

せ
せ
な
ぎ
、
細
流
れ
な
ど
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

下
水
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
句
は

一
つ
し
か
発
見
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
小
侍
、
蜘
蛛
と
下
水
で
日
を
暮
ら
し
」

と
い
う
川
柳
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が

唯
一
。
武
家
に
雇
わ
れ
て
い
る
少
年
が

小
鳥
の
餌
に
す
る
蜘
蛛
や
ミ
ミ
ズ
を
下

水
か
ら
捕
ら
え
て
侍
か
ら
小
遣
い
銭
を

も
ら
い
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

す
。
下
水
と
い
う
言
葉
が
文
献
上
に
表

わ
れ
出
し
た
の
は
室
町
時
代
の
こ
と
だ

そ
う
で
す
。
語
源
は
古
代
神
道
に
根
拠

を
持
つ
も
の
で
、
ケ
ス
イ
つ
ま
り
穢
水
、

ハ
ラ
イ
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
ハ
レ
に
戻

る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
水
を
意
味
し

て
い
ま
す
。

排
水
路
の
種
類

幕
府
が
江
戸
の
地
誌
を
つ
く
る
と
い

栗田 彰
くりた あきら
下水道史研究家
1937年生まれ。元東京都下水道局職員。
日本下水文化研究室評議委員。著書に『川
柳・江戸下水』（日本下水道文化研究会）、
『江戸の下水道』（青蛙房1997）などがある。

雨水排水路が、汚水を流す下水道に

江戸から東京へ流れる
排水の歴史

「東京市下水道設計図」（明治41年）
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江戸から東京へ流れる排水の歴史

割
下
水
と
呼
ぶ
、
水
は
け
の
た
め
に
造

ら
れ
た
排
水
路
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
道
路
の
真
ん
中
に
あ
っ
て
、
幅
は
２

間
（
3.6
ｍ
）
ほ
ど
。
明
暦
の
大
火
の
あ

と
に
江
戸
が
拡
張
さ
れ
た
折
り
に
、
本

所
、
深
川
地
域
が
開
発
さ
れ
ま
す
が
、

本
所
は
田
地
だ
っ
た
所
な
の
で
土
地
が

湿
っ
て
い
る
。
そ
の
水
は
け
を
よ
く
す

る
た
め
に
、
割
下
水
を
造
り
ま
し
た
。

武
家
屋
敷
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
黙
礼
の
な
か
を
な
が
る
ゝ
割
下
水
」

と
い
う
川
柳
が
見
ら
れ
ま
す
。
割
下
水

を
中
に
し
て
、
武
士
が
黙
礼
を
か
わ
し

て
い
る
光
景
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

排
水
路
の
本
管
と
も
い
う
べ
き
も
の

が
屋
敷
地
境
、
町
境
に
造
ら
れ
た
下
水

で
、
幕
府
が
造
っ
た
も
の
が
御
公
儀
下

水
、
今
で
い
う
民
間
所
有
の
も
の
は
自

分
下
水
と
か
、
手
前
下
水
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
沽
券
絵
図
に
、
例
え
ば
「
鉄
砲

町
大
下
水
」
と
い
う
町
名
を
冠
し
た
も

の
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
ち
ら
は
、

幅
３
尺
か
ら
６
尺
（
0.9
〜
1.8
ｍ
）。
今

の
町
境
は
、
通
り
や
川
筋
が
境
界
線
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
通
り
が
境

界
で
は
な
く
、
通
り
を
は
さ
ん
で
、
向

か
い
合
う
の
が
一
つ
の
町
と
い
う
こ
と

で
す
。
民
俗
学
的
に
は
、
悪
霊

あ
く
り
ょ
う

が
入
り

込
む
の
を
防
ぐ
た
め
に
町
境
に
排
水
路

を
つ
く
っ
た
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。

い
わ
ゆ
る
結
界
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

下
水
は
石
積
み
や
木
樋
で
造
ら
れ
、

地
中
に
埋
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
神
田

上
水
の
上
を
ま
た
い
で
い
た
下
水
は
、

「
箱
樋
は
こ
ど
い

」
で
通
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
様
子
は
、
絵
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

下
水
浚
い
は
鳶と

び

の
仕
事

下
水
の
管
理
は
原
則
と
し
て
町
が
行

い
ま
す
。
町
境
の
下
水
は
両
側
の
町
で

分
担
し
て
決
め
、
時
代
が
下
る
と
、
掃

除
や
補
修
の
費
用
を
分
担
し
あ
う
下
水

組
合
を
つ
く
り
管
理
を
す
る
例
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
を
町
入
用
、「
ま
ち
い

り
よ
う
」
と
か
「
ま
ち
に
ゅ
う
よ
う
」

と
呼
び
、
地
主
が
屋
敷
の
間
口
に
応
じ

て
負
担
し
た
の
で
、
長
屋
の
住
人
が
払

う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

武
家
屋
敷
も
一
緒
に
な
っ
た
組
合
で
は
、

武
家
は
禄
高
に
応
じ
て
負
担
費
用
を
決

め
た
そ
う
で
す
。

下
水
浚
い
を
鳶
が
町
か
ら
委
託
さ
れ

て
い
た
と
い
う
の
は
、
面
白
い
発
見
で

し
た
。
な
ぜ
鳶
か
と
い
う
と
、
土
木
一

般
に
使
う
道
具
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、

と
い
う
理
由
が
有
力
で
し
ょ
う
。
江
戸

風
俗
に
詳
し
か
っ
た
三
田
村
鳶
魚

え
ん
ぎ
ょ

（
１

８
７
０
〜
１
９
５
２
）
が
記
し
た
中
に
、

大
家
が
下
水
の
掃
除
を
す
る
と
、
鳶
が

「
俺
た
ち
の
仕
事
だ
。
余
計
な
こ
と
を

す
る
な
」
と
妨
害
す
る
話
が
出
て
き
ま

す
。
彼
ら
は
も
と
も
と
地
元
の
土
木
技

術
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
鳶

は
後
の
享
保
時
代
に
な
る
と
、
町
火
消

し
に
な
り
ま
す
。
町
火
消
し
を
組
織
し

た
当
初
は
、
町
の
旦
那
と
か
素
人
を
集

め
た
の
で
す
が
、
素
人
で
う
ま
く
い
か

な
い
。
そ
こ
で
、
や
は
り
身
の
軽
い
人

と
い
う
こ
と
で
、
鳶
が
中
心
に
な
っ
た

よ
う
で
す
。

ド
ブ
や
溝
は
町
人
の
管
理
で
し
た
が
、

堀
や
川
の
浚
い
は
町
奉
行
が
入
札
で
請

負
に
出
し
ま
す
。
芥
あ
く
た

取
り
と
呼
ば
れ
た

浚
い
の
専
門
業
者
で
、
堀
や
川
の
浚
渫

し
ゅ
ん
せ
つ

だ
け
で
は
な
く
て
、
町
の
ご
み
を
集
め

て
埋
め
立
て
地
に
運
搬
す
る
こ
と
も
し

て
い
ま
し
た
。

排
水
量
は
少
な
か
っ
た

現
在
の
東
京
の
地
図
か
ら
は
想
像
も

で
き
な
い
ほ
ど
、
江
戸
に
は
た
く
さ
ん

上：表店、棟割長屋、裏店から出た水は、町境下水を経て、川に注ぐ。
左上：石組下水と竹雨樋：中央の竹雨樋が屋根の雨水を下水に流している。（「風俗四季
哥仙」 "五月雨" 鈴木春信画）
下右：町境下水『守貞漫稿　巻之三』
下左：雨落下水　店の軒下に下水が描かれている。 錦袋圓『江戸名所図会』
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の
堀
や
川
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す

か
ら
、
私
は
「
堀
や
川
も
、
江
戸
の
下

水
道
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。
当
時
は
下
水
と
い
っ
て

も
、
屎
尿
し
に
ょ
う

は
別
で
す
し
、
家
庭
か
ら
出

る
雑
排
水
も
そ
れ
ほ
ど
汚
れ
て
い
ま
せ

ん
か
ら
、
川
や
堀
に
直
接
流
れ
て
い
っ

て
も
問
題
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

町
な
か
の
下
水
は
６
〜
９
尺
（
1.8
〜
2.7

ｍ
）
く
ら
い
の
幅
で
し
た
が
、
深
さ
は

せ
い
ぜ
い
膝
ま
で
。「
放
れ
馬
　
ど
ぶ

か
ら
旦
那
首
を
出
し
」
と
い
う
川
柳
は
、

暴
れ
馬
が
来
て
避
け
る
た
め
に
ド
ブ
に

飛
び
込
ん
だ
旦
那
が
首
だ
け
出
し
て
様

子
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
い
う
様
子
を

詠
ん
で
い
ま
す
。
現
代
の
私
た
ち
は
、

下
水
路
に
落
ち
る
と
い
う
と
、
ひ
ど
く

汚
い
感
じ
が
し
ま
す
が
、
昔
の
ド
ブ
は

大
し
て
汚
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

堀
を
す
べ
て
掘
り
終
わ
っ
た
の
は
元

禄
時
代
の
こ
ろ
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
江
戸
の
人
口
も

増
加
し
ま
す
。
１
６
５
７
年
（
明
暦
３
）

で
推
定
28
万
人
。
元
禄
時
代
（
１
６
８

８
〜
１
７
０
３
）
で
35
万
人
。
享
保
時

代
（
１
７
１
６
〜
１
７
３
５
）
で
50
万

人
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
町
人
の
人
口

で
し
て
、
武
家
人
口
は
正
確
に
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。

―
こ
れ
だ
け
の
人
口
の
排
水
量
は

膨
大
な
も
の
で
し
ょ
う
。

い
い
え
、
私
は
、
そ
ん
な
に
多
く
な

ま
り
、
汲
み
取
っ
て
も
ら
う
側
が
相
手

に
金
を
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
１

９
３
３
年
（
昭
和
８
）
に
な
っ
て
か
ら

で
す
。
そ
れ
ま
で
は
お
百
姓
さ
ん
が
、

肥
料
代
と
し
て
お
金
を
払
っ
て
汲
み
取

り
に
来
て
い
ま
し
た
。

江
戸
と
い
う
の
は
、
現
在
の
地
図
で

い
う
と
山
手
線
の
内
側
と
墨
田
区
、
江

東
区
で
す
。
世
田
谷
の
郷
土
資
料
館
で

見
た
の
で
す
が
、
世
田
谷
、
赤
羽
、
葛

飾
あ
た
り
の
農
民
は
、
江
戸
市
中
に
汲

み
取
り
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。

水
路
が
あ
る
所
は
「
肥
舟
こ
え
ぶ
ね

」
で
屎
尿
を

運
び
、
水
路
の
無
い
所
は
馬
で
運
び
ま

す
。
肥
舟
は
、
揺
れ
で
チ
ャ
プ
ン
チ
ャ

プ
ン
と
揺
れ
な
い
よ
う
に
内
部
が
仕
切

ら
れ
て
い
た
の
で
「
部
切
舟

へ
き
り
ぶ
ね

」
と
も
言

わ
れ
た
り
、
葛
西
か
ら
来
た
の
で
「
葛か

西
舟

さ
い
ぶ
ね

」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

農
民
が
払
う
汲
み
取
り
料
は
、
長
屋

で
は
大
家
さ
ん
の
収
入
と
な
り
ま
す
。

今
の
感
覚
で
、
幾
ら
ぐ
ら
い
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。
川
柳
で
「
こ
ひ
（
肥
）
ぞ

つ
も
り
て
、
大
根
が
五
十
本
」
と
い
う

句
が
あ
り
ま
す
。
１
年
分
の
肥
え
が
そ

の
値
段
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
と
茄

子
が
50
個
と
か
ね
。「
光
陰
矢
の
ご
と

し
、
雪
隠
も
う
溜
ま
り
」
な
ど
と
い
う

句
も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

肥
料
の
需
要
が
増
え
れ
ば
、
屎
尿
の

値
段
も
上
が
り
ま
す
。
寛
政
の
こ
ろ

（
１
７
８
９
〜
１
８
０
０
）、
農
民
が
町

奉
行
に
汲
み
取
り
料
の
値
下
げ
を
嘆
願

し
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
長
屋
で

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
水
の
使
い
方
が

現
在
と
全
然
違
い
ま
す
か
ら
。

ま
ず
、
水
を
得
る
こ
と
が
非
常
に
大

変
な
仕
事
で
し
た
。
神
田
上
水
、
玉
川

上
水
が
江
戸
市
中
を
給
水
し
て
い
ま
し

た
が
、
今
の
よ
う
に
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば

水
が
出
て
く
る
わ
け
で
も
な
い
。
井
戸

端
に
行
き
、
水
を
汲
ん
で
こ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
は
大
変
な
仕

事
で
す
。

そ
れ
と
風
呂
屋
が
い
い
例
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
銭
湯
が
あ
り
、
個

人
宅
で
風
呂
を
持
つ
こ
と
は
大
変
な
贅

沢
で
し
た
。
こ
れ
は
水
が
稀
少
だ
っ
た

こ
と
だ
け
で
な
く
、
薪
が
高
か
っ
た
こ

と
も
原
因
に
あ
り
ま
す
。

町
人
が
使
う
水
も
、
米
の
と
ぎ
汁
は

ふ
き
掃
除
に
使
い
ま
し
た
。
そ
の
残
り

は
植
木
に
撒
く
。
下
水
に
入
る
余
地
は

ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
朝
、
顔
を
洗
い
口
を
ゆ
す
ぐ

ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。
洗
濯
、
野
菜
を
洗

う
等
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
ふ
ん
だ
ん

に
水
を
使
っ
て
い
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
江
戸
の
下
水
道
は
、

汚
水
排
除
で
は
な
く
、
雨
水
排
除
の
た

め
に
造
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
汚

水
と
い
っ
て
も
洗
剤
を
使
う
わ
け
で
も

な
く
、
便
所
は
汲
み
取
り
式
で
、
下
水

道
は
汚
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

江
戸
の
屎
尿
処
理

東
京
で
屎
尿
の
汲
み
取
り
料
金
、
つ

は
大
家
が
現
金
で
受
け
取
っ
て
い
た
よ

う
で
、
か
な
り
の
金
額
に
な
っ
た
よ
う

で
す
。
農
家
の
汲
み
取
り
料
金
値
下
げ

要
求
は
、
大
家
の
収
入
を
も
左
右
す
る

わ
け
で
、
決
着
ま
で
１
年
程
か
か
っ
て

い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
屎
尿
処
理
に
至

る
ま
で
、
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た

ち
で
や
る
、
と
い
う
自
治
の
精
神
が
生

き
て
い
ま
し
た
。

江
戸
の
「
水
を
捨
て
る
」

長
屋
を
例
に
と
る
と
、
長
屋
の
台
所

か
ら
出
た
水
は
、
木
の
樋
、
あ
る
い
は

竹
筒
で
外
の
ド
ブ
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

し
た
。
井
戸
端
の
排
水
も
、
ど
ぶ
に
行

き
ま
す
。
そ
の
ド
ブ
が
、
ま
た
表
通
り

の
下
水
へ
と
流
れ
て
い
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
水
を
無
駄
に
捨
て

る
と
い
う
感
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

使
え
る
だ
け
使
っ
て
、
余
っ
た
も
の
を

流
す
と
い
う
感
覚
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

防
火
用
に
溜
め
た
天
水
桶
に
ボ
ウ
フ
ラ

が
涌
か
な
い
よ
う
に
、
３
日
お
き
に
変

え
ろ
と
町
触
れ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
道

路
が
舗
装
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
水
は
埃
が
立
た

な
い
よ
う
に
乾
い
た
道
に
撒
く
な
ど
、

た
だ
捨
て
る
の
で
は
な
く
有
効
に
使
っ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
為
政
者
の
側
で
は
治
水
の
た

め
に
水
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
で
し
ょ
う
ね
。

右と下：部切舟と肥取　花咲一男『江戸かわや図絵』太平書屋
左：四谷大木戸を肥桶をつけた馬が行く。『江戸名所図会』
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江戸から東京へ流れる排水の歴史

こ
れ
は
私
の
推
測
で
す
が
、
徳
川
家

康
が
１
５
９
０
年
（
天
正
18
）
の
８
月

１
日
に
江
戸
に
入
り
ま
す
。
翌
々
日
の

８
月
３
日
に
大
雨
が
あ
っ
て
、
現
在
の

不
忍
の
池
と
、
そ
の
南
の
池
、
浅
草
の

千
束
の
あ
た
り
の
池
が
そ
ろ
っ
て
溢
れ

水
び
た
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

見
て
家
康
は
「
水
を
何
と
か
し
て
排
除

し
な
く
て
は
」
と
思
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

治
水
の
面
か
ら
い
う
と
、
水
路
の
出

口
に
水
門
を
造
ら
な
い
と
水
が
逆
流
し

ら
れ
た
も
の
で
、
汚
水
も
そ
こ
へ
流
さ

れ
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。

近
代
下
水
道

明
治
10
年
代
に
な
る
と
、
何
回
も
コ

レ
ラ
が
流
行
し
ま
し
た
。
コ
レ
ラ
の
原

因
は
下
水
が
水
道
の
中
に
入
る
か
ら
で

は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
、
東
京
市
も
水

道
を
造
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
憂
慮
し
始

め
ま
す
。

神
田
下
水
は
１
８
８
４
年
（
明
治
17
）

に
着
手
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
汚
水
処
理

を
せ
ず
、
近
く
の
竜
閑
川
と
神
田
川
に

排
水
す
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
、
屎
尿

は
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
最
初
は
東
京
全

域
に
張
り
巡
ら
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
の

で
す
が
、
資
金
が
続
か
な
く
て
、
１
８

８
８
年
（
明
治
21
）
ま
で
工
事
は
続
け

ら
れ
た
そ
う
で
す
。

同
年
、
東
京
市
上
下
水
道
調
査
委
員

会
が
「
東
京
市
下
水
設
計
第
一
報
告
書
」

を
提
出
し
て
い
ま
す
。「
屎
尿
は
今
ま

で
通
り
肥
料
と
し
て
使
う
」「
雨
水
は

今
ま
で
の
ド
ブ
を
使
う
」「
汚
水
だ
け

を
排
除
す
る
」
と
い
う
計
画
で
、
内
務

省
衛
生
工
学
師
Ｗ
・
Ｋ
・
バ
ル
ト
ン

（
英
国
人
）
の
案
で
す
。
こ
れ
も
資
金

が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
は
、

上
水
の
整
備
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

明
治
20
年
以
降
に
な
る
と
、
富
国
強

兵
で
工
場
が
徐
々
に
増
え
て
き
ま
し
た
。

れ
る
。
暗
渠
は
下
水
を
集
め
て
堀
河

（
三
十
間
堀
川
・
京
橋
川
・
外
堀
・
汐

留
川
）
に
流
す
。
暗
渠
の
中
は
常
に
潮

の
干
満
に
よ
り
下
水
が
流
さ
れ
、
不
潔

な
も
の
が
停
滞
す
る
こ
と
は
な
い
」
と

書
か
れ
、
暗
渠
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

煉
瓦
街
の
両
脇
に
家
が
造
ら
ま
し
た

が
、
家
に
は
便
所
も
台
所
も
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
入
居
者
は
台
所
を
あ

と
か
ら
増
設
し
た
ら
し
い
で
す
ね
。
便

所
は
、
建
物
の
裏
側
の
共
同
便
所
を
利

用
し
た
。
江
戸
時
代
と
変
わ
ら
な
い
で

す
よ
。
映
画
の
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
銀
座
の
煉
瓦

街
の
下
水
は
、
雨
水
排
除
の
た
め
に
造

復元された長屋。水瓶の横から木樋で水が排水
される。（江戸東京博物館『模型で見る江戸・東
京の世界』1997）

ま
す
。
隅
田
川
と
つ
な
が
る
水
路
出
口

に
は
水
門
が
無
か
っ
た
よ
う
が
、
隅
田

川
に
出
る
手
前
、
割
下
水
が
横
川
に
つ

な
が
る
所
で
は
、
水
門
で
あ
る
「
圦い
り

樋ひ

」

が
造
ら
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
開
閉
の
番
人
が
い
た
こ
と

も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
隅
田
川
の
河
口

に
水
門
が
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
堤
な

ど
の
土
手
の
外
側
が
遊
水
池
と
し
て
機

能
し
て
い
た
か
ら
で
、
大
水
が
出
て
水

浸
し
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
地
域
を
、

ち
ゃ
ん
と
残
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

銀
座
煉
瓦
街
の
下
水
道

１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
に
銀
座
の

大
火
が
あ
り
、
そ
の
後
に
有
名
な
煉
瓦

街
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
下
水
道
を
造

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
下
水

道
史
を
読
ん
で
も
、
道
路
の
両
脇
に
あ

っ
た
側
溝
に
ふ
た
を
し
た
も
の
で
、
こ

れ
が
西
洋
風
の
溝
渠
（
両
側
の
Ｕ
字
溝

に
蓋
を
し
た
も
の
）
と
書
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
そ
の
記
述
を
間
違
っ
て

い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
き
ち
ん
と
暗

渠
で
造
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

東
京
都
立
中
央
図
書
館
に
『
東
京
地

理
志
（
マ
マ
）

料
　
巻
之
四
』
の
草
稿
が

所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
道
路

中
央
の
車
馬
道
両
側
の
底
に
は
一
條
の

暗
渠
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
横
に
は
数

條
の
支
溝
が
通
じ
て
い
て
、
雨
水
や
各

家
の
汚
水
を
受
け
て
こ
の
暗
渠
に
送
ら

［銀座煉瓦街］（中央区立京橋図書館蔵）



8

り
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
大
正
時
代
ま
で
は
農
民
が
町
中
ま

で
買
い
に
来
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
昭

和
初
期
に
な
っ
て
、
屎
尿
が
農
家
に
と

っ
て
財
と
見
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
処
理
に
困
り
、
東

京
市
が
東
武
線
な
ど
に
頼
ん
で
近
郊
ま

で
屎
尿
を
運
ん
で
も
ら
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。
こ
の
列
車
は
「
黄
金
列
車
」
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。

屎
尿
は
資
源
で
は
な
く
な
り
、
水
洗

化
が
進
ん
で
処
理
さ
れ
る
対
象
と
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

豊
島
区
池
袋
を
水
源
と
す
る
弦
巻
川

と
い
う
川
が
あ
り
ま
し
て
、
昭
和
の
初

め
、
そ
こ
を
下
水
化
す
る
こ
と
を
誇
り

に
思
う
と
高
田
町
町
長
が
言
っ
た
石
碑

が
雑
司
ヶ
谷
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

も
当
時
の
気
分
を
表
し
て
い
ま
す
ね
。

昭
和
に
入
る
と
家
庭
に
風
呂
が
普
及

し
始
め
ま
す
。
ま
た
、
１
９
４
０
年

（
昭
和
15
）
こ
ろ
の
調
査
で
は
、
水
洗

便
所
の
設
置
価
格
が
高
く
、
普
及
率
は

か
な
り
低
か
っ
た
よ
う
で
す
。
当
時
田

園
都
市
と
し
て
計
画
さ
れ
た
田
園
調
布

は
、
浄
化
槽
を
備
え
て
い
ま
し
た
。

戦
後
復
興
が
中
心
だ
っ
た
政
策
が
、

そ
ろ
そ
ろ
経
済
成
長
期
に
な
り
、
工
場

廃
水
が
問
題
化
す
る
に
つ
れ
て
、
衛
生

観
念
も
強
ま
っ
て
、
下
水
道
を
急
い
で

造
ろ
う
と
い
う
風
潮
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
全
国
下
水
道
促
進
会
議
が
「
下
水

道
国
策
樹
立
要
望
の
請
願
書
」
を
国
会

に
提
出
し
た
の
が
１
９
５
５
年
（
昭
和

30
）
で
、
２
年
後
に
は
建
設
省
（
当
時
）

都
市
局
に
下
水
道
課
が
で
き
ま
す
。
そ

れ
ま
で
は
道
路
整
備
が
優
先
さ
れ
、
国

も
下
水
道
に
資
金
を
出
し
た
が
ら
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
１
９
５
９
年
度
（
昭

和
34
）
は
前
年
度
に
比
べ
、
下
水
道
事

業
に
対
す
る
国
庫
補
助
が
倍
に
な
り
ま

し
た
。
東
京
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
招
く

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う

ね
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
地
盤
沈
下
、
洪
水

と
い
っ
た
問
題
が
多
発
し
始
め
、
川
の

汚
染
も
ひ
ど
く
な
り
ま
し
た
。

上
水
道
と
下
水
道
が
別
々
に

も
と
も
と
東
京
の
下
水
道
事
業
の
所

管
は
、
１
９
１
１
年
（
明
治
44
）
東
京

市
下
水
改
良
事
務
所
が
始
ま
り
で
、
１

９
２
６
年
（
大
正
15
）
に
土
木
局
の
下

水
課
と
な
り
、
１
９
３
６
年
（
昭
和
11
）

に
水
道
局
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
下
水
道
を
造
る
資
金
を
、
上
水
道
の

方
か
ら
財
源
調
達
し
よ
う
と
し
た
た
め

で
す
。

戦
後
、
１
９
６
２
年
（
昭
和
37
）
に

下
水
道
局
が
水
道
局
と
は
別
に
発
足
し

ま
す
。
こ
れ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
へ

の
対
応
や
、
事
業
資
金
に
も
国
庫
補
助

が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

水
道
局
と
下
水
道
局
が
別
れ
て
、
独
自

に
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
意
図
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

下
水
道
が
土
木
産
業
の
振
興
な
ど
に
利

用
さ
れ
た
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

本
所
の
割
下
水
が
汚
れ
始
め
た
の
も
明

治
20
年
代
以
降
の
こ
と
で
す
。

上
水
の
整
備
も
あ
る
程
度
目
途
が
た

っ
て
き
た
東
京
市
で
は
、
１
９
０
４
年

（
明
治
37
）
に
東
京
帝
国
大
学
の
教
授

だ
っ
た
中
島
鋭
治
に
下
水
道
設
計
を
依

頼
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
は
、
中
島
も
バ
ル
ト
ン

も
、
衛
生
工
学
と
い
う
点
か
ら
上
下
水

道
を
一
体
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
屎
尿
を
流
し
処
理
す
る
と
い
う
考

え
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
中

島
の
計
画
は
バ
ル
ト
ン
案
と
ほ
ぼ
同
じ

で
す
が
、
違
っ
て
い
た
の
は
汚
水
と
雨

水
を
同
じ
管
で
流
す
合
流
式
を
提
案
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
衛
生

面
で
は
、
汚
水
と
雨
水
を
分
け
て
流
す

分
流
式
の
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
は
当

然
わ
か
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
資

金
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
簡
単
に
決

め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
よ

う
で
す
。
下
水
道
料
金
の
徴
収
に
し
て

も
、「
川
で
充
分
だ
」
と
い
う
反
対
の

声
が
ず
い
ぶ
ん
と
上
が
っ
た
と
い
い
ま

す
。紆

余
曲
折
の
末
、
東
京
で
下
水
道
の

工
事
が
始
ま
る
の
は
１
９
１
３
年
（
大

正
２
）
で
、
三
河
島
汚
水
処
理
場
が
稼

働
を
始
め
る
の
は
１
９
２
２
年
（
大
正

11
）
で
す
。

東
京
市
の
下
水
設
計
の
た
め
に
、
中

島
鋭
治
は
海
外
視
察
を
し
て
い
ま
す
。

当
時
は
、
パ
リ
の
下
水
も
ロ
ン
ド
ン
の

下
水
も
、
町
か
ら
遠
く
へ
運
ん
で
そ
の

ま
ま
川
に
放
流
す
る
も
の
で
し
た
。

１
９
１
４
年
（
大
正
３
）
に
は
、
現

在
標
準
的
に
使
わ
れ
て
い
る
浄
化
技
術

「
活
性
汚
泥
法
」
が
イ
ギ
リ
ス
で
研
究

開
発
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
三
河
島
で
は
当
初
は
、
活
性
汚
泥

法
で
は
な
く
、
散
水
濾
床
法

さ
ん
す
い
ろ
し
ょ
う
ほ
う

と
い
っ
て
、

下
水
を
石
の
上
に
撒
い
て
、
石
に
付
着

し
て
い
る
微
生
物
が
浄
化
を
す
る
と
い

う
仕
組
み
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

名
古
屋
で
１
９
２
４
年
（
大
正
13
）
に

活
性
汚
泥
法
で
最
初
の
処
理
場
が
造
ら

れ
ま
し
た
し
、
そ
の
２
年
後
に
は
三
河

島
に
も
活
性
汚
泥
法
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

川
が
汚
れ
出
し
た

川
が
汚
れ
だ
し
た
の
は
終
戦
後
の
印

象
で
私
の
人
生
と
も
重
な
り
ま
す
が
、

ひ
ど
く
な
っ
た
の
は
１
９
５
０
年
代
後

半
か
ら
、
つ
ま
り
昭
和
30
年
以
降
で
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
１
９
３

３
年
（
昭
和
８
）、
東
京
市
が
汲
み
取

上：1919年（大正８）～1921年（大正10）に行われた、現在の和泉橋
（神田川にかかる橋）付近の下水道工事。現場は大雨のとき、下水管内
に造られた堰を越えた下水が、神田川に流れ出るようになる「分水堰」
の築造工事。『第七回東京市下水道事業概要』より
下：東京市時代の芝浦下水処理物のシンプレックス式曝気（ばっき）槽。
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高
度
成
長
で
下
水
道
局
が
新
設
さ
れ

た
の
で
、
急
遽
、
技
術
者
を
集
め
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
求
人
キ
ャ

ラ
バ
ン
隊
と
い
う
の
が
下
水
道
局
に
つ

く
ら
れ
、
全
国
の
工
業
学
校
を
回
っ
た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
40
年
代
に
な
る
と
、
流
域
下
水

道
が
各
地
で
導
入
さ
れ
ま
す
。
下
水
道

法
で
は
、
下
水
道
は
も
と
も
と
各
市
町

村
が
整
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

東
京
都
の
場
合
は
特
殊
で
、
23
区
内
の

仕
事
を
東
京
都
が
市
の
代
わ
り
に
行
っ

て
い
ま
す
。

流
域
下
水
道
と
い
う
の
は
わ
か
り
や

す
く
い
う
と
、
２
つ
以
上
の
市
が
、
川

の
水
質
保
全
を
目
的
と
し
て
県
が
処
理

場
と
下
水
道
幹
線
を
造
り
、
そ
こ
に
各

市
が
下
水
道
を
つ
な
い
で
い
く
と
い
う

も
の
で
す
。
各
市
が
公
共
下
水
道
を
つ

く
り
、
そ
れ
を
つ
な
い
だ
の
が
流
域
下

水
道
で
す
。

１
９
６
７
年
（
昭
和
43
）
に
、
建
設

省
（
当
時
）
都
市
局
長
が
流
域
下
水
道

の
事
業
主
体
を
都
道
府
県
と
す
る
通
達

を
発
令
し
、
国
の
事
業
に
対
す
る
補
助

率
が
１
／
２
と
な
り
ま
し
た
。
ま
あ
、

国
と
し
て
事
業
を
進
め
な
さ
い
と
後
押

し
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

下
水
を
開
く

私
は
、
山
形
県
の
庄
内
地
方
に
お
住

ま
い
の
親
戚
の
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
、

「
最
近
の
人
は
水
を
い
じ
め
て
い
る
」

と
言
わ
れ
、
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。
私

も
実
際
に
見
に
行
き
ま
し
た
が
、
そ
の

お
ば
あ
さ
ん
は
洗
剤
は
使
わ
な
い
。
台

所
で
使
っ
た
水
は
、
屋
外
の
沈
殿
池
に

い
っ
た
ん
溜
ま
り
、
上
澄
み
だ
け
川
に

流
れ
ま
す
。
あ
と
で
使
う
人
が
困
ら
な

い
よ
う
に
、
汚
さ
な
い
で
捨
て
る
と
い

う
姿
勢
が
、
排
水
に
対
し
て
行
き
渡
っ

江戸から東京へ流れる排水の歴史

て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
水
道
水
が
ま
ず

い
と
か
臭
い
と
か
文
句
を
言
い
ま
す
が
、

自
分
が
捨
て
た
水
が
原
因
の
一
部
で
あ

る
こ
と
を
、
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
せ

ん
。そ

う
い
う
目
で
改
め
て
東
京
の
排
水

を
見
ま
す
と
、
使
っ
た
後
の
水
は
す
ぐ

に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
使

っ
た
水
を
捨
て
た
り
流
し
た
り
す
る
こ

と
は
、
無
意
識
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
見
え
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し

江
戸
時
代
に
は
、
開
渠
で
す
か
ら
流
す

こ
と
が
見
え
て
い
た
の
で
す
。

今
の
人
は
、
自
分
が
使
っ
た
水
が
ど

こ
を
通
っ
て
、
ど
こ
で
処
理
さ
れ
て
い

る
か
知
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
と
し

た
ら
、
子
供
の
こ
ろ
に
そ
う
い
う
こ
と

を
「
躾

し
つ
け

る
」
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

「
教
育
」
で
は
な
い
の
で
す
。

き
れ
い
に
す
る
、
と
い
う
基
準
は
人

に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。

下
水
処
理
に
よ
っ
て
、
排
水
が
１
０

０
％
き
れ
い
に
な
る
と
い
う
下
水
道
局

員
に
対
し
て
、「
そ
の
処
理
水
は
飲
め

ま
す
か
？
」
と
聞
い
た
人
が
い
ま
し
た
。

「
飲
め
ま
せ
ん
」
と
の
答
え
に
「
そ
れ

じ
ゃ
あ
１
０
０
％
き
れ
い
に
な
っ
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
」
と
聞
い
た
人
は
思

い
ま
す
。
局
員
は
排
出
基
準
を
も
と
に

答
え
て
い
ま
す
が
、
聞
い
た
ほ
う
は

「
飲
め
る
か
ど
う
か
」
が
き
れ
い
の
基

準
な
ん
で
す
ね
。
私
は
こ
う
い
っ
た
普

通
の
人
の
感
覚
は
大
切
だ
な
あ
と
思
い

ま
し
た
。

こ
の
感
覚
の
差
は
、
住
民
と
行
政
が

よ
く
話
し
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

だ
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
そ
う
い
う
こ
と

は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
下
水
処
理
場

の
見
学
な
ど
も
、
積
極
的
に
行
っ
て
、

見
て
、
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
節
水

意
識
は
進
ん
で
き
ま
し
た
が
、
水
質
に

対
す
る
意
識
は
ま
だ
遅
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

最
近
考
え
る
の
は
、
下
水
道
が
で
き

て
た
か
だ
か
１
０
０
年
。
果
た
す
べ
き

役
割
は
、
時
代
と
と
も
に
常
に
変
化
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
変
化
に
対
し

て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
今
の
時
代

に
、
本
当
に
生
活
に
必
要
な
も
の
は
何

な
の
か
。
水
洗
便
所
な
ん
か
浄
化
槽
で

充
分
で
、
わ
ざ
わ
ざ
パ
イ
プ
で
遠
く
に

持
っ
て
い
っ
て
処
理
す
る
こ
と
も
な
い

の
で
は
な
い
か
。

江
戸
に
学
ん
で
、
汚
水
処
理
、
雨
水

処
理
、
屎
尿
処
理
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
根
本
的
な
こ
と
を
問
い
直
さ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
住
民
と
行
政
が
話

し
合
う
と
い
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
が
工

事
説
明
会
止
ま
り
。
も
っ
と
計
画
段
階

か
ら
市
民
と
話
し
合
う
と
い
い
と
思
い

ま
す
。

大
切
な
の
は
、
住
民
と
行
政
の
信
頼

関
係
を
取
り
戻
し
、
協
力
し
て
い
く
姿

勢
を
双
方
に
つ
く
る
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

栗田彰『江戸の下水道』青蛙房　1997


