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日
本
中
に
あ
ま
ね
く
近
代
水
道
が
行
き
わ
た
っ

た
の
は
意
外
と
新
し
い
。
日
本
で
最
初
に
近
代
水

道
が
は
い
っ
た
の
は
、
明
治
20
年
の
横
浜
で
あ
り
、

そ
の
あ
と
、
東
京
、
大
阪
、
神
戸
な
ど
、
沿
岸
域

の
大
都
市
に
「
衛
生
」
を
目
的
と
し
た
近
代
水
道

が
普
及
し
た
。
し
か
し
、
清
浄
な
水
が
容
易
に
手

に
は
い
る
農
山
村
に
水
道
が
ひ
ろ
が
る
の
は
、
高

度
経
済
成
長
期
以
降
、
つ
ま
り
昭
和
30
年
代
だ
。

た
と
え
ば
、
琵
琶
湖
辺
で
は
、
昭
和
30
年
代
ま
で
、

「
近
い
水
」
が
あ
ま
ね
く
く
ら
し
の
中
に
生
き
て
い

た
。近

い
水
に
囲
ま
れ
た
く
ら
し
は
、
縄
文
、
弥
生

時
代
か
ら
、
数
百
年
、
数
千
年
の
間
に
、
地
域
社

会
の
中
に
、
水
と
う
ま
く
つ
き
あ
う
知
恵
を
育
て

て
き
た
。
特
に
水
田
農
耕
に
依
存
す
る
日
本
で
は
、

水
田
に
ひ
く
水
が
地
域
の
中
に
縦
横
に
ひ
か
れ
、

年
中
安
定
し
た
水
の
流
れ
を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
。

「
お
ば
あ
さ
ん
は
川
に
洗
濯
に
」
と
い
う
桃
太
郎
の

世
界
が
あ
っ
た
の
だ
。
わ
き
水
や
農
業
用
水
路
、

河
川
の
流
れ
に
そ
っ
て
、
人
び
と
は
飲
み
水
を
取

り
入
れ
、
洗
い
も
の
を
し
、
流
れ
る
水
に
食
物
を

冷
や
し
た
。
水
路
に
沿
っ
て
並
ぶ
家
い
え
の
間
で

は
、
隣
の
家
か
ら
流
れ
で
る
水
は
、
次
の
家
の
上

水
と
な
る
。
隣
同
志
の
社
会
関
係
の
親
密
さ
は
、

汚
れ
も
の
を
流
さ
な
い
と
い
う
く
ら
し
の
「
節
度
」

を
つ
く
り
だ
す
。
こ
の
節
度
は
決
し
て
隣
の
家
の

た
め
だ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
家
の
得
に
も
な
る
。

た
と
え
ば
、
風
呂
の
落
し
水
や
人
間
の
し
尿
は

「
養
い
水
」
と
し
て
、
野
菜
や
米
な
ど
の
農
作
物
を

育
て
る
肥
料
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
。
け
っ
し
て

「
排
水
」
で
は
な
い
の
だ
。
価
値
あ
る
栄
養
分
を
生

産
に
回
す
文
化
を
私
自
身
は
「
使
い
回
し
文
化
」

と
名
づ
け
た
。
使
い
回
し
文
化
が
近
隣
集
団
と
い

う
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
範
囲
に
生
き
て
い
た

の
だ
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
た
ち
に
は
「
川
に
お
し

っ
こ
を
し
た
ら
お
ち
ん
ち
ん
が
は
れ
る
」
と
言
い

聞
か
せ
、
万
一
汚
れ
も
の
を
流
し
た
ら
塩
を
流
し
、

清
め
の
儀
式
を
す
る
。
隣
の
人
び
と
が
汚
れ
を
流

さ
な
い
と
い
う
顔
の
見
え
る
信
頼
関
係
が
、
川
の

水
を
も
飲
み
水
と
す
る
安
心
感
を
も
た
ら
し
て
い

た
。こ

の
よ
う
な
水
の
使
い
回
し
文
化
が
崩
れ
る
の

が
、
水
道
の
導
入
と
、
時
を
同
じ
く
し
て
普
及
し

た
化
学
肥
料
で
あ
る
。
化
学
肥
料
は
農
業
労
働
の

軽
減
と
生
産
力
の
増
強
を
ね
ら
い
と
し
て
、
昭
和

30
年
代
に
急
速
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。
同
時
に
工
場
も

増
え
た
。
家
庭
や
農
地
や
工
場
か
ら
排
水
が
流
れ

だ
し
、
結
果
と
し
て
、
河
川
や
湖
な
ど
の
汚
染
を

も
た
ら
し
た
。

水
域
汚
染
へ
の
切
り
札
と
し
て
採
用
さ
れ
た
技

術
が
「
下
水
道
」
で
あ
る
。
下
水
道
は
、
河
川
や

湖
沼
へ
の
汚
濁
物
の
負
荷
を
軽
減
す
る
こ
と
が
ね

ら
い
と
さ
れ
た
。
確
か
に
計
算
上
は
汚
濁
負
荷
は

減
ら
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
下
水
処

理
場
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
汚
泥
は
、
再
利
用
さ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
「
産
業
廃
棄
物
」
と
し

て
焼
却
処
分
さ
れ
る
。
化
学
肥
料
に
よ
る
栄
養
分

の
負
荷
は
、
ほ
と
ん
ど
対
策
の
な
い
ま
ま
、
河
川

や
湖
沼
に
流
れ
こ
む
。
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
の
使

い
回
し
の
思
想
は
全
く
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

河
川
や
湖
沼
は
汚
濁
物
の
処
理
場
に
な
る
。

し
か
し
、
上
水
道
の
普
及
に
よ
り
増
大
し
た
水

需
要
を
賄
う
の
も
河
川
や
湖
沼
で
あ
る
。
日
本
の

水
道
事
業
は
、
特
に
水
源
を
表
流
水
に
求
め
て
き

た
。
つ
ま
り
、
今
や
河
川
や
湖
沼
は
、
汚
濁
物
の

処
理
場
で
あ
る
と
同
時
に
上
水
の
供
給
場
と
も
な

る
。
上
水
や
下
水
を
管
理
す
る
主
体
は
、
近
隣
集

団
か
ら
行
政
部
局
に
う
つ
り
、
そ
こ
に
は
「
遠
い
」

社
会
関
係
が
導
入
さ
れ
る
。
生
活
者
は
単
な
る
水

の
消
費
者
と
な
り
、
利
用
料
金
を
払
う
だ
け
の
受

け
身
で
無
力
な
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
21

世
紀
、
地
球
規
模
で
の
水
不
足
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
不

足
が
問
題
と
な
る
。
日
本
で
は
、
水
は
自
給
で
き

て
い
る
と
思
い
が
ち
だ
。
で
も
、
食
料
の
６
割
以

上
を
輸
入
す
る
日
本
は
、
水
の
輸
入
大
国
で
も
あ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日
本
は
地
震
国
で
も
あ
る
。

何
百
キ
ロ
も
離
れ
た
水
に
依
存
す
る
大
規
模
シ
ス

テ
ム
は
、
潜
在
的
な
リ
ス
ク
を
も
増
大
さ
せ
る
。

「
も
し
も
蛇
口
が
止
ま
っ
た
ら
」
な
す
す
べ
を
持

た
な
い
無
力
な
生
活
者
か
ら
脱
す
る
に
は
ど
う
し

た
ら
い
い
の
か
。
難
し
い
議
論
は
い
ら
な
い
。
井

戸
水
や
わ
き
水
や
雨
水
、
そ
し
て
川
の
水
な
ど
、

地
理
的
に
近
い
水
を
、
社
会
的
、
精
神
的
に
近
い

水
に
か
え
る
こ
と
が
、
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
近
い
水
」
を
経
験
的
に

知
っ
て
い
る
世
代
の
知
恵
が
消
え
去
る
前
に
、
未

来
世
代
へ
の
安
心
を
つ
な
い
で
お
き
た
い
。

嘉
田
由
紀
子
か
だ
ゆ
き
こ

京
都
精
華
大
学
教
授
、
琵
琶
湖
博
物
館
研
究
顧
問
、

水
と
文
化
研
究
会
世
話
役

１
９
５
０
年
生
ま
れ
。
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
同
時
に
地
域
の
人

び
と
に
よ
る
環
境
調
査
を
企
画
・
実
践
。
日
本
、
ア
フ
リ
カ
、
ア

メ
リ
カ
な
ど
世
界
各
地
の
水
の
比
較
文
化
研
究
も
行
う
。
著
書
に

『
生
活
世
界
の
環
境
学
』『
水
遊
び
の
生
態
学
』『
環
境
社
会
学
』
な

ど
多
数
。

近
い
水
、
遠
い
水



豊
富
で
衛
生
的
な
水
を
、
安
定
し
て
供
給
す
る
の
が

上
水
道
の
役
目
で
す
。

よ
も
や
蛇
口
が
止
ま
る
な
ど
と
は
誰
も
考
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
水
道
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な

「
あ
た
り
ま
え
感
覚
」
は

い
っ
た
い
ど
こ
に
由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
。

水
道
は
使
う
み
ん
な
で
守
る
も
の
。

な
ら
ば
、
水
道
に
抱
く
信
用
や
安
心
を
守
る
こ
と
も

意
識
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。

当
然
（
あ
た
り
ま
え
）
と
思
っ
て
い
た
水
道
（
す
い
ど
う
）
を
、

水
道
（
み
ず
み
ち
）
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
ま
し
た
。
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4

私
た
ち
は
水
道
水
に
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て
い

ま
す
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
確
保
す
る
立
場
か
ら

「
水
道
は
公
営
事
業
」
と
い
う
の
が
、
現
代
の
水

道
法
で
定
め
ら
れ
た
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
近
代
以
前
の
日
本
に
は
「
自
分
の
使
う
水
は

自
分
で
治
め
る
」
と
い
う
感
覚
が
生
き
て
い
た
の

で
す
。
近
代
以
前
の
水
道
を
見
直
す
こ
と
で
、
こ

れ
か
ら
の
水
道
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
、
人

と
水
と
の
つ
き
あ
い
か
た
を
考
え
る
新
し
い
視
点

が
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
都
市
水
利
と

い
う
斬
新
な
見
方
か
ら
、
水
道
史
を
読
み
直
す
仕

事
を
続
け
て
き
た
神
吉
和
夫
さ
ん
の
お
話
を
う
か

が
っ
て
み
ま
し
た
。

な
ぜ
「
す
い
ど
う
」
と
呼
ぶ
か

近
代
水
道
以
前
の
水
道
の
基
本
文
献
は
、
戦
前

に
ま
と
め
ら
れ
た
『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』
の

第
七
篇
で
す
。
公
共
給
水
を
目
的
と
す
る
施
設
を

a
灌
漑
兼
用
、
b
官
公
用
専
用
、
c
一
般
飲
用
の

施
設
に
三
分
類
し
て
、
江
戸
、
地
方
の
順
に
そ
れ

ら
施
設
の
概
要
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
記
述
が

水
道
協
会
の
『
日
本
水
道
史
』
等
に
引
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

私
は
１
９
７
９
年(

昭
和
54
年)

こ
ろ
、
兵
庫
県

赤
穂
市
に
存
続
し
て
い
た
旧
赤
穂
水
道
（
１
６
１

６
年
創
設
）
の
調
査
に
参
加
し
ま
し
た
。
江
戸
時

代
に
水
道
が
あ
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
知
ら
ず
、

現
地
に
パ
ッ
と
行
き
、
暗
渠
と
な
っ
て
い
る
配
水

網
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
大
規
模
な
通
水
試
験
で

確
認
し
ま
し
た
。『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』
は

調
査
の
途
中
か
ら
読
ん
だ
の
で
す
。

先
入
観
な
し
に
調
査
を
し
た
お
か
げ
で
、
そ
も

そ
も
、
な
ぜ
「
水
道
」
と
呼
ぶ
の
か
と
疑
問
に
思

い
ま
し
た
。

『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』
第
七
篇
で
扱
っ
て
い

る
の
は
、
公
共
給
水
の
目
的
で
造
ら
れ
た
施
設
で

あ
り
、
歴
史
用
語
と
し
て
の
「
水
道
」
の
説
明
は

あ
り
ま
せ
ん
。
旧
赤
穂
水
道
の
場
合
は
、
施
設
名

称
が
水
道
で
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
・
絵
図
が
あ

ま
す
。
な
ぜ
水
道
か
、
な
ぜ
暗
渠
か
と
疑
問
に
思

い
、
そ
こ
か
ら
調
べ
始
め
た
の
で
す
。
最
終
的
に

行
き
当
た
っ
た
の
が
、
中
国
の
明
の
時
代
に
書
か

れ
た
『
菽
園
雑
記
』（
陸
容
撰
、
十
五
巻
、
１
４

９
４
年
）
と
い
う
本
の
中
に
、「
西
安
の
城
中
に

は
水
道
は
無
く
、
井
戸
も
少
な
く
城
中
の
人
が
困

っ
て
い
た
が
、
為
政
者
の
余
子
竣
が
河
川
か
ら
導

水
し
暗
渠
の
給
水
施
設
を
造
っ
た
」
と
い
う
記
述

を
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
水
道
は
み
ず
み
ち
と
い

う
意
味
で
す
。
中
国
で
は
水
道
と
い
う
言
葉
は
古

代
か
ら
あ
り
ま
す
が
、
上
水
道
の
意
味
で
は
使
わ

れ
て
い
な
い
の
で
す
。

明
代
の
西
安
は
、
繁
栄
を
誇
っ
た
唐
代
の
長
安

の
宮
城
の
部
分
が
残
っ
た
も
の
で
、
都
市
の
広
さ

も
六
分
の
一
ほ
ど
ま
で
縮
小
し
て
い
ま
し
た
。
唐

神
吉
和
夫

か
ん
き
か
ず
お

神
戸
大
学
工
学
部
助
手

１
９
４
７
年
生
ま
れ
。
神
戸
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
土
木

工
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
。
一
貫
し
て
土
木
史
の
再
検
討
を

行
い
、
湊
川
ト
ン
ネ
ル
保
存
検
討
委
員
会
委
員
、
滋
賀
県
近

代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
総
合
調
査
委
員
会
委
員
な
ど
多
く

の
委
員
を
務
め
る
。
主
な
著
書
・
共
著
書
に
『
江
戸
上
水
の

技
術
と
経
理
』（
ク
オ
リ

２
０
０
０
）、『
川
を
制
し
た
近
代

技
術
』（
平
凡
社

１
９
９
５
）、『
玉
川
上
水
の
江
戸
市
中
に

お
け
る
構
造
と
機
能
に
関
す
る
研
究
』
等
が
あ
る
。

住
民
が
自
分
た
ち
の
水
道
を
造
り
、

治
め
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。

近
世
城
下
町
に
見
る

水
道
の
知
恵
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みずみちのあたりまえ　近世城下町に見る水道の知恵

代
に
は
大
規
模
な
都
市
給
水
施
設
が
あ
っ
た
の
で

す
が
、
余
子
竣
が
為
政
者
と
な
っ
た
こ
ろ
に
は
水

が
流
れ
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

明
代
、
西
安
の
水
道
が
み
ず
み
ち
の
意
味
で
使

わ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
し
た
が
、
日
本
で
の
歴
史

用
語
と
し
て
の
水
道
が
何
を
指
し
示
す
か
を
調
べ

て
み
る
と
、
灌
漑
用
水
路
の
名
称
と
し
て
使
わ
れ

る
例
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
都
市
域
に
お
け

る
給
水
、
排
水
、
あ
る
い
は
そ
の
兼
用
施
設
と
し

て
の
意
と
し
て
近
世
に
な
っ
て
か
ら
現
れ
る
の
で

す
。

近
代
水
道
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー

１
８
８
７
年
（
明
治
20
年
）、
外
国
人
居
留
地

を
核
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
横
浜
に
、
日
本
最
初

の
近
代
水
道
が
造
ら
れ
ま
す
。
近
代
水
道
は
現
在

私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
水
道
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、

鉄
管
で
配
水
さ
れ
る
飲
料
可
能
な
水
が
共
同
水
栓

の
蛇
口
を
ひ
ね
る
だ
け
で
得
ら
れ
、
火
災
が
発
生

す
る
と
近
く
の
消
火
栓
か
ら
放
水
で
き
ま
す
。

１
８
９
０
年
に
は
水
道
条
例
が
公
布
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
で
い
う
水
道
は
近
代
水
道
で
あ
り
、
ま

た
市
町
村
に
よ
る
公
営
の
み
を
認
め
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
水
道
に
対
し
て
の
飲
料
水
供
給
施
設
、

あ
る
い
は
衛
生
的
な
水
を
供
給
す
る
施
設
と
い
う

一
般
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
現
代
ま
で

ず
っ
と
続
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

近
代
水
道
以
前
の
都
市
給
水
施
設
を
語
る
と
き

に
、
私
た
ち
の
頭
の
中
に
あ
る
「
衛
生
施
設
と
し

て
の
近
代
水
道
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て

見
て
し
ま
う
と
、
実
像
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
各

施
設
の
構
造
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
水
は
ど
こ

か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
い
っ
た
こ
と
の
調

そ
う
で
す
ね
。
私
は
１
９
８
２
年
（
昭
和
57
年
）

こ
ろ
か
ら
、
滋
賀
県
の
近
江
八
幡
水
道
の
研
究
を

始
め
た
の
で
す
が
、
こ
の
地
を
選
ん
だ
理
由
は
、

近
江
八
幡
の
水
道
が
最
初
か
ら
暗
渠
で
造
ら
れ
、

し
か
も
日
本
に
お
け
る
近
代
以
前
の
水
道
の
中
で

は
比
較
的
古
か
っ
た
た
め
で
す
。
１
６
０
７
年
に

建
設
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
江
八
幡
水
道
は
『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』

に
は
な
く
、『
日
本
水
道
史
』
に
初
め
て
登
場
す

る
の
で
す
が
、
簡
単
な
説
明
だ
け
で
『
滋
賀
縣
八

幡
町
史
』（
１
９
４
０
年
）
参
照
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
早
速
こ
の
本
を
読
ん
で
み
る
と
、「
八
幡

町
の
古
式
水
道
」
と
題
し
て
図
表
、
写
真
入
り
で

実
に
詳
細
な
記
述
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
驚
い
た

の
は
町
人
に
よ
り
建
設
さ
れ
て
、
規
約
に
よ
り
維

持
管
理
を
し
て
い
た
こ
と
で
す
。

１
９
８
１
年
に
、
郷
土
資
料
館
に
古
式
水
道
に

つ
い
て
問
い
合
わ
せ
を
し
ま
し
た
ら
、
江
南
洋
館

長
が
「
い
や
あ
、
ま
だ
使
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
お

っ
し
ゃ
る
。
驚
き
ま
し
た
ね
。
関
ケ
原
の
戦
い
の

こ
ろ
に
造
ら
れ
た
も
の
が
、
現
在
も
使
わ
れ
て
い

る
と
い
う
。「
こ
れ
は
大
変
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、

す
ぐ
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

住
民
が
水
道
を
造
り
、
管
理
し
た

水
道
史
で
近
江
八
幡
水
道
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
は
、
複
数
系
統
の
給
水
施
設
の
総
称
で
す
。

『
滋
賀
縣
八
幡
町
史
』
に
は
宝
暦
年
間
の
施
設
を

描
い
た
総
図
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
１

９
３
３
年
（
昭
和
８
年
）
の
時
点
で
町
内
に
25
系

統
の
給
水
施
設
が
あ
っ
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

各
施
設
は
水
源
地
に
埋
設
さ
れ
た
元
池
あ
る
い
は

元
井
戸
と
呼
ぶ
集
水
装
置
か
ら
、
竹
樋
を
延
ば
し

査
を
、
可
能
な
限
り
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え

ま
し
た
。

調
べ
て
み
る
と
、
為
政
者
に
よ
り
城
下
町
に
建

設
さ
れ
た
河
川
を
水
源
と
す
る
施
設
で
は
、
ほ
と

ん
ど
が
灌
漑
を
兼
用
し
て
い
ま
す
し
、
生
活
用
水

や
防
火
用
水
だ
け
で
な
く
、
堀
と
か
泉
水
に
も
流

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
多
様
な

用
途
の
施
設
を
、
灌
漑
は
農
学
分
野
、
水
道
は
工

学
分
野
と
い
う
よ
う
に
専
門
分
化
し
た
近
代
の
視

点
で
分
析
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

水
道
の
公
営
原
則
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が

言
え
ま
す
。
徳
川
家
康
が
江
戸
に
入
府
し
た
折
り

「
水
道
を
造
れ
」
と
命
じ
、
神
田
上
水
の
前
身
と

な
る
施
設
を
建
設
し
て
、
水
に
困
っ
て
い
た
江
戸

の
人
々
に
対
し
て
飲
料
水
を
供
給
し
た
話
が
、
水

道
史
に
よ
く
出
て
き
ま
す
。
私
も
こ
の
話
は
、
明

代
の
西
安
の
故
事
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い

と
思
い
ま
す
。
お
上
が
、
上
か
ら
下
々
の
者
に
向

か
っ
て
、
西
洋
の
衛
生
思
想
に
基
づ
く
水
道
と
い

う
あ
り
が
た
い
施
設
を
造
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な

話
が
、
江
戸
時
代
に
も
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
ま
た
、
従
来
の
水
道
史
で
は
公
共
給
水

を
目
的
と
す
る
水
道
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
ま
す

か
ら
、
近
世
城
下
町
に
為
政
者
が
建
設
し
た
都
市

給
水
施
設
が
多
く
登
場
す
る
の
で
す
。

―
し
か
し
公
営
原
則
で
は
な
い
水
道
も
、
江
戸

時
代
に
は
か
な
り
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

近江八幡水道の分布　1933年（昭和８）当時『滋賀縣八幡町史』より
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取
井
戸
と
呼
ぶ
溜
桝
に
導
い
て
、
水
を
汲
み
出
し

て
利
用
し
ま
す
。

管
理
は
使
用
者
で
構
成
さ
れ
る
井
戸
組
が
世
話

役
等
の
役
員
を
決
め
て
行
う
わ
け
で
す
が
、
役
員
、

維
持
管
理
の
方
法
、
給
水
範
囲
、
取
井
戸
の
総
数
、

等
を
書
い
た
規
約
が
あ
り
ま
す
。

近
江
八
幡
と
い
う
町
は
、
近
世
城
下
町
と
し
て

１
５
８
７
年
に
造
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
、
安
土
の

住
民
や
周
辺
村
落
の
人
々
が
集
め
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
町
割
り
は
当
時
の
為
政
者
で
あ
る
豊
臣
秀
次

が
行
い
ま
し
た
が
、
為
政
者
の
意
図
す
る
都
市
計

画
の
中
に
、
飲
料
水
の
供
給
施
設
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
秀
次
が
失
脚
し
た
後
、
八
幡
町
は
城
下

町
で
な
く
な
り
、
都
市
的
性
格
を
も
つ
在
郷
町
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
１
６
０
７
年
、
給

水
施
設
が
住
民
自
身
の
力
で
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ
ま
で
は
、
町
と
村
の
境
界
付
近
に
良
い
水
の
出

る
井
戸
が
あ
り
、
そ
こ
に
汲
み
に
行
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。
町
が
で
き
て
約
20
年
後
に
給
水
施
設
を

造
っ
た
わ
け
で
す
が
、
朝
鮮
通
信
使
が
休
息
す
る

た
め
に
造
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

元
井
戸
の
あ
る
土
地
を
所
有
す
る
村
に
対
し
て

は
、
井
戸
組
は
水
源
料
を
払
っ
て
い
ま
す
。
日
本

の
場
合
、
河
川
水
で
す
と
公
水
原
則
が
あ
り
、
お

金
を
払
わ
な
く
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
井
戸
の
場

合
は
私
有
が
原
則
で
お
金
を
払
う
。
こ
の
風
習
は

各
地
に
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
近
江
八
幡
で
は
、

こ
の
水
源
料
を
「
涼
料

す
ず
み
り
ょ
う

」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

渇
水
の
と
き
に
は
、
村
の
ほ
う
で
、
元
井
戸
か

ら
の
給
水
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
で
す
か
ら
、
渇
水
時
に
雨
乞
い
を
す
る
こ

と
に
な
る
と
井
戸
組
も
加
勢
す
る
の
で
す
が
、
雨

乞
い
の
手
順
、
お
供
え
な
ど
も
規
約
に
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
周
辺
村
落
は
、
自
分
た
ち
の
領
域
の

中
に
あ
る
水
源
と
い
う
理
由
で
、
井
戸
組
に
対
し

て
は
強
く
出
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
取
井
戸
の

総
数
の
制
限
も
村
と
の
関
係
か
ら
決
ま
っ
た
よ
う

で
す
。

為
政
者
は
介
入
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。「
陣

屋
井
戸
組
」
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
陣
屋

が
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、
陣
屋
も
利
用
者
と
し

て
井
戸
組
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

調
べ
て
み
る
と
類
似
の
施
設
が
滋
賀
県
内
で
は

大
津
、
彦
根
、
長
浜
な
ど
に
あ
り
ま
し
た
し
、
全

国
各
地
に
分
布
し
て
い
ま
し
た
。
住
民
が
自
分
た

ち
で
建
設
し
、
維
持
管
理
も
す
る
都
市
給
水
施
設

が
日
本
に
多
数
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ

し
規
模
は
小
さ
く
、
用
途
も
生
活
用
水
と
防
火
用

水
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

水
道
は
自
分
た
ち
で
守
る
も
の

私
は
こ
こ
に
来
て
み
て
初
め
て
、
根
本
的
に
水

道
へ
の
考
え
を
変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
な
と
思

い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
ま
で
私
は
渇
水
の
と
き
、
利

根
川
の
上
流
の
ダ
ム
を
ど
う
操
作
す
る
か
と
い
う

よ
う
な
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
下
流

の
み
な
さ
ん
は
「
上
流
の
ダ
ム
の
貯
水
率
は
何
パ

ー
セ
ン
ト
」
と
い
う
情
報
ば
か
り
聞
か
さ
れ
る
。

だ
か
ら
、
蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
水
が
出
な
い
と
水
道

局
に
電
話
す
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、「
お
上
が

施
設
を
造
り
、
水
を
供
給
す
る
の
が
当
た
り
前
」

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
い
。
水
道
と
い
う
の
は
自
分
た
ち
で
造
る

も
の
、
自
分
た
ち
で
維
持
管
理
す
る
も
の
な
ん
で

す
よ
。
本
当
に
水
が
大
切
だ
と
言
う
の
な
ら
ば
、

そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
流
れ
て
い
く
の
か
、

そ
し
て
、
自
分
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
み
る
の
が
当
た
り
前
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

―
確
か
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
公
営
原
則
の
水

道
が
当
た
り
前
の
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
当

然
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
水
道
局
も
み
な
さ
ん
に

良
い
水
を
供
給
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、

日
夜
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
公
営
原
則
の
上
に

立
っ
て
、
住
民
の
健
康
を
守
る
給
水
施
設
を
維
持

し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

た
だ
、
本
当
に
自
分
た
ち
が
ど
ん
な
水
を
飲
み

た
い
の
か
を
考
え
れ
ば
、
水
源
ま
で
自
分
た
ち
で

考
え
て
み
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
ね
。

近
代
水
道
と
の
違
い

―
当
時
世
界
一
の
大
都
市
で
あ
る
江
戸
で
も
、

基
本
的
に
は
近
江
八
幡
と
同
じ
よ
う
な
給
水
シ
ス

テ
ム
だ
っ
た
と
考
え
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

近
江
八
幡
の
場
合
は
、
元
井
戸
と
取
井
戸
を
竹

樋
で
繋
い
で
い
る
構
造
で
す
か
ら
、
取
井
戸
か
ら

水
を
汲
む
と
元
井
戸
の
水
位
も
下
が
っ
て
、
元
井

戸
の
外
部
の
地
下
水
が
元
井
戸
に
集
ま
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
取
井
戸
か
ら
水
を
汲
み

出
さ
ず
、
途
中
の
竹
樋
で
漏
水
が
な
け
れ
ば
、
給

水
シ
ス
テ
ム
に
水
が
貯
ま
っ
て
い
る
構
造
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
取
井
戸
か
ら
水
を
汲
み
出
し

て
利
用
す
る
開
放
給
水
シ
ス
テ
ム
で
、
竹
樋
に
は

近
代
水
道
の
よ
う
な
高
圧
が
か
か
ら
な
い
低
圧
給

水
シ
ス
テ
ム
で
す
。

江
戸
の
玉
川
上
水
の
場
合
は
、
暗
渠
の
取
入
口

と
水
利
用
を
す
る
末
端
の
溜
桝
（
上
水
井
戸
）
に

は
、
最
大
32
メ
ー
ト
ル
の
標
高
差
が
あ
り
ま
し
た
。

取
入
口
の
四
谷
大
木
戸
で
標
高
が
34
メ
ー
ト
ル
、

暗
渠
末
端
の
海
岸
低
地
で
は
地
盤
高
が
２
メ
ー
ト

ル
で
す
。
こ
の
間
を
、
木
製
の
暗
渠
で
繋
い
で
い

る
の
で
す
、
こ
の
ま
ま
だ
と
末
端
の
溜
桝
か
ら
す

ご
い
勢
い
で
水
が
噴
き
出
す
は
ず
で
す
。
近
江
八

幡
と
違
っ
て
、
溜
桝
で
の
水
利
用
が
な
く
て
も
給

水
シ
ス
テ
ム
は
常
時
水
が
流
れ
て
い
る
構
造
で
す
。

実
際
に
は
、
溜
桝
か
ら
水
が
噴
き
出
な
い
よ
う
に

途
中
で
水
が
放
流
さ
れ
る
の
で
す
。
玉
川
上
水
の

水
は
江
戸
城
堀
、
下
水
、
吹
上
御
庭
と
か
大
名
屋

敷
の
泉
水
に
流
れ
る
の
で
す
。
も
っ
と
も
海
岸
低

地
に
至
る
幹
線
水
路
の
一
つ
は
赤
坂
溜
池
の
脇
を

通
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
標
高
が
６
メ
ー
ト
ル
程
度

ま
で
下
が
り
ま
す
の
で
、
そ
の
先
は
標
高
差
が
少

な
く
な
っ
て
近
江
八
幡
と
同
じ
よ
う
な
貯
水
構
造

に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
近

世
の
水
道
を
分
類
す
る
と
、
貯
水
構
造
主
体
と
流

れ
構
造
主
体
、
そ
れ
か
ら
そ
の
中
間
的
な
構
造
に

な
る
と
考
え
ら
れ
、
す
べ
て
低
圧
・
開
放
給
水
シ

ス
テ
ム
で
す
。

近
代
水
道
は
、
高
圧
・
閉
鎖
給
水
シ
ス
テ
ム
で
、

蛇
口
を
開
け
な
け
れ
ば
貯
水
構
造
で
す
が
、
圧
力

が
か
か
っ
て
い
ま
す
の
で
蛇
口
を
開
く
と
流
れ
構

造
に
な
る
の
で
す
。
近
代
水
道
で
は
蛇
口
を
開
け

っ
放
し
に
す
る
浪
費
が
問
題
に
な
っ
て
、
蛇
口
を

き
ち
ん
と
閉
め
な
さ
い
と
叱
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、

玉
川
上
水
の
場
合
は
蛇
口
が
無
い
け
れ
ど
も
そ
れ

を
堀
、
下
水
、
泉
水
な
ど
の
用
水
と
し
て
利
用
す

る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
、
今
の

水
道
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
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上：『上水記』を基礎にした玉川上水及び神田上水の江戸市中の幹線配水路
左：玉川上水の江戸市中における水理構造の模式図
図版すべて神吉和夫『玉川上水の江戸市中における構造と機能に関する研究』1994より

近世水道の概要
注：『明治以前土木史』、『日本水道史』、堀越正雄『井戸と水道の話』、および各地の水道史誌他の記述を参考に作成。
配水域の構造の欄の1は開渠、2は開渠の暗渠化、3は当初から暗渠（井戸を水源）、4は当初から暗渠（井戸以外を水源）を示す。

神吉和夫「近世都市と水道」（大熊孝編『川を制した近代技術』平凡社、1994所収）より

都市名 都市分類 施設名称 竣工年 水源 配水域の構造 目的・用途

小田原 城下町 小田原早川上水 1545年　天文14 早川 2 生活、灌漑
江戸 城下町 神田上水 1590年　天正18 神田川 2 生活、灌漑、泉水、水車
甲府 城下町 甲府用水 1594年　文禄 3 相川 2 生活、濠、灌漑
富山 城下町 富山水道 1605年　慶長10 用水の流末、湧水 排水、防火
福井 城下町 福井芝原水道 1607年　慶長12 九頭竜川 1 生活、灌漑、泉水
近江八幡 城下町→在郷町 近江八幡水道 1607年　慶長12 井戸 3 生活
駿府 城下町 駿府用水 1609年　慶長14 安倍川 1 雑用、灌漑
米沢 城下町 米沢御入水 1614年　慶長19 松川 1 雑用、排水
播州赤穂 城下町 赤穂水道 1616年　元和 2 千種川 2or4 生活、灌漑、泉水
鳥取 城下町 鳥取水道 1617年　元和 3 湧水 4 生活
中津 城下町 中津水道 1620年　元和 6 山国川 2 生活、泉水
仙台 城下町 仙台四ツ谷堰用水 1620年　元和 6 広瀬川 1 雑用、灌漑、排水
福山 城下町 福山水道 1622年　元和 8 芦田川 2 生活、灌漑、濠
佐賀 城下町 佐賀水道 1623年　元和 9 多布施川 1 生活、濠、排水
桑名 城下町 桑名御用水 1626年　寛永 3 町屋川 2or4 生活、防火
金沢 城下町 金沢辰巳用水 1632年　寛永 9 犀川 2or4 濠、灌漑、泉水、生活？
高松 城下町 高松水道 1644年　正保 1 井戸 3 生活
（安房） 漁村 屋久島水道 1646年　正保 3 湧水 1 生活、灌漑
江戸 城下町 玉川上水 1654年　承応 3 玉川 4 生活、灌漑、泉水、濠、水車
江戸 城下町 本所（亀有）上水 1659年　万治 2 瓦曽根溜井 4 生活、灌漑、泉水？
水戸 城下町 水戸笠原水道 1663年　寛文 3 湧水 4 生活
名古屋 城下町 名古屋巾下水道 1664年　寛文 4 庄内川 4 濠、泉水、生活
長崎 港町 倉田水樋 1673年　延宝 1 銭屋川伏流水？ 4 生活、防火
長崎 港町 出島水樋 1707年　宝永 4 湧水 3 生活
長崎 港町 狭田水樋 1796年　寛政 8 井戸 3 生活
宇土 城下町 宇土轟水道 1690年　元禄 3 湧水泉池 4 生活、灌漑
郡山 宿場町 郡山皿沼水道 1722年　享保 7 溜池 4 生活（武士の宿所）
鹿児島 城下町 鹿児島水道 1723年　享保 8 湧水 4 生活
曽屋 宿場町 曽屋水道 1723年　享保 8 湧水泉 1 生活
（花岡） 農村 花岡水道 1780年　安永 9 高隅川 1 生活、灌漑
長崎 港町 西山水樋 1813年　文化10 井戸 3 生活
（玉里邸） 鹿児島藩主私邸 玉里邸水道 1835年　天保 6 湧水 4 生活、泉水？、灌漑
大津 港町、宿場町 大津寺内水道 1841年　天保12 湧水 4 生活
久留里 城下町 久留里水道 1851年　嘉永 4 横井戸 3 生活
（指宿） 鹿児島藩主別邸 指宿水道 1852年　嘉永 5 指宿川 4 生活、灌漑
（磯集成館） 工場 磯集成館水道 1852年　嘉永 5 木川 1 工場、水車、生活
（越ヶ浜） 漁村 越ヶ浜水道 1852年　嘉永 5 湧水、井戸？ 3 生活
箱館 城下町（奉行所） 箱館願乗寺川 1858年　安政 5 亀田川 1 生活、排水、舟運
箱館 五稜郭上水 1861年　文久 1 亀田川 4 生活、濠
神奈川 宿場町 神奈川宿御膳水 1867年　慶応 3 湧水 4 生活
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防
火
用
水
と
し
て
の
水
道

―
防
災
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
井
戸
が
で

き
る
だ
け
均
等
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
は
初
期
消

火
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

江
戸
の
場
合
は
、
実
際
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
確
か
に
初
期
消
火
に
は
役
に
立
ち
ま
す
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
燃
え
広
が
っ
て
し
ま
う
と
消

火
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
火
消
し
組
合
に
よ
る

延
焼
防
止
を
目
的
と
し
た
打
ち
壊
し
消
火
が
行
わ

れ
る
わ
け
で
す
。
最
初
は
水
を
持
っ
て
く
れ
ば
大

丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
実
際
水
道

を
造
っ
て
み
る
と
初
期
消
火
に
役
立
っ
て
も
燃
え

広
が
る
と
消
火
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
し
た
が
っ
て
、
高
圧
・
閉
鎖
給
水
シ
ス
テ
ム

の
近
代
水
道
が
、
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
す
か
。

日
本
が
近
代
水
道
を
導
入
す
る
と
き
に
、
連
続

給
水
方
式
と
間
欠
給
水
方
式
の
二
つ
の
選
択
肢
が

あ
り
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
間
欠
給
水

方
式
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
時
間
帯
だ
け

水
が
流
れ
、
そ
れ
以
外
で
は
流
れ
て
こ
な
い
。
不

便
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
節
約
と
い
う
意
味
で
は
そ

れ
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
結
局
、
日
本
で

は
連
続
給
水
方
式
が
選
択
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

利
便
性
と
い
う
大
義
の
他
に
、
も
う
一
つ
大
き
な

理
由
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
防
火
用
水
の
供

給
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
た
め
と
い
う
も
の
で
す
。

今
で
も
新
し
く
水
道
が
引
か
れ
ま
す
と
、
記
念

式
典
で
消
防
ホ
ー
ス
か
ら
放
水
し
ま
す
ね
。
近
代

水
道
で
あ
れ
ば
、
高
い
所
ま
で
水
が
上
が
る
。
今

ま
で
人
の
手
で
は
な
か
な
か
消
え
な
か
っ
た
火
災

が
、
こ
れ
で
一
挙
に
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

が
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
だ

か
ら
、
衛
生
施
設
と
し
て
水
道
が
造
ら
れ
た
と
言

わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
非
常
に
大
き
な
要
因
と
し
て
、

防
火
用
水
と
し
て
の
機
能
が
期
待
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
各
地

で
近
代
水
道
を
造
ろ
う
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
と

き
、「
そ
ん
な
に
お
金
を
使
っ
て
ど
う
す
る
の
だ
」

と
い
う
反
論
が
多
く
出
て
く
る
の
で
す
が
、
大
火

災
を
契
機
と
し
て
一
気
に
水
道
建
設
が
行
わ
れ
る

都
市
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
ま
す
。
近
代
以
前
に
つ

い
て
も
同
様
の
事
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
己
責
任
で
管
理
で
き
る
か

現
代
の
法
律
体
系
の
中
で
、
水
道
を
自
分
た
ち

で
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
住
民

が
頑
張
っ
て
、
自
分
た
ち
の
水
は
自
分
た
ち
で
確

保
す
る
と
い
う
方
向
で
動
け
ば
、
気
運
は
出
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

近
江
八
幡
の
あ
る
井
戸
組
合
で
は
水
質
検
査
を

時
々
実
施
し
て
い
て
、
飲
用
に
適
す
る
水
質
で
あ

る
こ
と
を
自
慢
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
井
戸

組
合
で
は
樋
管
が
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
パ
イ
プ
に
換
わ

っ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
江

戸
時
代
の
竹
樋
の
場
合
で
も
飲
用
可
能
と
い
う
結

果
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

た
だ
、
近
江
八
幡
で
あ
る
年
、
年
１
回
の
取
井

戸
の
巡
回
掃
除
を
役
員
が
し
て
い
る
の
を
見
学
し

た
の
で
す
が
、
作
業
を
見
て
い
る
と
取
井
戸
の
掃

除
は
し
て
い
る
け
れ
ど
、
井
戸
の
中
に
入
っ
て
損

傷
部
分
が
な
い
か
を
確
認
す
る
こ
と
ま
で
は
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
損
傷
部
分
が
あ
れ
ば
昔
な
ら

き
ち
ん
と
補
修
す
る
の
で
す
が
、
今
は
し
な
い
。

既
に
庭
の
打
ち
水
と
い
っ
た
雑
用
水
と
し
て
し
か

利
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
そ
れ
で
も
い
い
の
で
す

が
、
現
代
都
市
に
は
環
境
ホ
ル
モ
ン
と
か
発
ガ
ン

性
物
質
と
か
の
極
微
量
単
位
で
問
題
と
な
る
汚
染

物
質
が
溢
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
水
を
安
心
し

て
飲
用
す
る
た
め
の
維
持
管
理
は
難
し
く
な
っ
て

い
ま
す
。
ご
く
少
量
で
も
廃
液
を
流
せ
ば
、
給
水

施
設
の
損
傷
部
分
と
か
親
井
戸
か
ら
滲
入
し
て
し

ま
う
か
ら
で
す
。
何
年
か
先
に
、
自
分
た
ち
の
孫

が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
に
、
誰
が
責
任
を
持

つ
か
と
い
う
こ
と
ま
で
考
え
を
巡
ら
せ
る
と
、
実

際
に
自
己
責
任
で
水
を
考
え
る
体
制
を
整
え
る
の

は
、
大
変
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

玉
川
上
水
を
は
じ
め
近
世
の
水
道
で
は
、
水
源

の
水
、
た
と
え
ば
川
の
水
を
、
浄
化
せ
ず
に
そ
の

ま
ま
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
今
ま
で
は
「
川
の
水
を

そ
の
ま
ま
飲
む
と
は
、
江
戸
時
代
に
は
な
ん
と
汚

い
こ
と
を
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
た
め
に
、
赤
痢

と
か
疫
痢
と
か
の
伝
染
病
が
流
行
っ
た
の
だ
」
と

思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
近
代
水
道
の
建

設
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
古
い
近
代
水
道
の
教
科
書
を
読
む

と
、
水
源
水
質
が
良
け
れ
ば
浄
化
施
設
は
省
略
で

き
る
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
こ
ろ
は
、
水
源
と
な
っ
た
川
の
水

質
も
非
常
に
良
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
江
戸
時
代
は
お
ろ
か
昭
和
30
年
代
く
ら

い
ま
で
は
、
晴
天
が
何
日
か
続
く
と
川
底
が
見
え
、

そ
れ
が
当
た
り
前
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
考
え
る

と
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
江
戸
時
代
は
も
っ
と
き
れ

い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
私
は
、
近
世
の
水
道
が
悪

近江八幡水道の構造模式図
親井戸から孫井戸に至る導・配水部に限らず、「内入れ」と呼ばれる給水管を含めた近
江八幡水道の樋管は、主に竹管が多い。『滋賀県八幡町史』（1933年）によれば、総樋
管6357間のうち竹管4016間、土管2188間、ヒューム管153間、鉄管2尺と６割近くも竹
管で構成されている。聞き取り調査によれば、古くはほとんど竹管であったようで、土
管などへの変更は、大正から昭和初期に始まったそうだ。

竹管は孟宗竹もしくは青竹、径３寸内外……長12～3尺が用いられている。

竹管の接続には「枕」「駒」などと呼ばれる太鼓状（２側面を平らにしたもの）にした
松丸太などが使われ、辻や給水管の分岐点および屈曲部には樽が使用されている。

各接続部には槙肌（まいはだ　ヒノキの内皮を叩き柔らかくした繊維）を詰め、浸水や
漏水を防止している。

竹管が樋管として使用された理由は、入手が容易の上安く施工が簡単、なによりも水道
の規模が小さく、樋管を流れる水量が少ないことだろう。

樋管としての竹の寿命は意外と長く、町史によれば「竹の生命は大体50～60年間で時
には100年も」もつようである。しかし、アンケート調査に「改修時に竹管が薄い皮だ
けの状態であった」との回答がみられ、竹管の正味の寿命はわからない。

神吉和夫「近江八幡水道の研究」1983『建設工学研究所報告25号』より
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い
と
言
わ
れ
る
中
で
「
幕
末
と
か
明
治
に
な
っ
て

か
ら
で
は
な
く
、
施
設
管
理
が
し
っ
か
り
し
て
い

た
時
期
に
水
質
検
査
を
し
た
ら
合
格
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
よ
」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

水
循
環
の
中
で
考
え
る

―
井
戸
、
雨
水
な
ど
水
源
を
自
分
で
選
ん
で
分

散
利
用
す
れ
ば
、
水
道
水
の
消
費
量
が
減
り
、
合

理
的
と
も
思
う
の
で
す
が
。

理
想
的
に
は
そ
う
あ
る
べ
き
で
す
が
、
現
実
に

は
困
難
で
す
。
現
在
の
水
道
は
衛
生
施
設
と
い
う

よ
り
都
市
の
利
便
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。
オ
フ

ィ
ス
ビ
ル
の
ト
イ
レ
洗
浄
水
の
た
め
に
大
量
の
飲

用
可
能
な
水
が
流
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
横
浜
創

みずみちのあたりまえ　近世城下町に見る水道の知恵

設
水
道
の
場
合
は
一
人
一
日
約
80
リ
ッ
ト
ル
と
し

て
計
画
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
２
５
０
か
ら

３
０
０
リ
ッ
ト
ル
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
大
部
分
は
、

ト
イ
レ
洗
浄
水
の
よ
う
に
飲
用
可
能
な
水
質
を
必

要
と
し
ま
せ
ん
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
ト
イ
レ
洗

浄
水
の
よ
う
な
雑
用
水
だ
け
を
供
給
す
る
新
た
な

給
水
系
統
を
建
設
す
る
に
は
莫
大
な
費
用
と
時
間

が
か
か
り
ま
す
し
、
誤
配
管
の
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

江
戸
で
は
水
洗
ト
イ
レ
で
は
な
く
汲
み
取
り
式

で
、
屎
尿
は
近
郊
農
村
の
肥
料
と
な
る
商
品
で
し

た
。
玉
川
上
水
の
水
は
武
蔵
野
台
地
で
の
開
発
用

水
に
そ
の
大
半
が
使
わ
れ
、
江
戸
で
は
堀
と
泉
水

に
使
わ
れ
た
量
の
方
が
生
活
用
水
よ
り
多
か
っ
た

と
い
う
試
算
結
果
が
で
て
い
ま
す
。
近
世
の
水
道

と
近
代
の
水
道
は
異
な
っ
た
思
想
の
も
と
に
造
ら

れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

近
代
以
前
の
水
道
の
研
究
を
し
て
い
て
、
近
代

水
道
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
捨
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
気
づ
き
ま
し
た
が
、
さ
て
ど
う
考
え
た
ら
よ
い

か
と
苦
し
ん
で
い
た
と
き
に
、『
古
代
城
市
水
利
』

と
い
う
中
国
の
本
の
コ
ピ
ー
を
あ
る
先
生
か
ら
い

た
だ
き
ま
し
た
。
城
市
は
都
市
の
意
味
で
す
。
水

利
は
含
蓄
の
あ
る
言
葉
で
、
水
に
関
わ
る
治
水
、

利
水
、
環
境
等
の
す
べ
て
を
含
む
よ
う
で
す
。

こ
の
本
を
読
む
こ
と
で
、
都
市
に
お
け
る
水
利

構
造
が
歴
史
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
。
日
本
の
近
世
に
は
、
江
戸
の
玉
川
上
水

の
よ
う
に
為
政
者
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
多
目
的
・

多
用
途
施
設
が
あ
り
、
ま
た
一
方
に
は
近
江
八
幡

水
道
の
よ
う
に
町
人
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
生
活
用

水
と
消
防
だ
け
に
使
わ
れ
る
小
規
模
施
設
が
あ
り

ま
し
た
。
私
は
前
者
を
官
の
系
譜
、
後
者
を
民
の

系
譜
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
近
代
化
の

な
か
で
西
欧
の
近
代
水
道
の
出
現
に
よ
り
消
滅
し

て
い
っ
た
と
捉
え
れ
ば
よ
い
と
気
づ
い
た
の
で
す
。

都
市
の
治
水
、
利
水
、
親
水
の
問
題
を
総
括
的
に

捉
え
る
こ
と
が
、
近
世
に
は
当
た
り
前
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
の
水
に
関
わ
る
行

政
体
系
は
、
河
川
、
水
道
、
工
業
用
水
、
農
業
用

水
等
が
ば
ら
ば
ら
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
近
代
に
な
っ
て
で
き
た
も
の
で
、
ほ
ん
の
百
数

十
年
程
度
の
歴
史
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

都
市
の
水
を
総
括
的
に
捉
え
る
場
合
、
水
循
環

に
則
し
た
形
で
水
の
法
律
や
河
川
、
水
道
、
工
業

用
水
、
農
業
用
水
等
と
環
境
を
全
部
一
緒
に
考
え

れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
一
つ
前
の
時
代
を
見
る
と
、
水
循
環

に
則
し
た
水
利
用
と
水
社
会
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し

た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

近
世
の
城
下
町
を
み
る
と
、
水
と
の
関
係
が
重

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
残

念
な
こ
と
に
日
本
の
近
代
都
市
計
画
で
は
、
近
世

都
市
を
西
欧
型
の
都
市
に
改
造
す
る
こ
と
が
目
的

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
水
に
関
わ
る
総
合
的
な
計

画
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

近
年
、
都
市
の
水
辺
、
ウ
ォ
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
再

評
価
の
流
れ
の
な
か
で
城
堀
の
役
割
が
見
直
さ
れ

て
き
て
い
ま
す
が
、
安
直
に
下
水
処
理
水
を
使
っ

た
り
地
下
水
揚
水
で
間
に
合
わ
せ
て
ほ
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
欧
米
で
も
流
域
委
員
会
と
か
水
委
員
会

と
か
い
う
名
称
で
、
流
域
全
体
で
水
を
考
え
る
と

い
う
組
織
が
で
き
て
い
ま
す
。
近
世
に
存
在
し
た
、

都
市
の
自
然
条
件
を
考
慮
し
、
水
循
環
に
則
し
た

水
の
計
画
を
、
現
在
に
生
か
す
知
恵
と
し
た
い
も

の
で
す
。

近江八幡　丸水組規約

第一条　当組合は丸水組と称し末尾連署の人名を以て組織す

第二条　当組合の株数は六十個を限度とす

但元井戸の水量に依り役員会の決議を以て増減することあるべし

第三条　組合役員は総会に於て幹事十名を選挙し役員中互選を以て常任幹事二名を
選出するものとす

第四条　常任幹事の任期は一ヶ年にして幹事の任期は五ヶ年とす

第五条　常任幹事の職務は樋管の修繕及び組合費に係る出納等一切の事務を総埋し
幹事は之を補佐するものとす

第六条　常任幹事及幹事は無報酬なるも役員会の決議により賄料を支給することあるべし

第七条　常任幹事は毎年一月定期会を開き前年度に於ける収支を精算し組合に関す
る諸般の事を商議するものとす

第八条　役員任期満了の年度に於ては総会を開き事業及会計の報告をなすものとす

第九条　組合費は使用水量を考量し役員会に於て其負担額を決定し毎月徴収すべき
ものとす
但し是れが徴収に応ぜざるときは断水処分することあるべし

第十条　前条月掛金は毎月八幡銀行へ預け入れ確実に保管なし組合費に充当すべきものとす

第十一条　月掛積立金にて支弁し能はざる工事をなすべき時は臨時総会を開き決議の
上着手するものとす
但之れが工事費は第九条に依り臨時徴収なすべし

第十二条　内井戸及其樋管に損所を認めたるときは速に常任幹事に申出て自費を以て修繕を
なすべし万一修繕を怠りたるときは役員会の決議を経て断水することあるべし

第十三条　前条断水の処分を受けたる者と雖も株金は返戻せず井戸株の存在する限り
負担金は徴収するものとす

第十四条　井戸株は役員会の承認を経ず他に譲与することを得ず

第十五条　内井戸を他に移轉せんとするときは其事由を常任幹事に申出て許可を受くべし

第十六条　総井戸及内井戸に於てポンプを据付け汲水の便宜は認むるも他に孫井戸と
同等の効力ある分水設備は許さざるものとす

第十七条　各戸井戸端は清潔なる施設をなし毎年夏期一回の井戸掃除をなすべきこととす

第十八条　本組合に係る樋管延長工事は絶対に爲さざるものとす

第十九条　規約以外の臨時事項は役員会を開き決定処理するものとす

第二十条　此規約は株主総会を開き出席過半数の同意を得ざれば改廢なすことを得ず

右規約堅く相守り可申依て各自捺印するものなり

昭和五年三月
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阪神淡路大震災



小
林
郁
雄

株
式
会
社
コ
ー
・
プ
ラ
ン
代
表

阪
神
淡
路
大
震
災
記
念
人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー
上
級
研
究
員

１
９
４
４
年
名
古
屋
生
ま
れ
。
神
戸
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
、

大
阪
市
立
大
学
工
学
研
究
科
修
士
（
都
市
計
画
専
攻
）
修
了
。
阪
神

大
震
災
復
興
市
民
ま
ち
づ
く
り
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局
の
中
心

メ
ン
バ
ー
。

11

１
９
９
５
年
（
平
成
７
年
）
１
月
17
日

か
ら
７
年
余
り
が
経
過
し
ま
し
た
。
こ
の

日
早
朝
に
起
き
た
阪
神
淡
路
大
震
災
は
６

千
数
百
名
の
死
者
、
３
万
５
千
名
の
負
傷

者
、
20
万
戸
の
倒
壊
家
屋
と
い
う
大
惨
事

と
な
り
ま
し
た
。
日
頃
は
あ
る
の
が
あ
た

り
ま
え
と
思
っ
て
い
た
水
道
も
大
き
な
被

害
を
受
け
、
そ
の
日
か
ら
水
は
「
出
る
も

の
」
で
は
な
く
「
獲
得
す
る
」
も
の
に
変

わ
り
ま
し
た
。
当
初
か
ら
復
興
の
ま
ち
づ

く
り
に
力
を
注
い
で
き
た
小
林
郁
雄
さ
ん

に
、
暮
ら
し
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し
て
の

水
道
の
あ
り
方
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が

い
ま
し
た
。

水
で
本
当
に
困
っ
た
こ
と

震
災
直
後
、
水
で
本
当
に
困
っ
た
の
は

消
防
。
防
火
用
水
は
30
分
ぐ
ら
い
し
か
も

た
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
外
の
所
は
初

期
消
火
が
で
き
ず
に
手
遅
れ
に
な
り
ま
し

た
。
火
事
と
言
え
ば
長
田
地
区
辺
り
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
面
積

当
た
り
の
発
火
件
数
は
ど
こ
も
そ
れ
ほ
ど

差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ぼ
や
の
内
に
消
す
こ

と
が
で
き
た
か
、
燃
え
広
が
ら
な
か
っ
た

か
ど
う
か
の
相
違
で
す
。
結
構
、
消
さ
ず

に
避
難
し
て
い
る
人
も
多
か
っ
た
。
地
震

が
起
き
た
の
は
早
朝
。
い
っ
た
ん
は
逃
げ

て
、
自
分
の
知
ら
な
い
間
に
だ
ん
だ
ん
燃

え
て
き
て
、
お
昼
頃
に
帰
っ
て
み
た
ら
家

が
焼
け
て
い
た
と
い
う
話
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
火
事
は
消
防
署
が
消
し
て
く
れ

る
と
基
本
的
に
は
住
民
は
思
っ
て
い
ま
す

か
ら
ね
。
自
分
た
ち
で
消
し
て
い
れ
ば
消

え
て
い
た
も
の
も
、
結
構
あ
り
ま
す
よ
。

ト
ー
タ
ル
と
し
て
見
れ
ば
、
使
え
る
水
や

消
防
力
以
上
に
消
火
で
き
な
い
火
災
が
発

生
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
際
に
か

け
つ
け
た
消
防
車
は
そ
ん
な
こ
と
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
今
だ
か
ら

こ
そ
わ
か
る
わ
け
で
、
災
害
が
起
き
た
当

初
は
わ
か
ら
な
い
で
す
。

一
口
に
被
災
者
と
言
っ
て
も
多
様
で
、

条
件
も
い
ろ
い
ろ
で
し
た
か
ら
一
般
論
は

言
え
ま
せ
ん
が
、
う
ち
は
自
宅
が
集
合
住

宅
で
し
た
の
で
、
断
水
し
て
も
と
り
あ
え

ず
は
タ
ン
ク
に
１
杯
分
の
水
は
あ
る
。
蛇

口
を
ひ
ね
れ
ば
、
ま
だ
出
る
わ
け
で
す
。

す
ぐ
に
蛇
口
が
止
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
の
う
ち
の
風
呂
桶
１
杯
分

は
確
保
し
た
い
、
と
思
わ
れ
た
人
も
い
る

で
し
ょ
う
が
、「
は
し
た
な
い
こ
と
は
や
め

と
こ
」
と
思
っ
て
う
ち
で
は
や
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
飲
み
水
は
誰
も
心
配
し
て
い
な

か
っ
た
で
す
ね
。
飲
み
水
は
ビ
ー
ル
も
あ

る
（
笑
）。
と
い
う
の
は
冗
談
に
し
て
も
、

自
動
販
売
機
も
コ
ン
ビ
ニ
も
あ
り
ま
し
た

の
で
。
水
が
心
配
で
、
コ
ン
ビ
ニ
に
買
い

に
走
っ
た
人
も
当
初
か
ら
い
た
よ
う
で
す
。

予
測
が
つ
か
な
い
飲
み
水

地
震
が
起
き
た
時
点
で
は
何
日
水
道
が

止
ま
る
の
か
、
予
測
が
つ
か
な
い
わ
け
で

す
。
だ
か
ら
す
ぐ
に
危
機
感
が
わ
か
な
い

代
わ
り
に
、
逆
に
不
安
感
も
あ
る
。「
１
週

間
は
も
つ
か
な
」
と
か
「
３
日
ぐ
ら
い
で

出
る
」
と
か
言
っ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
ご

ろ
復
旧
し
た
か
と
言
う
と
、
う
ー
ん
意
外

と
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
ね
え
。
あ
あ
、

４
月
17
日
に
復
旧
し
て
い
ま
す
。
結
局
復

旧
ま
で
に
３
ヶ
月
か
か
り
ま
し
た
。
た
だ
、

こ
れ
は
全
体
復
旧
で
す
か
ら
、
お
お
よ
そ

の
地
域
の
断
水
期
間
は
１
ヶ
月
程
度
で
し

ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
電
気
は
早
か
っ
た
。

私
の
と
こ
ろ
は
、
そ
の
日
の
夕
方
に
は
テ

レ
ビ
を
見
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

給
水
車
も
、
来
た
の
は
１
週
間
ほ
ど
た

っ
て
か
ら
で
す
ね
。
全
国
の
水
道
局
か
ら

来
て
い
ま
し
た
。

実
際
に
水
に
困
り
始
め
た
の
は
２
、
３

日
た
っ
て
か
ら
。
洗
濯
、
風
呂
な
ど
の
い

わ
ゆ
る
雑
用
水
で
、
飲
み
水
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
一
般
的
に
は
水
洗
ト
イ
レ

が
一
番
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
私
の
事

務
所
の
場
合
に
は
井
戸
水
が
使
え
る
ト
イ

レ
が
利
用
で
き
た
の
で
そ
れ
ほ
ど
で
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
水
量
は
そ
う

多
く
な
か
っ
た
。
１
日
使
う
と
次
の
日
は

溜
ま
る
ま
で
出
な
い
と
か
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
ね
。
た
だ
、
電
気
が
こ
な
い
と

ポ
ン
プ
は
動
か
な
い
。
そ
こ
が
ネ
ッ
ク
に

な
り
ま
し
た
。

風
呂
の
水
が
残
っ
て
い
る
と
ト
イ
レ
の

水
も
、
小
便
を
し
て
も
流
さ
な
い
よ
う
に

し
て
大
体
２
日
間
は
し
の
げ
ま
す
。
家
族

３
人
の
規
模
で
の
話
で
す
。
２
日
で
な
く

な
る
と
、
あ
と
は
、
水
を
た
ず
ね
て
何
千

里
。
あ
る
と
こ
ろ
に
は
あ
る
の
で
す
。
ど

こ
か
ら
と
も
な
く
「
神
戸
大
学
に
は
井
戸

が
あ
る
」
と
か
、
噂
や
伝
言
で
情
報
が
回

っ
て
く
る
。
あ
あ
い
う
時
は
、
本
当
に
ク

チ
コ
ミ
の
力
が
す
ご
い
力
を
持
っ
て
い
て
、

みずみちのあたりまえ　阪神淡路大震災　蛇口の水が止まった時

阪神淡路大震災記念
人と防災未来センター
阪神・淡路大震災の経験と教訓を後
生に継承、国内外の災害による被害
の軽減に貢献することを目的に2002
年４月にオープンした。展示施設だ
けではなく、膨大な資料の収集セン
ターとしても機能しており、「震災
からの復興をたどるコーナー」「震
災を語り継ぐコーナー」「震災の記
憶を残すコーナー」「震災から学ぶ
コーナー」などが常設されている。

ホームページアドレス
http://www.dri.ne.jp/

背景の資料ボックスや（上）瓦礫そのもの（右頁）の展示
は、訪れた人の心を揺さぶる。建物の外壁には震災の日時
1995.1.17 5:46amが大きく画かれている。

こ
ば
や
し
い
く
お
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と
て
も
早
く
伝
わ
る
ん
で
す
。
そ
こ
に
は

バ
ケ
ツ
で
汲
み
に
行
っ
た
け
れ
ど
、
２
回

く
ら
い
で
出
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。
近
所

の
崖
の
下
に
、
地
震
の
影
響
か
湧
き
水
が

出
て
い
て
、
２
〜
３
分
で
バ
ケ
ツ
１
杯
溜

ま
る
。
そ
こ
は
１
週
間
く
ら
い
通
い
ま
し

た
。川

の
水
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
新

神
戸
駅
前
の
新
生
田
川
や
、
都
賀
川
で
洗

濯
を
し
て
い
た
人
も
見
か
け
ま
し
た
よ
。

し
か
し
洗
濯
や
汚
れ
た
食
器
を
洗
う
た
め

の
水
と
し
て
は
、
川
の
水
は
濁
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
も
う
す
こ
し
き
れ
い
な
水
が
欲

し
く
な
る
。
ト
イ
レ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

水
質
が
気
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
。
結

局
、
飲
み
水
は
、
給
水
車
の
水
や
煮
沸
し

た
井
戸
水
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
洗
い
物

の
水
と
合
わ
せ
て
、
ポ
リ
タ
ン
ク
２
つ
く

ら
い
を
１
日
に
使
い
ま
し
た
ね
。

地
震
が
起
き
て
１
週
間
後
に
、
明
石
に

住
ん
で
た
妹
の
家
に
風
呂
に
入
り
に
行
き

ま
し
た
。
明
石
は
ほ
と
ん
ど
被
害
が
な
い

し
、
六
甲
山
の
裏
も
何
と
も
な
い
。
大
阪

も
大
丈
夫
。
僕
ら
は
必
死
の
思
い
で
西
宮

ま
で
歩
い
て
行
っ
て
、
電
車
で
梅
田
に
着

い
た
と
た
ん
普
通
の
町
の
普
通
の
生
活
が

あ
っ
た
の
で
び
っ
く
り
し
た
こ
と
を
覚
え

て
い
ま
す
。
明
石
や
大
阪
に
行
け
ば
水
も

普
通
に
あ
っ
て
風
呂
に
も
入
れ
る
の
に
、

な
ぜ
か
神
戸
を
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、

今
冷
静
に
考
え
る
と
不
思
議
で
す
。
ま
あ
、

私
は
仕
事
柄
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で

す
が
。

い
つ
の
ま
に
か
生
ま
れ
る
秩
序

水
を
ど
う
や
っ
て
上
の
階
に
運
ぶ
か
は
、

み
な
さ
ん
と
て
も
苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
す

が
、
子
ど
も
が
ず
い
ぶ
ん
と
手
伝
い
ま
し

た
ね
。
バ
ケ
ツ
で
は
こ
け
ま
す
か
ら
、
水

を
運
ぶ
の
に
は
ポ
リ
タ
ン
ク
を
使
う
の
が

い
い
。
で
も
ポ
リ
タ
ン
ク
は
普
通
の
家
に

あ
り
ま
せ
ん
し
、
あ
っ
て
も
灯
油
用
。
そ

こ
で
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
内

側
に
入
れ
て
水
容
器
に
す
る
と
い
う
知
恵

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
お
父
さ
ん

と
子
ど
も
が
す
る
最
初
の
仕
事
で
し
た
。

こ
こ
ま
で
は
い
い
が
、
実
際
に
水
を
運
ぶ

の
が
大
変
な
ん
で
す
よ
。

特
に
高
層
住
宅
に
住
ん
で
い
る
人
。
電

気
が
復
旧
し
て
も
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
点
検

の
都
合
上
止
め
て
い
た
と
こ
ろ
が
多
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
住
宅
で
、
７
〜
８
階
に

住
ん
で
い
る
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん

し
か
い
な
い
世
帯
に
は
、
下
の
階
の
若
い

子
ど
も
が
水
を
運
ん
で
い
ま
し
た
ね
。
こ

う
い
う
と
き
に
は
金
持
ち
も
学
者
も
関
係

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
「
自
分
の
水
は
自
分
で

運
べ
」
で
す
が
、
お
年
寄
り
な
ど
へ
の
配

慮
は
し
っ
か
り
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
で
も
、

こ
れ
で
腰
を
痛
め
た
人
も
多
い
よ
う
で
す
。

別
に
日
頃
か
ら
隣
同
士
で
つ
き
あ
い
が
そ

ん
な
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
た

だ
、
こ
う
い
う
時
だ
か
ら
、
助
け
合
わ
ね

ば
な
ら
ん
な
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。

「
震
災
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
言
葉
を
、
ご

存
じ
で
す
か
。
無
差
別
、
平
等
。
お
金
が

あ
っ
て
も
役
に
立
た
な
い
。
物
も
売
っ
て

い
な
い
か
ら
、
３
ヶ
月
く
ら
い
は
被
災
地

の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
お
金
は
い
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
お
な
か
が
す
い
て
も
避
難
所
に

な
っ
て
い
る
小
学
校
や
公
園
に
行
け
ば
、

炊
き
出
し
が
あ
る
。
救
援
物
資
も
き
ま
す

し
、
交
通
機
関
も
な
い
。
で
す
か
ら
、
そ

の
間
は
、
お
互
い
に
譲
り
合
う
と
か
、
助

け
合
う
と
か
い
う
こ
と
が
ご
く
普
通
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
。

信
号
も
つ
い
て
い
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
そ

「
水
」

20
日
以
上
が
過
ぎ
て
思
う
こ
と

２
月
４
日
（
土
）
は
立
春
。
こ
の
日

の
夕
方
、
待
望
の
「
水
」
が
出
た
。

毎
朝
台
所
に
た
つ
時
、
出
な
い
と
わ

か
っ
て
い
て
も
、
一
番
最
初
に
水
道
の

栓
を
ひ
ね
る
の
が
日
課
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
日
も
や
っ
ぱ
り
出
な
か
っ
た
の
で

「
あ
あ
今
日
も
ま
だ
か
」
と
も
は
や
ち
ょ

っ
と
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
。電

話
と
電
気
が
３
日
目
（
１
月
19
日
）

に
ほ
ぼ
同
時
に
使
え
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
か
ら
２
週
間
「
水
」
を
ど
う
や
っ

て
工
面
す
る
か
が
そ
れ
ぞ
れ
の
お
家
の

一
大
事
だ
っ
た
。

朝
晩
顔
を
洗
っ
た
後
の
水
、
食
事
の

後
の
最
後
の
す
す
ぎ
洗
い
の
残
り
の
水
、

洗
濯
（
手
で
す
る
）
の
す
す
ぎ
の
最
後

の
水
な
ど
は
、
ト
イ
レ
に
使
う
た
め
バ

ケ
ツ
に
た
め
て
取
っ
て
お
き
、
節
約
を

心
掛
け
た
。

最
初
は
給
水
車
や
給
水
場
所
が
な
か

な
か
分
か
ら
ず
、
い
ろ
ん
な
人
が
道
で

行
き
交
う
た
び
に
情
報
を
分
け
合
い
、

延
々
と
歩
き
そ
れ
で
も
と
う
と
う
「
水
」

に
た
ど
り
着
け
ず
、
新
神
戸
の
南
側
の

噴
水
の
水
を
汲
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。

家
の
近
く
で
は
わ
き
水
が
あ
る
と
教
え

て
く
だ
さ
っ
た
方
が
あ
り
、
何
度
か
汲

ん
で
風
呂
桶
を
い
っ
ぱ
い
に
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
。
事
務
所
の
近
く
に
給
水
車

が
来
て
く
れ
る
な
り
分
け
て
も
ら
う
よ

う
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
そ
の
給
水

車
は
久
留
米
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
な

の
に
や
っ
と
気
づ
い
た
。「
い
つ
ま
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
か
」
と
聞
い
た
ら
、「
２

月
17
日
ま
で
で
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

本
当
に
頭
が
下
が
る
。

地
震
の
前
は
水
洗
ト
イ
レ
の
水
が
一

回
に
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
必
要
な
の

か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
考
え
た
こ

と
が
な
か
っ
た
。
今
回
そ
の
た
び
に

「
水
」
を
汲
む
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
は
じ

め
て
バ
ケ
ツ
一
杯
が
一
回
に
流
れ
て
し

ま
う
量
と
わ
か
っ
た
。
用
を
足
し
た
後

レ
バ
ー
を
ひ
ね
り
、
せ
っ
か
く
一
杯
に

し
た
タ
ン
ク
の
「
水
」
が
一
挙
に
流
れ

て
し
ま
う
の
を
見
な
が
ら
、
な
ん
と
も

い
え
な
い
気
分
に
な
っ
た
。

「
飲
み
水
」
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
２
リ

ッ
ト
ル
が
５
本
あ
っ
た
。
昨
年
夏
の
水

不
足
の
折
り
に
買
い
置
い
た
６
本
入
り

の
箱
が
１
本
使
っ
た
だ
け
で
健
在
だ
っ

た
の
で
助
か
っ
た
。
５
本
あ
る
と
い
っ

て
も
、
不
安
が
つ
の
り
、
１
日
目
（
１

月
17
日
）
２
日
目
（
１
月
18
日
）
は
開

い
て
い
る
お
店
で
「
水
」
や
「
お
茶
」

の
ボ
ト
ル
を
探
し
た
け
れ
ど
、
ほ
と
ん

ど
な
く
『
ま
ぁ
い
い
か
。
５
本
あ
る
か

ら
な
ん
と
か
な
る
わ
』
と
２
人
と
も
の

ん
き
に
か
ま
え
て
い
た
。
あ
れ
か
ら
半

月
、
あ
の
ま
ま
「
水
」
を
調
達
で
き
な

か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
わ
か
ら

な
い
。
幸
い
友
人
た
ち
が
「
水
」
を
届

け
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
夫
の
事
務
所
の

「
水
」
が
１
月
最
後
の
日
曜
日
（
１
月
29

日
）
に
出
て
事
な
き
を
得
た
よ
う
な
こ

と
だ
っ
た
。

今
後
、
復
興
が
進
み
、
日
常
が
よ
み

が
え
る
と
こ
ん
な
に
苦
労
し
た
「
水
」

の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
。
人
間
が
生
き
て
い
け
る
の
は
、
苦

し
い
こ
と
や
つ
ら
い
こ
と
を
忘
れ
ら
れ

る
か
ら
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
で
も

し
ば
ら
く
で
も
忘
れ
な
い
で
い
よ
う
。
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と
も
い
い
ま
す
が
、
小
規
模
分
散
自
律
生

活
圏
の
多
重
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
。
も
の

ご
と
は
小
規
模
に
分
散
し
て
「
自
分
で
面

倒
を
み
る
こ
と
の
で
き
る
単
位
」
に
な
い

と
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
震
災

復
興
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
自
律
と
連
帯
」

で
す
。
自
律
と
連
帯
は
コ
イ
ン
の
表
裏
で

同
じ
こ
と
で
す
。
自
律
だ
け
し
て
も
し
ょ

う
が
な
い
し
、
連
帯
も
そ
れ
ぞ
れ
が
き
ち

ん
と
自
律
と
し
て
い
る
か
ら
連
帯
の
意
味

が
あ
る
。

水
道
も
、
巨
大
シ
ス
テ
ム
と
し
て
作
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
水
路

を
管
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
よ
い
で
し

ょ
う
。
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
を
目
的
と
す
る

な
ら
ば
、
水
源
も
無
理
に
統
合
す
る
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
水
道
も
井
戸
も
川

も
共
存
し
て
い
て
い
い
。
震
災
後
、
居
住

者
は
そ
う
い
う
コ
ン
パ
ク
ト
タ
ウ
ン
が
重

要
だ
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
が
ち
ゃ
ん
と

し
な
い
と
、
誰
も
面
倒
見
て
く
れ
な
い
と

い
う
こ
と
。
コ
ン
パ
ク
ト
タ
ウ
ン
の
中
で
、

水
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
は
課
題
で
す
ね
。

例
え
ば
、
兵
庫
区
の
松
本
地
区
で
は

「
火
事
の
時
に
水
が
あ
っ
た
ら
」
と
い
う
つ

ぶ
や
き
か
ら
、
路
の
脇
に
せ
せ
ら
ぎ
を
造

り
、
高
度
下
水
処
理
水
を
放
流
し
て
い
ま

す
。
流
し
っ
ぱ
な
し
で
す
。
富
栄
養
化
で

１
週
間
に
１
回
ぐ
ら
い
掃
除
し
な
い
と
藻

だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、「
や
っ

か
い
な
も
の
を
背
負
い
込
ま
な
く
て
は
始

ま
ら
な
い
。
掃
除
で
き
な
い
く
ら
い
な
ら
、

や
め
て
し
ま
え
」
と
、
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
の
会
長
は
言
っ
て
い
ま
す
。「
掃
除
す
る

お
蔭
で
み
ん
な
仲
良
く
な
れ
る
し
、
毎
日

顔
合
わ
せ
る
か
ら
お
じ
い
さ
ん
も
元
気
に

な
る
。
こ
れ
が
災
害
の
時
の
連
帯
の
も
と

だ
」
と
。
掃
除
が
で
き
な
い
な
ら
、
せ
め

て
応
援
や
声
援
だ
け
で
も
し
て
く
れ
と
言

っ
て
い
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
と
は
、
本
来

そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

みずみちのあたりまえ　阪神淡路大震災　蛇口の水が止まった時

の
ま
ま
交
差
点
に
突
っ
込
ん
で
い
け
ば
ぶ

つ
か
り
ま
す
か
ら
、
車
も
お
互
い
に
譲
り

合
う
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
き
ち
ん
と
ル

ー
ル
が
で
き
て
く
る
ん
で
す
よ
。「
相
手
の

こ
と
を
思
い
や
ら
ん
と
、
は
じ
ま
ら
ん
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

震
災
文
化
と
し
て
の

ま
ち
づ
く
り
協
議
会

震
災
復
興
を
住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り

協
議
会
で
行
お
う
と
、
私
た
ち
仲
間
で
立

ち
上
げ
た
の
が
「
阪
神
大
震
災
復
興
市
民

ま
ち
づ
く
り
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
す
。

『
き
ん
も
く
せ
い
』
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
、

被
災
し
て
約
３
週
間
後
の
２
月
10
日
か
ら

２
週
間
に
１
回
出
し
て
い
ま
し
た
。
復
興

の
現
場
で
誰
が
何
を
し
て
、
そ
れ
に
対
し

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
プ
ラ
ン
ナ
ー
が
ど
の

よ
う
な
協
力
を
し
た
か
な
ど
、
職
業
上
知

り
得
た
こ
と
で
す
か
ら
本
来
は
外
に
出
せ

ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
ら
れ
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
他
の

地
区
で
も
初
め
て
の
事
態
に
直
面
し
て
い

る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
各
地
区
の
ま

ち
づ
く
り
協
議
会
が
協
議
会
毎
に
そ
う
い

う
ニ
ュ
ー
ス
を
発
信
し
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
こ
れ
ら
を
全
部
ま
と
め
て
知
ら
せ

る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。『
き
ん
も
く
せ
い
』

は
、
１
９
９
７
年
（
平
成
９
年
）
の
８
月

27
日
に
50
号
を
も
っ
て
終
刊
し
ま
し
た
。

震
災
以
前
か
ら
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
が
機

能
し
て
い
て
、
仲
良
く
日
常
的
な
活
動
を

し
て
い
た
地
域
は
、
震
災
直
後
か
ら
救
出

支
援
復
旧
活
動
が
始
ま
り
、
秩
序
だ
っ
た

復
興
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
ね
。

わ
れ
わ
れ
も
関
東
大
震
災
を
記
録
と
し

て
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
い
ざ
大
震
災

に
対
応
し
よ
う
と
な
る
と
何
一
つ
役
に
立

た
な
い
「
知
識
」
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
記
録
を
知
る
知
識
で
は
な
く
、
身

に
付
い
た
「
文
化
」
と
し
て
位
置
づ
け
な

け
れ
ば
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
病
気
に
な

る
前
に
病
気
の
用
意
を
し
て
お
く
ほ
ど
人

間
は
余
裕
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か

ら
、
文
化
と
し
て
見
に
し
み
こ
ま
せ
る
こ

と
が
大
事
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
震

災
文
化
、
非
常
時
シ
ス
テ
ム
の
日
常
化
で
、

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
は
そ
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
た
と
思
い
ま
す
。

や
っ
か
い
な
も
の
を

面
倒
み
な
く
て
は

―
―
震
災
後
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し
て
の

水
道
に
つ
い
て
、
見
方
は
変
わ
り
ま
し
た

か
。見

え
な
い
巨
大
シ
ス
テ
ム
は
危
険
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
自
分
た
ち
が
「
見
え
て
」

「
制
御
可
能
な
も
の
」
で
な
い
と
、
な
ん
ぼ

整
備
し
て
も
壊
れ
る
時
は
壊
れ
ま
す
。
思

い
も
か
け
な
い
こ
と
が
起
こ
る
の
が
災
害

で
、
想
像
が
つ
く
範
囲
内
で
の
危
機
管
理

は
災
害
対
策
と
は
言
わ
な
い
で
す
よ
。
銭

湯
は
井
戸
水
を
使
っ
て
い
ま
す
し
、
ガ
ス

で
は
な
く
重
油
や
薪
が
燃
料
で
す
か
ら
、

早
い
と
こ
ろ
で
は
１
週
間
く
ら
い
で
営
業

を
始
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
上

水
道
、
ガ
ス
、
電
気
と
い
う
通
常
の
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
だ
け
に
頼
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ

が
災
害
に
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
し

で
も
あ
り
ま
す
。

水
道
も
大
規
模
な
シ
ス
テ
ム
で
対
応
し

よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
小
規
模
で
分

散
し
た
形
で
対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
思
い
ま
す
ね
。
住
民
そ
れ
ぞ
れ
の
自
律

生
活
圏
の
単
位
で
。
コ
ン
パ
ク
ト
タ
ウ
ン

写真右より
・再開された、長田区鷹取の銭湯。
・雨水貯留タンクが使われている給水所（長田区真野）。
・給水に利用された消防用の消火栓の臨時の蛇口。
・飲食店前の車には、大きな水タンクが積まれていた。
・「きんもくせい」の終刊号と、創刊から終刊までを一冊に
まとめたもの。この内容は以下のホームページで公開され
ており、誰でも利用することができる。http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/gakugei/mokuroku/tosi/fukkou/kinmoku/
index.htm

写真左：神戸市兵庫区の松本地区まちづくり協議会がつ
くった「せせらぎ」。
震災時の写真はすべて、まちづくり会社コー・プランの
膨大な写真資料の中からからお借りしたものです。

まちづくり会社コー・プランニングの天川
佳美（あまかわよしみ）さん。阪神大震災
復興市民まちづくり支援ネットワークの一
員として、復興活動に携わった。右の文章
は、そのさなかに書かれたもの。

た
く
さ
ん
の
方
た
ち
に
分
け
て
も
ら
っ

た
「
水
」
の
こ
と
、
苦
労
し
て
使
っ
た

「
水
」
の
こ
と
、
流
れ
る
音
が
あ
ん
な

に
さ
み
し
い
音
と
気
づ
い
た
「
水
」
の

こ
と
、
そ
し
て
み
ん
な
で
「
水
」
の
情

報
を
分
け
合
っ
て
凌
い
だ
こ
と
を
。

１
９
９
５
年
２
月
４
日
（
土
）

ま
ち
づ
く
り
会
社
コ
ー
・
プ
ラ
ン

天
川
佳
美



渡
部
一
二
わ
た
べ
か
ず
じ

多
摩
美
術
大
学
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授

１
９
３
８
年
生
ま
れ
。
日
本
大
学
理
工
学
部
建

築
学
科
卒
、
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究

科
環
境
設
計
専
攻
修
士
課
程
修
了
。
農
学
博
士
。

１
９
７
８
年
多
摩
美
術
大
学
講
師
、
の
ち
助
教

授
を
経
て
現
職
。
国
内
外
の
水
辺
空
間
の
デ
ザ

イ
ン
サ
ー
ベ
イ
を
手
が
け
る
。
主
な
著
書
に

『
水
縁
空
間
』（
共
著
、
住
ま
い
の
図
書
館
出
版

局
、
１
９
９
３
）、『
生
き
て
い
る
水
路
』（
東
海

大
学
出
版
会
、
１
９
８
４
）
等
。

郡
上
八
幡
の
水
縁
空
間
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水
道
が
１
０
０
％
普
及
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
用
水
を
生
か
し
、
井
戸
や

湧
水
を
使
い
分
け
て
暮
ら
す
都
市
、
そ

れ
が
郡
上
八
幡
（
岐
阜
県
郡
上
郡
八
幡

町
）
で
す
。
渡
部
一
二
さ
ん
は
、
70
年

代
後
半
〜
80
年
代
に
こ
の
町
を
調
査
し
、

水
と
多
様
な
縁
を
結
ぶ
こ
と
で
豊
か
な

空
間
が
生
ま
れ
る
と
い
う
「
水
縁

す
い
え
ん

空
間
」

の
視
点
を
提
唱
、
１
冊
の
本
に
ま
と
め

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
10
年
余
り
が

経
過
。
郡
上
八
幡
の
「
現
在
」
は
、
水

道
文
化
の
伝
承
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。

―
郡
上
八
幡
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
う
か
が
え
ま
す
か
。

私
が
郡
上
八
幡
の
調
査
を
始
め
た
の

は
、
１
９
７
０
年
代
初
め
で
し
た
。
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
こ
ろ
、
私
は
学
生

で
し
た
が
、
さ
か
ん
に
東
京
の
川
が
埋

め
ら
れ
て
い
く
姿
を
見
て
、
疑
問
に
思

い
ま
し
た
。
愛
媛
出
身
の
私
に
と
っ
て
、

子
ど
も
の
遊
び
場
と
い
え
ば
川
。
そ
れ

が
東
京
に
来
て
み
る
と
、
川
が
壊
さ
れ

て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
見
て
、
も

う
一
度
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
水
の
あ
り

か
た
を
考
え
、
都
市
計
画
家
に
な
り
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

調
査
の
き
っ
か
け
は
、
美
し
い
水
辺

空
間
を
持
つ
城
下
町
の
水
利
用
調
査
を

始
め
て
数
年
が
経
過
し
た
こ
ろ
、
仲
間

か
ら
「
昔
か
ら
の
水
利
用
形
態
が
緻
密

に
行
わ
れ
て
い
る
町
が
あ
り
ま
す
が
、

調
査
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
誘
わ
れ
た

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
い
つ
か
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
水
環
境
シ

ス
テ
ム
が
郡
上
八
幡
に
は
ま
だ
残
っ
て

い
る
と
実
感
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
き

ち
ん
と
記
録
し
後
世
の
人
に
伝
え
る
べ

き
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
郡

上
八
幡
の
人
々
は
、「
自
分
た
ち
の
水

利
用
方
式
は
、
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で

当
た
り
前
の
も
の
」
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
何
世
代
も
受
け
継
が
れ
、
自
分
が

生
ま
れ
る
前
か
ら
使
っ
て
い
る
や
り
方

で
す
か
ら
、
珍
し
い
と
も
思
っ
て
い
な

い
し
、
他
の
所
で
も
同
じ
だ
と
思
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
私
が
「
こ
れ
は
文
明

的
な
価
値
が
あ
る
も
の
だ
」
と
申
し
上

げ
て
も
、
な
か
な
か
地
元
の
人
に
は
信

じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、

水
環
境
や
優
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
守
ろ
う

と
す
る
こ
と
へ
の
障
害
に
も
な
っ
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
１
９
８
５
年
（
昭

和
60
年
）
に
八
幡
が
名
水
百
選
に
選
ば

れ
た
こ
と
で
、
行
政
と
住
民
が
連
帯
し

て
、
水
を
一
つ
の
テ
ー
マ
に
ま
ち
づ
く

り
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
１

９
８
８
年
（
昭
和
63
年
）
の
こ
と
で
す
。

―
城
下
町
は
、
ど
こ
も
独
自
の
用
水

シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
私
か
ら
見
る

と
基
本
的
に
は
同
じ
シ
ス
テ
ム
で
す
。

河
川
か
ら
水
門
で
水
を
引
い
て
分
配
す

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
水
利
用
形
態
を
、
客

観
的
に
評
価
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は

全
国
共
通
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
設
定
し

ま
し
た
。
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
40
項

目
強
に
の
ぼ
る
の
で
す
が
、
い
い
シ
ス

テ
ム
、
い
い
水
源
を
持
っ
て
い
る
土
地

は
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
○
が
た

く
さ
ん
つ
い
て
い
き
ま
す
。
郡
上
八
幡

は
全
国
で
一
番
○
が
多
か
っ
た
。

20
年
以
上
も
前
に
作
ら
れ
た
こ
の
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、
水
を
循
環
す
る
シ

ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
、
都
市
と
周
辺
の

農
村
部
を
一
体
の
も
の
と
し
て
見
て
い

ま
す
。
こ
の
視
点
は
、
こ
れ
か
ら
の
都

市
と
水
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
上
で
、

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
力
を
持
っ

て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

暮
ら
し
に
根
差
す
、
井
戸
と
用
水

津�

大津�

京都�

� 奈良�

名古屋�

岐阜�

長良川�

郡上八幡�
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みずみちのあたりまえ　郡上八幡の水縁空間

雪流し　－　　用水や谷川を利用。蓋のされた用水でも、処々蓋が取れるようになっている。�

利用形態�

分　類�

環境用水�

防火用水�

生活用水�

生産業用水�

水と祭り�

水上交通�

水と生物�

温泉・冷泉�

水と文人・文学�

水と風俗�

水と町の構成�

水エネルギー装置�

水辺の�
リクリエーション�

川水�用水�井水�湧水�池水�私設簡�易水道�上水道�

●� ●� ●�

池への引水－　用水と住宅との間に鯉や金魚を飼う池がある。また中庭に用水を引き込む例も多い。� ●�●�

水の音　－　　町中に川の鳴る音が聞かれる。水の音による涼感�

　　　　　　　ほとんどが防火用水としての機能を持っており、用水はセギ板により、�
用水、井水－　水を堰止めて使用。家の軒下には消火用バケツが備えられている。�
　　　　　　　井戸にも消火用バケツが備えられている。�

　　　　　　　食物：魚貝類洗いと調理、野菜・果物洗い、食器洗いに谷川や用水を使用している。�
物洗用　－　　衣類：洗濯物のすすぎ、運動靴・長靴の洗濯に川や用水を使用。�
　　　　　　　身体：洗面、手足洗いに谷川や用水を使用。�
�

●�

●�

　　　　　　　用水や道や植物への散水に使用。また谷川の上流から各戸にパイプで水を引き、�散　水　－ �　　　　　　　散水、洗濯、池への引水に使用。�

　　　　　　　犬啼谷（いんなきだに）上流から取水する上水ができるまで、�飲　用　－ �　　　　　　　谷川の水を一部の地区で使用。現在は上水・井水・湧水使用。�

●�●� ●� ●�

●� ●�

貯水池　－　　用水を貯水池に溜め、防火貯水槽としている。�

冷却用　－　　夏期の谷川・用水・湧水などを利用した果物・ジュース・ビール等の冷却。� ●�●� ●�●� ●�

農　業　－　　島谷用水、北町用水、穀見用水、小野用水、腰細用水、勝更用水等。� ●�●� ●�

●� ●� ●�

　　　　　　　川水、用水、井水を使用。また動力源として川や用水を使用していた。�製糸業　－�　　　　　　　郡上製糸では吉田川の水を使用。�

酒造用　－　　湧水や井水使用。湧水として有名な白雲水は酒造の水として使用されていた。� ●� ●�

染物業　－　　染物の水洗いや水さらしに用水や吉田川上流を使用。� ●�●� ●�

洗張業　－　　個人用井戸または共同井戸から機械力で水を汲み上げ使用。� ●�

製氷業　－　　最近まで犬啼谷川と赤谷川上流で氷田圃による天然氷の製造が行われていた。� ●�

水生昆虫　－　水生昆虫、ホタル等。� ●� ●�

水棲天然記念物　－　オオサンショウウオ、モリアオガエル、ウナギ群。�
�

●� ●�

ラジューム鉱泉　－　郡上温泉、高畑冷泉。� ●�

宗祇水（白雲水）と連歌歌人、飯尾宗祇の歌と伝説、アユと画人、詩人。� ●� ●�

湧水と水神、年中合字と水（若水くみ、イブシン、七夕）、漬け物とクキナ、魚と調理法、郡上節と水。�
�

●�●� ●� ●� ●�

町の構成、コミュニティの媒体となっている水。� ●�●� ●�●� ●� ●�

●�●�

　　　　　　　長良川、吉田川、小駄良川でアユ、アマゴ、コイ、ウグイなどが釣れる。�釣　り　－  �　　　　　　　子どもによる魚とり等。� ●�●� ●�

水　浴　－　　長良川、吉田川、小駄良川に計11ヶ所の指定水泳場がある。� ●�

観光漁業　－　長良川にアユのヤナ場がある。マスの養殖。� ●� ●�

水辺の休息－　日常川辺に寝イス、縁台などを出して休息に利用。� ●�

水神祭・川祭－宗祇水神祭、乙姫霊水神祭、犬啼水神祭、岸剣神社川祭、電気地蔵祭、夏祭。� ●� ●� ●�

伝説と祭り－　水に関する伝説が多く、それに因んで行われる祭りが多い。� ●� ●� ●� ●�

流木路　－　　長良川、吉田川を利用した流木による木材運搬が行われていた。� ●�

渡し舟　－　　長良川横断のための渡し舟が勝更に現存する。（勝更の渡し） �
�

●�

　　　　　　　滝水（不動滝、乙姫滝、三段の滝、法伝の滝）、峡谷（天竜峡）、�水と観光地－�　　　　　　　湖水（鬼谷湖、勝軍池）、湧水（白雲水）� ●� ●� ●�

　　　　　　　ボットリ、車屋（水車を利用）。共に小川のわずかな流れを利用した自家用の�精米・精粉－�　　　　　　　精米所である。現在では動力化してどちらも見られなくなった。� ●�●�

揚水水車　－　田植期の田や養魚地への引水のため、用水路や谷川に設けている。�
�

●�

　　　　　　　　９割以上が山林であるこの町では昔から林業が盛んで、�材木運搬船航路－�　　　　　　　　その材木運搬船の航路として長良川が利用されていた。� ●�

　　　　　　　トビ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、セグロセキレイ、キセキレイ、カワガラス、�水辺の鳥　－�　　　　　　　ツバメ、カワセミ、ヤマセミ、ミソザイ等が町全域の川辺に見られる。� ●� ●�

　　　　　　　主としてアユ、他にアマゴ、ウグイ、コイ、ウナギ、マス、イワナ等が漁獲。�漁　業　－�　　　　　　　マスの養殖漁業等。� ●� ●�

●� ●� ●� ●�

●�●� ●�●� ●� ●�

　　　　　　　明治32年。乙姫滝利用の岐阜県初（日本でもごく初期）の発電所設立。明治39年、�
水力発電　－　島谷用水利用の発電所設立。現在は中部電力の配電所として残存。谷川を利用し、�
　　　　　　　自家発電をし、耕地にめぐらせた電線により鹿等を追い払っていた時期もあった。�
�

●�●�

　　　　　　　アマゴ、アユ、ギギ、アカザ、ニゴイ、ウグイ、アブラハヤ、オイカワ、フナ、コイ、ドジョウ、�
魚　　　－　　シマドジョウ、アジメドジョウ、ウナギ、スナクジ、ヨシノボリ、イワナ、カジカ、アカムツ、�
　　　　　　　サワガニ等が町全域の川、谷川、用水路に見られる。�
�

●�●� ●�

利用内容�

水形態�

渡部さんが1970年代後半につくった　全国共通の水利用形態のチェック項目における　郡上八幡の水利用形態一覧
あなたの住むまちを、この表でチェックすると、なにが見えてくるでしょうか
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郡
上
八
幡
の
現
在
水
の
文
化
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
あ
る
ま
ち
　
編
集
部

名
水
百
選
に
も
選
ば
れ
た
「
水
の
ま
ち
」
郡
上
八
幡
（
八
幡
町
）
は
人
口
約

１
８
０
０
０
名
。
毎
年
数
多
く
の
観
光
客
が
や
っ
て
く
る
。

市
街
地
の
中
心
部
、
小
駄
良
川
の
脇
に
宗
祇
水
と
呼
ば
れ
湧
き
水
が
あ
り
、

１
９
８
６
年
に
名
水
百
選
に
選
ば
れ
た
後
、
こ
の
あ
ふ
れ
る
清
冽
な
水
を
観
光

資
源
に
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
歴
史
あ
る
郡
上
踊
り
に
は
毎
年
約

35
万
人
の
郡
上
踊
り
フ
ァ
ン
が
集
合
す
る
。
郡
上
八
幡
は
水
と
踊
り
の
観
光
都

市
で
あ
る
。

町
に
入
っ
て
驚
く
の
は
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
降
ろ
し
た
商
店
街
が
な
い
こ
と
。

郊
外
大
型
ス
ー
パ
ー
や
派
手
な
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
が
見
あ
た
ら
ず
、
今

も
古
い
町
並
み
を
生
か
し
て
商
い
を
し
て
い
る
人
々
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。

若
年
層
の
流
出
で
高
齢
化
が
進
む
と
い
う
地
方
都
市
の
構
図
が
こ
こ
に
も
見
え

る
が
、
岐
阜
か
ら
高
速
道
で
30
分
ほ
ど
の
都
市
に
、
徒
歩
で
用
が
足
り
る
、
ヒ

ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
の
町
が
残
っ
て
い
る
。

湧
き
水
あ
ふ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
現
在
の
郡
上
八
幡
の
水
道
普
及
率
は
１
０

０
％
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住
民
は
井
戸
や
湧
き
水
と
共
存
し
、
用
水
を

保
全
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
全
国
で
用
水
や
井
戸
が
埋
め
ら
れ
、
水
道
だ
け
し

か
使
っ
て
い
な
い
家
が
圧
倒
的
な
の
に
、
郡
上
八
幡
の
人
々
は
な
ぜ
「
便
利
な

水
道
だ
け
を
使
う
」
と
い
う
選
択
を
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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水
縁
空
間
と
は

私
が
使
い
始
め
た
「
水
縁
」
と
い
う

言
葉
の
「
縁
」
は
、
縁
側
の
縁
と
い
う

意
味
で
す
。
お
互
い
に
対
等
の
関
係
で

影
響
を
与
え
合
う
状
況
を
表
す
の
に
、

仏
教
で
は
因
、
縁
、
果
、
応
、
報
と
い

う
用
語
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
の

縁
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
つ
け
ま
し
た
。
縁

側
の
縁
は
、
境
界
を
表
す
言
葉
で
す
。

だ
か
ら
水
が
あ
る
空
間
と
な
い
空
間
を

分
け
る
た
め
に
、
水
縁
空
間
と
名
付
け

た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
恩

を
報
じ
て
も
ら
う
と
い
う
か
、
お
互
い

に
大
事
に
し
て
や
れ
ば
い
つ
か
必
ず
水

の
恩
恵
を
受
け
て
い
く
と
い
う
関
係
を

表
せ
る
と
思
い
ま
し
た
。

人
と
水
と
の
関
わ
り
方
に
は
い
く
つ

か
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
生
き
も
の

と
し
て
水
を
見
る
目
を
持
っ
て
関
わ
っ

て
い
く
こ
と
で
、
水
は
生
か
さ
れ
て
い

く
。
そ
れ
を
た
だ
「
水
道
」
と
い
う
機

能
と
し
て
見
、
水
を
物
質
と
し
て
見
て

し
ま
う
と
、
水
縁
は
少
な
い
で
す
ね
。

人
と
の
多
様
な
関
係
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

―
水
道
は
水
縁
空
間
の
構
成
要
素
に

は
な
り
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

水
道
だ
け
で
す
と
ね
。
な
ぜ
な
ら
、

水
道
に
は
空
間
が
な
い
か
ら
で
す
。
流

れ
が
表
に
出
ず
、
土
と
水
が
触
れ
合
わ

な
い
。
全
部
が
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
終
わ

っ
て
い
ま
す
。
農
業
用
水
に
つ
い
て
も

同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
で
水
を
引
い
て
き
た
お
蔭

で
、
資
源
と
し
て
の
水
の
ロ
ス
が
少
な

く
な
り
、
生
産
性
が
上
が
り
管
理
機
能

も
効
率
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
失
わ
れ
た

も
の
も
圧
倒
的
に
多
い
で
す
ね
。
そ
こ

に
棲
む
生
き
物
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま

い
、
地
域
の
景
観
が
だ
め
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
農
家
の
人
で
便
利
に
な

っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
人
も
多
い
で
す
が
、

昔
を
懐
か
し
む
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
れ
か
ら
は
、
水
道
の
水
や

用
水
の
水
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
利
用
す
る

こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

街
中
が
水
の
博
物
館

郡
上
八
幡
で
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、

あ
ら
ゆ
る
水
に
関
す
る
体
験
が
で
き
ま

す
。
こ
こ
を
訪
れ
て
ま
ず
気
が
つ
く
の

は
、
町
中
に
水
の
音
が
あ
ふ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
用
水
の
せ
せ
ら
ぎ

は
も
ち
ろ
ん
、
夏
で
あ
れ
ば
川
に
飛
び

込
む
音
、
子
ど
も
た
ち
が
川
遊
び
に
興

じ
て
上
げ
る
歓
声
も
水
音
の
一
部
に
感

じ
ら
れ
ま
す
。
郡
上
八
幡
ら
し
さ
と
言

え
ば
、
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
街
の
中
央

を
流
れ
る
河
川
で
、
子
ど
も
た
ち
が
川

に
入
っ
て
遊
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
ど
も
た
ち
が
橋
か
ら
飛
び

込
む
一
種
の
イ
ベ
ン
ト
も
、
男
の
子
が

一
人
前
に
な
る
た
め
の
通
過
儀
式
の
意

味
合
い
が
あ
り
、
郡
上
八
幡
出
身
の
大

人
は
誰
で
も
懐
か
し
い
思
い
出
の
筆
頭

の
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
生
ま
れ
た
子
供

は
こ
の
よ
う
な
川
の
体
験
を
通
じ
て
、

マ
ナ
ー
も
お
ぼ
え
る
し
、
危
険
な
こ
と

も
事
前
に
回
避
す
る
知
恵
を
つ
け
ま
す
。

で
す
か
ら
水
難
事
故
も
起
き
な
い
と
い

い
ま
す
。
危
な
い
と
い
う
の
で
見
張
り

の
大
人
を
つ
け
た
時
代
も
あ
り
ま
す
が
、

い
つ
の
間
に
か
ま
た
子
ど
も
た
ち
の
自

由
に
任
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

今
、
飛
び
込
み
は
テ
レ
ビ
番
組
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
、
よ
そ
か
ら
来
た
人
が
多

く
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
が
。

「
堰
板

せ
ぎ
い
た

」
と
い
う
、
板
が
用
水
の
流
れ

を
せ
き
止
め
る
た
め
に
所
々
に
設
け
て

あ
り
ま
す
。
流
れ
を
せ
き
止
め
る
こ
と

で
水
を
溜
め
、
洗
う
仕
事
を
し
や
す
く

す
る
た
め
の
板
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち

が
勝
手
に
水
を
せ
き
止
め
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
せ
き
止
め
ら
れ
て
道
ば
た
に

ま
で
あ
ふ
れ
た
水
は
、
子
ど
も
た
ち
の

格
好
の
遊
び
場
に
な
る
。
膝
よ
り
も
浅

い
程
度
の
深
さ
な
の
で
、
事
故
に
も
な

り
ま
せ
ん
。
誰
に
も
怒
ら
れ
ず
に
、
子

ど
も
が
水
遊
び
を
す
る
環
境
が
、
こ
こ

に
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
郡
上
八
幡
と
言
え
ば
、
郡

上
踊
り
。
こ
の
よ
う
に
地
域
社
会
に
密

着
し
た
行
事
に
参
加
す
る
う
ち
に
、
水

と
の
つ
き
あ
い
方
も
覚
え
て
い
く
よ
う

で
す
。
多
様
な
水
利
用
を
可
能
に
し
て

い
る
の
は
、
こ
ま
め
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
遊
び
だ
け
で
な

く
清
掃
な
ど
の
奉
仕
的
な
仕
事
に
も
参

上：吉田川。奥に見える橋の右端にある取水口から島谷用水（手前）
が始まる。
左頁右：1986年に名水百選に選ばれた小駄良川脇の宗祇水と呼ばれる
湧き水。
左頁上段右：八百屋の何げないディスプレイにも、水がふんだんに使
われている。
左頁上段左：川を横切る用水溝の左には、角度を変えることで用水の
水位を調節する板がついている。
左頁下：吉田川が自然の景観を保ち、水の透明度を誇るのは、上流に
ダムがないから。「下流を護岸工事で直線的にしたため、水はけがよく
なって水位が下がった」と水野さん。左側の石段を降りた所が、かつ
ての洗い場。水位は時によって違うが1.5～2m下がったという。
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みずみちのあたりまえ　郡上八幡の水縁空間

加
し
て
い
ま
す
。

―
街
の
排
水
の
し
く
み
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

用
水
路
と
排
水
路
の
二
系
統
に
よ
っ

て
、
分
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
田
川
の

下
流
、
つ
ま
り
、
集
落
が
な
く
な
っ
た

所
で
排
水
路
は
川
に
合
流
し
ま
す
。
地

下
浸
透
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
昭
和
40
年

こ
ろ
は
、
生
活
排
水
が
た
く
さ
ん
流
れ

込
ん
で
い
る
の
が
川
沿
い
を
歩
く
と
わ

か
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
今
は
、
改
善
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い

よ
う
で
す
。
地
区
ご
と
に
排
水
路
に
木

炭
や
石
を
入
れ
た
「
水
浄
化
の
実
験
場
」

を
作
っ
た
り
、
合
併
浄
化
槽
に
切
り
替

え
た
り
し
て
、
生
活
排
水
が
直
接
川
に

流
れ
込
ま
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま

す
。１

９
８
０
年
（
昭
和
50
年
）
ご
ろ
で

し
た
か
、
背
骨
が
曲
が
っ
た
魚
が
川
か

ら
上
が
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
郡

上
八
幡
は
鮎
の
名
産
地
で
、
鮎
の
釣
り

師
の
拠
点
の
町
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う

魚
が
上
が
っ
た
と
な
る
と
釣
り
師
は
来

な
く
な
る
。
そ
こ
で
生
活
排
水
を
減
ら

そ
う
と
、
八
幡
町
連
合
会
の
主
婦
が
立

ち
上
が
り
ま
し
た
。
排
水
口
に
ス
ト
ッ

キ
ン
グ
を
か
ぶ
せ
て
フ
ィ
ル
タ
ー
に
し
た

り
、
油
で
汚
れ
た
食
器
は
拭
き
取
っ
て

か
ら
洗
っ
た
り
、
合
成
洗
剤
を
や
め
て

石
鹸
を
使
う
よ
う
指
導
し
た
り
し
て
き

ま
し
た
。
八
幡
町
の
こ
の
運
動
が
、
今

で
は
郡
上
郡
全
体
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

水
と
住
民
の
距
離

郡
上
八
幡
の
住
民
と
水
の
か
か
わ
り

で
感
心
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
水
の
清
さ

を
維
持
す
る
た
め
に
、
労
を
厭
わ
ず
に

美
化
に
努
め
て
い
る
と
い
う
点
で
し
た
。

郡
上
八
幡
の
主
た
る
河
川
は
、
長
良
川

と
吉
田
川
、
乙
姫
川
。
こ
の
自
然
系
河

川
は
、
町
の
人
々
に
川
魚
で
生
業
を
営

ん
だ
り
、
憩
い
の
場
と
し
た
り
、
子
ど

も
た
ち
の
遊
び
場
に
な
っ
た
り
と
、
豊

か
な
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
川
と
住
民
の
結
び
つ
き
は
、
よ
そ

に
比
べ
て
と
て
も
強
い
の
で
す
。
川
を

汚
す
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
破

壊
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、

「
水
を
使
う
」
と
い
う
行
為
に
は
昔
か

ら
厳
し
い
ル
ー
ル
を
設
け
て
き
ま
し
た
。

川
掃
除
の
班
当
番
が
あ
り
、
１
週
間
一

家
が
総
出
で
、
決
ま
っ
た
区
間
を
き
れ

い
に
し
て
い
き
ま
す
。
年
に
１
回
は
班

全
体
が
集
ま
っ
て
総
会
を
開
き
ま
す
。

川
だ
け
で
な
く
用
水
路
が
こ
れ
ほ
ど

大
事
に
さ
れ
て
き
た
理
由
に
、
火
災
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。
密
集
し
た
城
下
町

で
す
か
ら
、
出
火
す
る
と
町
全
体
が
す

ぐ
燃
え
て
し
ま
う
。
現
に
、
大
正
８
年

の
北
町
大
火
で
は
、
現
在
の
安
養
寺
一

体
が
焼
け
野
原
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水

路
は
防
火
用
水
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
こ
の
機
能
を
よ
り
充
足

さ
せ
る
た
め
に
、
用
水
路
は
よ
り
深
く

作
り
直
さ
れ
ま
し
た
。
家
々
に
は
必
ず

バ
ケ
ツ
が
あ
っ
て
、
堰
板
を
落
と
し
て

用
水
か
ら
あ
ふ
れ
た
水
を
バ
ケ
ツ
で
す

く
い
取
り
、
初
期
消
火
に
役
立
て
ま
し

た
。
堰
板
と
い
う
の
は
、
水
を
必
要
な

所
に
分
け
た
り
、
洗
い
場
を
瞬
時
に
作

っ
た
り
、
子
ど
も
の
遊
び
場
に
し
た
り

と
、
便
利
で
重
要
な
道
具
な
の
で
す
。

用
水
路
か
ら
水
を
引
き
鯉
や
川
魚
を
飼

っ
て
い
る
家
や
、
カ
ワ
ド
と
呼
ば
れ
る

洗
い
場
も
共
同
の
も
の
と
個
人
の
も
の

の
両
方
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
ら
れ
ま

す
。こ

の
ほ
か
に
も
三
方
を
山
に
囲
ま
れ

て
い
ま
す
の
で
、
い
た
る
所
に
湧
き
水

が
あ
り
、
水
源
を
補
給
す
る
の
に
都
合

が
よ
い
地
下
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
共
同
井
戸
も
個
人
井
戸
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
水
田
は
山
谷

や

と

水

を
使
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
個
人
所
有
、

共
同
所
有
の
両
方
が
あ
り
ま
す
。
郡
上

八
幡
の
人
々
は
、
川
、
用
水
、
井
戸
、

湧
水
と
い
う
多
様
な
水
源
を
、
用
途
に

合
わ
せ
て
う
ま
く
使
い
分
け
て
い
る
の

で
す
。

―
決
ま
っ
た
水
番
は
い
る
の
で
す
か
。

い
ま
せ
ん
。
専
任
の
誰
か
を
雇
う
と

い
う
発
想
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
水

は
自
分
た
ち
の
手
で
大
切
に
守
る
と
い

う
気
持
ち
が
、
徹
底
し
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
し
、
高
齢
化
と
世
代
交
代
の
問
題

で
、
今
ま
で
の
よ
う
に
は
い
か
な
く
な
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っ
て
い
る
地
区
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、

時
代
の
流
れ
で
仕
方
が
な
い
現
象
で
し

ょ
う
。

住
民
組
織
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
用

水
ご
と
の
水
利
組
合
も
あ
れ
ば
、
井
戸

周
辺
の
組
合
も
あ
り
、
山
谷
水
の
利
用

者
は
流
れ
ご
と
に
組
織
が
あ
る
。
一
軒

の
家
で
用
水
の
水
を
使
っ
た
り
川
の
水

を
使
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
、
こ
の
両
方

に
加
入
し
て
い
る
家
も
あ
る
わ
け
で
す
。

郡
上
踊
り
は
、
カ
ネ
や
太
鼓
が
の
っ

た
車
付
き
の
屋
台
が
、
祭
り
の
日
毎
に

移
動
し
て
い
き
ま
す
。
移
動
し
た
場
所

で
踊
る
の
で
す
が
、
同
時
に
そ
こ
で
地

域
の
水
神
様
を
祀
り
ま
す
。
御
神
酒
を

捧
げ
た
り
、
灯
明
を
と
も
し
て
、
水
が

涸
れ
な
い
よ
う
に
、
清
浄
で
あ
る
よ
う

に
と
祈
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
必

要
な
水
を
確
保
す
る
た
め
に
、
人
の
関

係
が
非
常
に
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
と
。

い
わ
ば
水
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
て
い

い
で
す
。
今
は
水
道
が
入
っ
て
、
井
戸

や
用
水
の
重
要
性
が
薄
れ
た
の
で
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
所
も
多
い
よ
う
で
す
。

郡
上
踊
り
の
歌
を
調
べ
て
い
く
と
、

水
に
関
係
す
る
も
の
が
た
い
へ
ん
多
い
。

そ
れ
と
、
そ
れ
が
歌
わ
れ
た
場
所
が
地

名
と
し
て
残
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
そ

の
地
名
は
、
用
水
の
堰
の
場
所
と
関
係

が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

私
た
ち
の
調
査
研
究
も
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
で
町
の
水
の
こ
と
を
熟
知
さ
れ
て

い
る
水
野
政
雄
さ
ん
、
安
福
さ
ん
や
八

幡
町
地
元
の
博
物
館
で
あ
る
「
博
覧
館
」

の
設
立
に
携
わ
っ
た
広
瀬
敏
雄
さ
ん
を

水
先
案
内
人
に
、
多
く
の
人
と
の
出
会

い
に
よ
っ
て
水
が
流
れ
る
ご
と
く
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
ま
さ
に
水
縁
と
呼
べ
る
出
会
い
で

あ
っ
た
と
、
つ
く
づ
く
思
っ
て
い
ま
す
。

―
水
の
用
途
を
水
道
敷
設
の
前
後
で

比
較
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
敷
設
後
で
も

食
器
洗
い
、
お
む
つ
洗
い
、
洗
濯
な
ど

に
ま
だ
用
水
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

そ
れ
は
地
域
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。

汚
染
に
よ
る
地
域
差
で
す
。
生
活
排
水

が
入
る
と
、
当
然
下
流
の
地
域
は
使
い

た
が
ら
な
い
。
そ
れ
と
、
年
代
に
よ
る

差
が
あ
り
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち

は
習
慣
と
し
て
使
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

郡
上
八
幡
の
知
恵
を

大
都
市
に
応
用
す
る

―
郡
上
八
幡
の
水
シ
ス
テ
ム
を
、
都

市
の
給
排
水
シ
ス
テ
ム
に
応
用
で
き
る

部
分
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
水
道
の
水
し
か
知
ら
な

い
か
ら
、
生
活
の
全
般
に
使
お
う
と
し

ま
す
。
当
然
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す

が
、
本
当
は
町
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な

種
類
の
水
が
あ
る
。
多
様
な
水
源
を
持

ち
、
そ
れ
を
う
ま
く
活
用
す
る
生
活
と

い
う
の
は
、
心
理
的
に
も
健
康
的
に
も

歴
史
的
に
も
文
化
的
に
も
豊
か
な
ん
で

見
ら
れ
る
水
と
使
う
水

「
ガ
キ
大
将
を
中
心
に
、
沈
礁
周
辺
で
遊
ぶ
の
が
常
で
し
た
。

護
岸
工
事
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
固
め
ら
れ
た
真
っ
直
ぐ
な
川

は
、
魚
も
虫
も
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
石
垣
だ
か
ら
中
に
ウ
ナ

ギ
や
虫
が
隠
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
、
真
っ
直
ぐ
な
直

線
は
、
自
然
界
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
か
ら
」
と
言
う
、
遊
童

館
館
長
の
水
野
政
雄
さ
ん
。「
郡
上
八
幡
の
子
ど
も
は
、
自
分

の
身
は
自
分
で
守
る
分
別
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
水
の
事
故

も
な
い
。
交
通
事
故
の
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
危
な
い
」
と
も
。

「
地
元
の
子
は
吉
田
川
に
か
か
る
新
橋
か
ら
飛
び
込
み
ま
せ
ん
。

一
つ
上
流
の
、
学
校
橋
（
川
か
ら
の
高
さ
が
新
橋
に
比
べ
低

い
）
か
ら
飛
び
込
み
ま
す
。
新
橋
か
ら
飛
び
込
む
子
ど
も
た

ち
は
、
外
か
ら
遠
征
し
て
く
る
の
で
す
。
マ
ァ
ー
い
ず
れ
に

し
て
も
飛
び
込
む
こ
と
が
、
勲
章
の
意
味
を
持
ち
ま
す
」
と

町
役
場
の
広
瀬
敏
雄
さ
ん
。

ど
う
も
外
向
け
の
観
光
空
間
と
、
地
元
の
人
が
利
用
す
る

生
活
空
間
は
別
ら
し
い
。

島
谷
用
水
に
は
「
か
わ
ど
」、
乙
姫
川
に
は
「
堰
板
」
が

何
気
な
く
置
い
て
あ
る
。
柳
町
通
り
で
は
、
形
だ
け
を
見
る

八幡町市街地の水路網図（1976年（昭和51年）当時）



す
よ
。
例
え
ば
、
夏
に
わ
れ
わ
れ
が
飲

み
た
く
な
る
よ
う
な
冷
た
い
水
は
、
水

道
か
ら
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
郡
上
八
幡

の
場
合
は
、
山
谷
水
か
ら
得
ら
れ
る
水

は
、
10
分
と
手
を
浸
け
て
い
ら
れ
な
い

ほ
ど
冷
た
い
の
で
す
。

地
表
を
流
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
水
を
、

目
的
毎
に
、
理
想
的
に
使
い
分
け
る
こ

と
は
、
都
市
で
は
不
可
能
な
こ
と
と
言

わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
う
で

は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
都
市
に
も

工
夫
が
あ
れ
ば
可
能
で
し
ょ
う
。
都
市

に
も
上
水
、
下
水
、
地
下
水
、
雨
水
な

ど
多
面
な
水
が
存
在
し
ま
す
。
使
っ
て

い
な
い
水
が
、
都
市
に
は
た
く
さ
ん
あ

る
の
で
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
見
直
せ

ば
、
身
近
な
所
に
水
を
引
く
こ
と
は
可

能
で
す
。

そ
の
時
に
、
八
幡
町
の
水
シ
ス
テ
ム

と
か
、
農
業
用
水
の
シ
ス
テ
ム
の
よ
う

な
日
本
の
伝
統
的
な
水
シ
ス
テ
ム
が
浮

き
彫
り
に
な
る
の
で
す
。
一
番
い
い
例

は
、
玉
川
上
水
で
す
ね
。
玉
川
上
水
は
、

す
で
に
目
的
を
果
た
し
終
わ
り
と
思
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
あ
そ
こ
に
も
う
一
度

清
流
を
流
し
た
ら
計
り
知
れ
な
い
効
果

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
玉
川
上
水
の
水
路

網
は
、
武
蔵
野
台
地
に
ピ
ッ
タ
リ
と
張

り
付
く
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
流
れ
て
い
る
台
地
が
終
わ
り
、
平

野
部
分
に
入
る
と
水
路
網
を
延
長
す
る

よ
う
に
都
市
河
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。

用
水
路
の
数
は
33
。
都
市
河
川
は
約
30
。

都
市
河
川
が
玉
川
上
水
を
受
け
取
っ
て

い
た
の
で
す
。
今
は
、
こ
の
両
者
は
ほ

と
ん
ど
分
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

私
は
昔
の
人
が
造
っ
た
33
の
水
路
に
水

を
入
れ
る
こ
と
で
、
再
生
で
き
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
支
援
す
る
よ
う

な
事
業
が
、
現
実
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
地
下
河
川
で
す
。
降
っ
た
雨

水
は
大
き
な
道
路
の
地
下
に
作
ら
れ
た

人
工
河
川
に
溜
め
ら
れ
、
ス
ト
ッ
ク
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
水
を
少
し
づ
つ
汲
み

上
げ
、
野
火
止
用
水
、
北
沢
緑
道
に
水

を
入
れ
た
り
、
目
黒
川
の
上
流
に
水
を

入
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
同
じ
こ
と
を
、

玉
川
上
水
に
も
行
え
ば
よ
い
の
で
す
。

今
、
東
京
で
は
２
万
〜
３
万
ト
ン
の
下

水
が
再
生
水
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
実
行
し
よ
う
と
思
え
ば
、
水
路

や
川
の
再
生
に
つ
な
が
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

郡
上
八
幡
の
場
合
は
、
町
の
人
が
祭

り
を
催
し
た
り
、
水
路
の
清
掃
を
し
た

り
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ

て
い
き
ま
し
た
。
都
市
部
で
も
同
じ
よ

う
に
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く

る
こ
と
が
生
命
を
守
っ
て
い
く
こ
と
に

通
じ
る
し
、
水
縁
関
係
を
ベ
ー
ス
に
人

間
関
係
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
れ
は
都
市
の
規
模
に
は
関
係
な
く
応

用
で
き
る
で
し
ょ
う
。
技
術
的
シ
ス
テ

ム
だ
け
で
な
く
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に

そ
の
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
か
と
い
う

こ
と
も
重
要
な
の
で
す
。
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みずみちのあたりまえ　郡上八幡の水縁空間

「堰板」を調節して水位を高くする

と
ド
ブ
と
見
間
違
う
U
字
溝
か
ら
用
水
を
ひ
し
ゃ
く
で
す
く

い
、
道
に
ま
い
て
い
た
。
確
か
に
郡
上
八
幡
に
は
身
近
な
水

が
あ
る
。

泊
ま
っ
た
民
宿
の
女
将
さ
ん
に
話
を
う
か
が
う
と
、「
う
ち

も
井
戸
水
と
水
道
を
両
方
使
っ
て
い
る
し
、
用
水
は
家
の
真

下
を
通
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
用
水
は
生
活
排
水
を
流
す
の

に
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
台
所
か
ら
出
た
排
水
は
い
っ
た

ん
桝
に
溜
め
、
食
べ
物
の
か
す
や
汚
れ
を
沈
澱
さ
せ
て
か
ら
、

き
れ
い
に
な
っ
た
上
澄
み
だ
け
を
用
水
に
流
し
て
い
る
。

ト
イ
レ
、
風
呂
か
ら
の
排
水
は
浄
化
槽
に
入
れ
て
い
る
と

い
う
か
ら
、
都
会
で
考
え
る
家
庭
雑
排
水
と
は
比
べ
物
に
な

ら
な
い
き
れ
い
な
排
水
だ
。
お
茶
と
か
飲
み
水
、
煮
物
、
炊

飯
の
水
は
カ
ル
キ
が
な
い
の
で
井
戸
水
を
使
い
、
洗
濯
機
は

ホ
ー
ス
と
つ
な
ぐ
手
間
が
省
け
る
の
で
水
道
を
使
う
。
こ
こ

で
は
井
戸
水
が
水
の
最
高
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
実
は
水
道
水
も
乙
姫
川
の
上
流
か
ら
取
水
し
て
い

る
の
で
、
井
戸
水
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
ほ
ど
お
い
し
い
。

町
の
郊
外
に
あ
る
農
家
に
は
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
「
水

船
」（
表
紙
写
真
）
も
あ
っ
た
。
水
船
に
は
段
差
が
付
け
ら
れ
た

何
層
か
の
（
普
通
は
２
層
）
水
槽
が
連
な
っ
て
お
り
、
上
か

ら
飲
用
、
す
す
ぎ
や
物
を
冷
や
す
、
下
洗
い
と
使
い
分
け
る
。

そ
の
下
に
野
良
仕
事
で
泥
汚
れ
の
付
い
た
靴
や
雑
巾
を
洗
う

た
め
の
浅
い
層
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
水
船
の
設
け
ら

れ
た
下
に
は
池
が
あ
っ
て
、
排
水
は
池
に
流
さ
れ
る
。
米
粒

や
食
べ
物
の
カ
ス
を
池
の
鯉
が
食
べ
て
浄
化
す
る
と
い
う
理

想
的
な
循
環
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
水
利
用
は
、
こ
れ
か
ら
も
伝
え
ら
れ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
、
そ
れ
は
楽
観
的
で
は
い
ら
れ
な
い

よ
う
だ
。
乙
姫
川
周
辺
と
柳
町
周
辺
で
は
、
用
水
が
観
光
と

し
て
で
は
な
く
今
も
暮
ら
し
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
２
地
区
の
人
々
は
、
用
水
に
愛
着
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
。
使
い
続
け
る
こ
と
が
愛
着
を
生
む
の
で
あ
っ
て
、
観

光
客
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
愛
着
を
生
む
の
で
は
な
い
。

水
船
を
使
っ
て
い
る
奥
さ
ん
が
「
鍋
釜
は
冬
で
も
外
に
あ

る
水
船
で
洗
う
」
と
言
う
の
で
「
不
便
で
は
な
い
で
す
か
」

と
尋
ね
る
と
、「
昔
か
ら
使
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
じ
ゃ
な
い

と
。
子
ど
も
の
代
に
な
る
と
そ
こ
ま
で
し
な
い
け
れ
ど
、
帰

っ
て
き
た
と
き
に
手
を
洗
っ
た
り
う
が
い
を
し
た
り
、
朝
、

歯
を
磨
い
た
り
す
る
の
は
、
や
は
り
こ
こ
。
親
の
や
り
方
を

見
よ
う
見
真
似
し
て
る
ん
で
す
ね
」
と
言
う
。

こ
こ
に
は
、
水
害
や
大
火
災
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
、
水

を
信
用
し
て
き
た
人
々
の
く
ら
し
が
あ
る
。（
編
集
部
）



見直される乾燥地帯の水利システム

貴重な水を運ぶカナート

水
が
豊
富
と
い
わ
れ
る
日
本
で
、
私
た

ち
は
、
現
在
の
水
道
や
用
水
の
シ
ス
テ
ム

を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
海
外
に
目
を
転
じ
る
と
、

水
資
源
に
乏
し
い
国
や
地
域
は
い
く
ら
で

も
あ
り
ま
す
。
で
は
そ
の
よ
う
な
水
が
貴

重
な
土
地
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
水
が

供
給
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
世
界

中
で
多
様
に
存
在
す
る
水
供
給
シ
ス
テ
ム

の
一
つ
に
、「
カ
ナ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
水

利
施
設
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
は
「
横

井
戸
式
地
下
水
灌
漑
体
系
」
と
表
現
さ
れ

る
カ
ナ
ー
ト
を
長
年
研
究
さ
れ
て
い
る
小

堀
巌
さ
ん
に
、
日
本
の
尺
度
で
は
な
か
な

か
計
る
こ
と
の
で
き
な
い
仕
組
み
や
利
用

者
の
技
術
、
習
慣
等
に
つ
い
て
う
か
が
い

ま
し
た
。

カ
ナ
ー
ト
と
は
な
に
か

横
井
戸
に
よ
る
地
下
水
道
と
い
う
の
が

カ
ナ
ー
ト
で
す
が
、
な
か
な
か
想
像
し
に

く
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
私
が
日
本
で
説

明
す
る
と
き
は
「
カ
ナ
ー
ト
と
い
う
の
は

地
下
鉄
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
水
の
あ
る
山
麓

地
帯
に
最
初
の
深
い
第
１
井
（
こ
の
井
戸

を
「
母
井：
マ
ダ
ル
・
チ
ャ
ー
」
と
呼
び

ま
す
）
を
掘
り
、
そ
こ
の
帯
水
層
か
ら
取

っ
た
水
を
暗
渠
で
導
水
し
、
灌
漑
地
の
近

く
で
地
表
に
出
す
の
が
カ
ナ
ー
ト
で
す
。

暗
渠
で
導
水
す
る
の
に
、
地
下
か
ら
一
直

線
に
横
に
掘
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

多
数
の
竪
抗
の
井
戸
を
続
け
て
掘
っ
て
、

そ
れ
ら
を
つ
な
い
で
い
く
わ
け
で
す
。

た
だ
、
こ
の
技
術
や
形
態
だ
け
を
カ
ナ

ー
ト
と
言
う
の
で
は
な
く
、
カ
ナ
ー
ト
に

支
え
ら
れ
て
い
る
集
落
、
農
地
、
全
体
を

考
え
た
水
利
シ
ス
テ
ム
が
カ
ナ
ー
ト
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。
連
続
し
た
竪
坑
の
長
い

列
、
そ
の
先
に
位
置
す
る
集
落
、
さ
ら
に

そ
の
先
の
畑
へ
の
灌
漑
な
ど
、
す
べ
て
が

総
合
技
術
と
し
て
の
水
利
体
系
と
な
っ
て

い
ま
す
。

カ
ナ
ー
ト
は
イ
ラ
ン
高
原
あ
た
り
が
発

生
の
地
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
世
界
中

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

で
は
「
カ
レ
ー
ズ
」、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
は

「
フ
ォ
ガ
ラ
」、
オ
マ
ー
ン
で
は
「
フ
ァ
ラ

ジ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
意
味
は
同
じ
で

す
が
、
国
に
よ
っ
て
深
さ
や
全
長
は
異
な

り
ま
す
。

世
界
中
の
カ
ナ
ー
ト
を
見
た
人
は
い
な

い
の
で
す
が
、
ス
ペ
イ
ン
に
も
カ
ナ
ー
ト

は
あ
り
ま
す
。
マ
ド
リ
ー
ド
に
も
、
パ
レ

ル
モ
に
も
、
南
イ
タ
リ
ア
に
も
ル
ー
マ
ニ

ア
も
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で
、
数
え
出
す

と
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
に

も
、
三
重
県
の
鈴
鹿
山
麓
に
「
マ
ン
ボ
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
本
当
に

小
さ
く
て
、
ベ
ビ
ー
カ
ナ
ー
ト
で
す
。
今

で
も
水
田
灌
漑
に
一
部
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ラ
ン
の
友
人
は
こ
の
井
戸
の
底
に
降
り

て
「
こ
れ
は
ま
さ
に
カ
ナ
ー
ト
だ
」
と
言

っ
て
驚
い
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
マ
ン
ボ

の
場
合
は
ロ
ー
カ
ル
な
知
恵
の
結
果
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
が
ペ
ル
シ
ャ
起

源
の
伝
播
だ
と
言
う
に
は
、
無
理
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
カ
ナ

ー
ト
の
中
心
は
イ
ラ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、
中
国
で
す
ね
。

こ
の
カ
ナ
ー
ト
を
造
り
、
維
持
す
る
に

は
大
変
な
労
働
力
が
必
要
で
す
。
乾
燥
地

帯
で
水
が
な
い
た
め
、
遠
い
水
源
か
ら
水

を
引
い
て
く
る
と
い
う
事
情
は
あ
る
の
で

す
が
、
竪
坑
の
深
さ
は
、
イ
ラ
ン
に
３
０

０
メ
ー
ト
ル
の
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
極
端
な
部
類
に
入
る
と
し
て
も
、
普

通
で
20
〜
30
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
の
井
戸
を

２
メ
ー
ト
ル
〜
50
メ
ー
ト
ル
お
き
位
に
掘

っ
て
い
き
ま
す
。
母
井
か
ら
集
落
ま
で
の

間
は
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
数
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
渡
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
掘
る

に
も
時
間
が
か
か
り
、
完
成
ま
で
10
年
程

か
か
る
こ
と
も
稀
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ

ら
に
完
成
後
も
、
井
戸
は
素
堀
り
で
す
か

ら
、
年
に
１
〜
２
回
は
落
ち
た
土
砂
を
さ

ら
っ
た
り
す
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
必
要
と

な
り
、
維
持
管
理
が
大
変
な
の
で
す
。

乾
燥
地
帯
で
水
を
得
る
の
は
二
つ
の
方

法
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
な
の
は
近
く
に
川

が
流
れ
て
い
る
こ
と
。
川
が
あ
れ
ば
、
苦

労
は
あ
り
ま
せ
ん
。
川
が
無
い
場
合
は
地

下
水
し
か
な
い
。
地
下
水
に
も
三
つ
方
法

が
あ
り
、
自
噴
水
の
よ
う
な
オ
ア
シ
ス
が

あ
れ
ば
最
良
。
井
戸
が
掘
れ
れ
ば
井
戸
を

掘
る
。
し
か
し
、
井
戸
の
場
合
は
汲
み
上

げ
る
の
に
動
力
が
い
り
ま
す
か
ら
、
コ
ス

ト
が
か
か
り
ま
す
。
以
前
は
、
深
く
掘
る

技
術
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
東
な
ど

で
は
重
油
を
動
力
に
使
う
場
合
が
多
い
よ

う
で
す
が
、
動
力
を
使
え
な
い
よ
う
な
貧

し
い
地
域
で
は
、
カ
ナ
ー
ト
の
よ
う
な
方

法
で
ど
こ
か
ら
か
水
を
引
い
て
こ
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
す
。

テ
ヘ
ラ
ン
に
は
じ
め
て
行
っ
た
１
９
５

６
年
当
時
は
、
か
な
り
の
飲
料
水
が
カ
ナ

ー
ト
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
半
世

紀
前
で
人
口
が
ど
れ
く
ら
い
あ
っ
た
か
正

確
に
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
カ
ナ
ー
ト

の
水
は
人
々
の
暮
ら
し
に
実
際
に
使
用
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。
現
在
は
人
口
４
０
０

〜
５
０
０
万
人
ほ
ど
い
ま
す
か
ら
、
カ
ナ

ー
ト
の
水
だ
け
で
は
ま
か
な
え
な
い
で
し

ょ
う
ね
。

半
乾
燥
地
帯
の
よ
う
に
雨
が
多
少
な
り

と
も
降
る
の
で
あ
れ
ば
、
雨
水
を
溜
め
る

20
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みずみちのあたりまえ　乾燥地帯の水道

小
堀

巌
こ
ぼ
り
い
わ
お

国
際
連
合
大
学
上
級
学
術
顧
問
　
元
日
本
沙
漠
学
会
会
長

１
９
２
６
年
生
ま
れ
。
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
地
理
学
科
卒
業
。
１
９

６
１
年
東
京
大
学
理
学
部
助
教
授
、
の
ち
教
授
。
１
９
８
５
年
、
三
重

大
学
人
文
学
部
教
授
、
の
ち
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授
を
経
て
現

職
。
１
９
７
９
年
に
は
沙
漠
の
研
究
で
レ
ジ
オ
ン
・
ド
・
ヌ
ー
ル
勲
章

を
受
章
し
、
82
年
に
は
第
13
代
パ
リ
日
本
館
館
長
も
務
め
る
。

主
な
著
書
に
は
『
乾
燥
地
帯
の
水
利
体
系
』『
ア
ラ
ビ
ア
の
旅
か
ら：

沙
漠
に
て
』『
ナ
イ
ル
河
の
文
化
』『
サ
ハ
ラ
沙
漠：

乾
燥
の
国
々
に
水

を
求
め
て
』
他
多
数
。

と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。
地
面
の
中
に

大
き
な
洞
穴
を
掘
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
地

下
貯
水
槽
に
す
る
の
で
す
。
ロ
ー
マ
人
は

そ
れ
を
シ
ス
テ
ル
ン
（cistern

）
と
呼
ん

で
い
ま
し
た
。

水
長

み
ず
お
さ

に
は
、

信
用
さ
れ
る
人
が
な
る

カ
ナ
ー
ト
は
、
掘
る
の
も
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
も
大
変
な
作
業
で
す
の
で
、
い
か
に
し

て
労
働
力
を
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
に
な
り
ま
す
。
一
番
簡
単
な
の
は
、
地

主
が
小
作
人
に
命
じ
て
造
ら
せ
る
の
が
早

い
の
で
す
が
、
農
地
解
放
が
進
ん
で
そ
う

も
い
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

１
９
６
２
年
の
カ
ズ
ヴ
ィ
ン
大
地
震
の

と
き
に
は
、
イ
ラ
ン
の
テ
ヘ
ラ
ン
西
に
あ

る
カ
ズ
ウ
ィ
ン
と
い
う
町
に
、
被
害
状
況

を
確
認
す
る
た
め
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。

日
干
し
レ
ン
ガ
の
住
宅
は
た
い
が
い
壊
れ

て
い
て
、
も
ち
ろ
ん
、
カ
ナ
ー
ト
も
壊
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
ロ
ー
ル
ス
ロ
イ
ス

に
乗
っ
た
大
地
主
が
乗
り
つ
け
て
、「
こ
ん

な
も
の
直
す
よ
り
も
、
新
し
く
カ
ナ
ー
ト

を
掘
っ
た
ほ
う
が
早
い
」
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。
古
い
村
は
捨
て
て
、
新
し
い
村
を

作
れ
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
話
は
た
い
へ

ん
印
象
深
く
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
言
葉
一
つ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
60

年
代
始
め
ま
で
は
、
カ
ナ
ー
ト
は
地
主
と

言
う
か
、
水
主
が
造
っ
て
い
ま
し
た
。
カ

ナ
ー
ト
が
使
わ
れ
て
い
る
所
で
は
、
水
利

権
と
土
地
所
有
権
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
地
主
イ
コ
ー
ル
水
主
で

す
ね
。
こ
の
点
も
現
在
の
日
本
と
は
違
い

ま
す
。
水
田
は
水
田
で
あ
っ
て
、
そ
の
地

主
個
人
が
水
利
権
者
で
あ
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
か
ら
。

上：小堀巌さんが最初に撮影した、竪坑堀現場。
（掲載写真と図版は小堀巌さん所蔵）

下：アルジェリア、サハラのイン・ベルベルオアシスのフォガラ
（カナート）
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水
利
権
は
カ
ナ
ー
ト
を
掘
っ
た
水
主
が

持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
水
を
分
け
て
も

ら
う
人
間
は
、
使
用
時
間
や
水
量
に
応
じ

て
金
銭
や
採
れ
た
穀
物
を
代
価
と
し
て
支

払
い
ま
す
。
水
利
権
の
売
買
も
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
革
命
後
は
カ
ナ
ー
ト

は
政
府
が
管
理
し
て
い
る
状
況
で
す
。

イ
ラ
ン
で
は
、
水
主
よ
り
も
カ
ナ
ー
ト

の
管
理
人
、
つ
ま
り
水
の
差
配
人
が
偉
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
水
主
と
は

別
の
人
間
で
す
。
実
際
に
水
の
交
通
整
理

を
す
る
水
の
差
配
人
を
「
ア
ル
バ
ー
ブ
」

と
呼
び
ま
す
が
、
こ
ち
ら
に
水
を
多
く
す

る
、
少
な
く
す
る
、
そ
う
い
う
権
限
を
持

っ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
水
を
捌
く
か

と
い
う
の
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
り
、
そ

の
多
く
は
モ
ス
ク
が
持
っ
て
い
ま
す
。
モ

ス
ク
に
水
の
台
帳
が
あ
っ
て
、
例
え
ば

「
小
堀
さ
ん
は
１
日
何
リ
ッ
ト
ル
。
３
日
お

き
」
等
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
ア
ル

バ
ー
ブ
に
任
命
さ
れ
る
の
は
、
集
落
で
信

頼
が
厚
い
年
輩
者
が
多
い
で
す
ね
。
そ
の

人
は
お
金
で
雇
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
利
用
者
は
お
礼
で
穀
物
を
い
く
ら
か

差
し
上
げ
る
と
い
う
感
覚
で
す
。
村
長
と

は
別
で
す
。
下
手
す
る
と
す
ぐ
水
争
い
に

な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
信
用
で
き
る
人
間

で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
集
落
出

身
の
い
わ
ば
水
長

み
ず
お
さ

で
す
ね
。
こ
う
い
う
仕

組
み
は
、
他
の
土
地
で
も
基
本
的
に
は
同

じ
よ
う
で
す
。

ま
た
、
イ
ラ
ン
に
は
「
カ
ナ
ー
ト
の
花

嫁
」
と
呼
ば
れ
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。
カ

ナ
ー
ト
に
水
が
最
初
に
通
る
と
き
に
、
村

の
未
婚
の
娘
さ
ん
が
出
口
に
立
ち
、
シ
ン

ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
で
カ
ナ
ー
ト
と
結
婚
し

ま
す
。
こ
の
花
嫁
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
、

大
変
名
誉
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

水
が
こ
ん
こ
ん
と
涌
き
出
る
こ
と
を
祈
っ

て
の
こ
と
で
、
人
々
が
カ
ナ
ー
ト
を
い
か

に
大
切
に
思
っ
て
い
た
か
が
、
よ
く
わ
か

り
ま
す
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
は
80
年
代
に
水
利
権

が
国
有
化
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際

の
現
場
で
は
、
モ
ス
ク
の
僧
侶
が
水
長
を

し
て
お
り
、「
今
日
は
、
蓋
を
開
け
て
こ
ち

ら
に
流
し
ま
し
ょ
う
。
は
い
、
そ
こ
で
止

め
ま
し
ょ
う
」
と
今
で
も
仕
事
を
し
て
い

ま
す
。
水
が
国
有
化
さ
れ
て
も
、
現
場
の

水
長
は
村
の
信
用
さ
れ
る
人
が
な
っ
て
い

ま
す
。
日
本
の
公
務
員
が
実
務
を
行
う
の

と
は
ま
っ
た
く
別
の
感
覚
で
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
日
本
の
水
道
シ
ス
テ
ム
と

は
比
較
に
な
り
ま
せ
ん
。

カ
ナ
ー
ト
と
井
戸
の
共
存
が

見
直
さ
れ
て
い
る

イ
ラ
ン
の
人
で
も
カ
ナ
ー
ト
が
何
本
あ

る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
人
は

６
０
０
０
〜
７
０
０
０
本
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
が
、
だ
ん
だ
ん
と
減
っ
て
い

ま
す
。
１
９
５
６
年
に
テ
ヘ
ラ
ン
に
行
っ

た
と
き
は
、
ま
だ
多
く
残
っ
て
い
ま
し
た

が
、
わ
ざ
わ
ざ
カ
ナ
ー
ト
を
掘
る
よ
り
も
、

井
戸
を
掘
っ
た
ほ
う
が
早
い
わ
け
で
す
。

た
だ
し
、
井
戸
は
汲
み
上
げ
る
の
に
動
力

が
必
要
で
す
。
90
年
代
に
石
油
の
価
格
が

下
が
っ
た
こ
と
で
、
カ
ナ
ー
ト
が
普
通
の

井
戸
に
代
わ
っ
て
い
く
傾
向
に
拍
車
が
か

か
り
ま
し
た
。

２
０
０
０
年
に
「
第
１
回
国
連
カ
ナ
ー

ト
会
議
」
が
、
イ
ラ
ン
の
ヤ
ズ
ド
と
い
う

町
で
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
問
題
に

な
っ
た
の
で
す
が
、
地
下
水
に
は
限
り
が

あ
り
ま
す
。
カ
ナ
ー
ト
が
あ
る
所
で
井
戸

も
掘
れ
ば
、
カ
ナ
ー
ト
の
水
量
は
減
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
カ
ナ
ー
ト
は
、
上
水
道
と

灌
漑
用
水
を
兼
ね
る
重
要
な
地
下
水
道
で

す
。
カ
ナ
ー
ト
と
井
戸
が
共
存
で
き
る
よ

う
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
必
要
が
あ
る
わ
け

で
す
。
カ
ナ
ー
ト
は
、
一
度
掘
れ
ば
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
使
わ
ず
に
水
が
出
て
き
ま
す
か

ら
、
維
持
費
は
井
戸
と
比
べ
て
相
対
的
に

少
な
く
て
す
む
。
別
の
面
で
は
、
石
油
価

格
の
高
騰
で
、
汲
み
上
げ
る
た
め
の
動
力

費
が
高
く
な
る
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
カ
ナ
ー
ト
と
井
戸

と
を
併
存
さ
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い

う
考
え
方
が
最
近
出
て
き
て
い
ま
す
。

カ
ナ
ー
ト
と
井
戸
が
う
ま
く
併
存
し
て

い
る
例
と
し
て
は
、
中
国
の
ト
ル
フ
ァ
ン

が
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
は
北
側
に
天
山

山
脈
が
そ
び
え
、
雪
解
け
水
が
地
下
に
し

み
込
む
た
め
、
地
下
水
源
は
豊
富
で
す
。

昔
は
そ
れ
を
カ
レ
ー
ズ
で
給
水
し
て
い
ま

し
た
が
、
開
渠
で
引
い
て
く
る
方
法
も
採

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
井
戸
で
地
下
水
を
汲

み
上
げ
す
ぎ
た
た
め
、
カ
レ
ー
ズ
が
涸
れ

て
し
ま
い
、
井
戸
と
カ
レ
ー
ズ
の
併
存
が

こ
こ
十
年
ほ
ど
考
え
ら
れ
始
め
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
昔
の
も
の
を
古
く
な
っ
た
か
ら

捨
て
る
の
で
は
な
く
、
活
か
そ
う
と
い
う

考
え
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

オ
マ
ー
ン
で
は
フ
ァ
ラ
ジ
が
あ
っ
て
、

政
府
も
力
を
入
れ
て
保
存
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
町
ま
で
水
が
引
か
れ
る
開
渠
に

な
っ
た
所
で
、
水
量
を
計
る
の
に
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
Ｉ
Ｔ
技
術
を
使
っ
て

い
ま
す
。

カ
ナ
ー
ト
の
伝
統
技
術
は

叡
智
の
結
晶

何
事
も
実
際
に
こ
の
目
で
見
て
、
体
験

し
な
け
れ
ば
机
上
の
空
論
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

私
は
、
１
９
５
６
年
８
月
に
、
初
め
て
ケ

ル
マ
ー
ン
付
近
の
上
空
か
ら
、
カ
ナ
ー
ト

の
竪
井
戸
の
列
を
見
た
と
き
の
感
激
が
、

今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
水
の
豊
か
な

日
本
人
か
ら
み
た
ら
、
な
ぜ
そ
ん
な
大
変

な
苦
労
を
し
て
、
と
思
い
が
ち
で
す
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
考
慮
す
る
と
、
最
善

の
方
法
が
残
り
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
が

カ
ナ
ー
ト
だ
と
い
え
ま
す
。

沙
漠
に
対
す
る
意
識
も
変
り
ま
し
た
。

サ
ハ
ラ
に
行
く
前
は
、
す
べ
て
砂
の
沙
漠

で
は
な
い
か
と
漠
然
と
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
実
際
に
行
っ
て
み
る
と
砂
の
沙
漠

は
５
分
の
１
か
ら
６
分
の
１
ぐ
ら
い
の
も

の
で
、
あ
と
は
岩
の
沙
漠
で
し
た
。
砂

漠
＝
砂
沙
漠
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
起
こ
し

や
す
い
た
め
、
水
が
少
な
い
と
い
う
感
じ

を
想
起
さ
せ
る
沙
漠
と
い
う
漢
字
を
使
っ

た
ほ
う
が
実
際
の
状
況
に
適
っ
て
い
る
と
、

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

１
９
７
７
年
に
「
第
１
回
沙
漠
化
防
止

会
議
」
が
ナ
イ
ロ
ビ
で
開
か
れ
、
20
年
以

上
が
た
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、
沙
漠
化
防

止
に
つ
い
て
何
が
で
き
た
か
と
い
う
と
心

許
な
い
。
沙
漠
化
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
と
ハ
イ
テ
ク
で
考
え
る
人
も
い

ま
す
が
、
途
上
国
で
も
利
用
で
き
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
海
水
を
真
水

に
変
え
る
装
置
な
ど
は
、
コ
ス
ト
が
か
か

り
す
ぎ
る
の
で
非
現
実
的
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
沙
漠
の
周
辺
の

人
々
は
伝
統
的
な
知
恵
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
カ
ナ
ー
ト
と
い
う
の
は
環
境
に
適
し

て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
も
う
一
度
そ
れ
を

見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
国

連
の
沙
漠
化
対
応
委
員
会
な
ど
で
も
、
そ

の
よ
う
な
伝
統
的
技
術
を
見
直
そ
う
と
い
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う
動
き
が
出
て
き
て
お
り
、
そ
の
代
表
選

手
に
カ
ナ
ー
ト
が
あ
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
今
後
は
、
今
あ
る
カ
ナ
ー
ト

を
少
し
ず
つ
改
善
し
な
が
ら
保
全
し
て
い

こ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
先
駆
的
な
国
は
、
中
国
と
イ
ラ

ン
と
オ
マ
ー
ン
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
す
。

ど
こ
も
井
戸
と
カ
ナ
ー
ト
の
併
存
を
考
え

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
カ
ナ
ー

ト
の
研
究
は
ま
だ
ま
だ
す
る
べ
き
こ
と
が

あ
り
ま
す
し
、
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
と
も

言
え
ま
す
ね
。

カ
ナ
ー
ト
の
再
発
見

カ
ナ
ー
ト
の
技
術
や
シ
ス
テ
ム
を
継
承

す
る
機
運
は
、
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
芽

生
え
た
と
言
っ
て
い
い
状
況
で
す
。
現
地

の
人
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
と
言
う
か
、

ほ
か
に
選
択
肢
が
な
か
っ
た
た
め
に
や
っ

て
き
た
方
法
な
の
で
す
。
カ
ナ
ー
ト
が
成

立
す
る
た
め
の
条
件
が
、
あ
ら
ゆ
る
点
で

整
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
イ
ラ
ン

で
も
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
ナ
ー

ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
」
が
設
立
さ
れ

る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
外
か
ら
の

評
価
で
、
自
分
た
ち
の
持
つ
技
術
や
シ
ス

テ
ム
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
結
果

だ
と
思
い
ま
す
。

カ
ナ
ー
ト
を
伝
承
す
る
に
は
、
職
人
が

情
報
交
換
す
る
の
が
一
番
い
い
。
大
学
の

先
生
な
ど
が
行
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で

す
ね
。
職
人
は
言
葉
が
多
少
わ
か
ら
な
く

て
も
、
現
場
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
か
ら

ね
。
井
戸
掘
り
職
人
を
、
イ
ラ
ン
で
は
ム

カ
ニ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
地
形
を
見
て
、

井
戸
を
探
り
当
て
ま
す
。
い
わ
ば
、
経
験

値
で
水
源
を
探
す
職
人
で
す
。
ム
カ
ニ
は
、

日
本
で
の
「
上
総
堀
り
」
の
職
人
の
よ
う

な
も
の
で
、
イ
ラ
ン
の
特
定
の
地
域
に
い

る
人
た
ち
で
す
。
一
昨
年
の
会
議
で
職
人

に
集
ま
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
み
ん
な

も
う
60
や
70
歳
の
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

今
の
若
い
人
は
、
辛
く
危
険
が
伴
う
労
働

を
嫌
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
に
限
ら
ず
、

ど
こ
の
国
で
も
同
じ
こ
と
で
す
。
深
く
掘

っ
て
い
く
た
め
、
地
面
に
出
て
く
る
の
が

面
倒
く
さ
く
て
、
地
下
に
小
さ
な
へ
こ
み

を
造
っ
て
そ
こ
に
寝
泊
ま
り
す
る
よ
う
な

生
活
は
、
豊
か
さ
に
慣
れ
た
現
代
の
若
者

に
は
耐
え
ら
れ
な
い
で
す
よ
。
と
て
も
大

変
な
重
労
働
で
す
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
な
ど

で
は
、
近
く
の
石
油
基
地
に
行
け
ば
年
５

週
間
く
ら
い
休
み
が
あ
り
給
与
も
高
い
た

め
、
カ
ナ
ー
ト
を
掘
る
よ
り
も
そ
ち
ら
の

方
が
よ
ほ
ど
良
い
。
若
者
は
そ
ち
ら
に
行

っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
か
と
い
っ
て
、

高
齢
者
で
は
カ
ナ
ー
ト
は
掘
れ
ま
せ
ん
。

後
継
者
が
い
な
い
の
が
、
何
よ
り
も
問
題

で
す
。

た
だ
、
カ
ナ
ー
ト
と
い
う
の
は
乾
燥
地

域
の
一
つ
の
伝
統
的
な
知
恵
の
固
ま
り
で

す
。
そ
れ
を
少
し
づ
つ
今
の
時
代
に
合
う

よ
う
に
直
し
て
い
け
ば
、
存
続
し
て
い
く

で
し
ょ
う
し
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
を
担

う
人
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
魅
力

あ
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
若
者
を
ひ
き
つ
け

な
い
と
、
カ
ナ
ー
ト
は
博
物
館
の
よ
う
に

「
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
ね
。

カ
ナ
ー
ト
の
知
恵
を
伝
え
る
に
は
、
実

際
に
造
り
、
使
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
は
都
市
に
人
口

が
集
中
し
た
た
め
に
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
断

水
し
て
い
ま
す
。
水
道
が
、
人
口
集
中
に

間
に
合
わ
な
い
の
で
す
。
テ
ヘ
ラ
ン
も
そ

う
で
す
。
都
市
へ
の
人
口
集
中
で
一
番
問

題
に
な
る
の
は
水
道
で
す
。

ま
た
日
本
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

ボ
ン
ベ
イ
で
は
漏
水
が
多
い
。
都
市
へ
の

人
口
集
中
な
ど
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る

水
不
足
は
、
一
度
掘
っ
て
し
ま
え
ば
自
然

に
流
れ
る
と
い
う
カ
ナ
ー
ト
の
持
っ
て
い

る
特
性
が
、
今
後
ま
す
ま
す
見
直
さ
れ
活

か
さ
れ
て
て
い
く
き
っ
か
け
と
思
い
ま
す

ね
。
自
然
の
水
利
体
系
と
の
相
性
も
、
非

常
に
い
い
で
す
し
。

私
は
集
合
住
宅
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、

蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
る
の
に
、
こ
こ

何
年
か
は
水
道
の
水
を
飲
ん
で
い
ま
せ
ん
。

イ
ラ
ン
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
な
ど
で
水
を
入

手
す
る
た
め
に
苦
労
し
て
い
る
こ
と
を
思

う
と
、
私
た
ち
の
水
道
の
水
が
ま
ず
い
と

い
う
の
は
何
だ
か
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
ま
で
は
、
水
を
守
る
知
恵
が
生

き
て
い
て
、
水
の
質
も
守
ら
れ
て
い
ま
し

た
の
に
。

蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
る
と
い
う
現

代
日
本
の
生
活
様
式
と
、
遠
く
か
ら
カ
ナ

ー
ト
で
水
を
運
ん
で
く
る
生
活
様
式
で
は
、

方
法
も
意
識
も
違
う
の
は
当
然
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
合
っ
た
給
水
方
法
が

取
捨
選
択
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。
特
に
近
年
、
水
源
を
一
元
化

せ
ず
、
多
様
な
選
択
肢
を
持
つ
と
い
う
こ

と
を
大
切
に
し
は
じ
め
た
こ
と
は
、
日
本

も
乾
燥
地
帯
も
同
様
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

みずみちのあたりまえ　乾燥地帯の水道

上：カナートの地下水道を補強するためのコンクリート製の輪。

中：アルジェリア・サハラ、チートオアシスのカナートの竪坑。３本立
ての木材は原産のナツメヤシ。

右頁上：カナートの出口から水を汲み上げる、イランの村人。

右頁下：オマーン・ブライミオアシスにある村への導水路。車の向こう
に点々と続くのが、ファラジ（カナート）の竪坑。

下：中国・トゥルファン盆地の古い坎児井（カンアルチン）（カナート）
が崩れて現れた地層の断面。最低部には泥炭も見られ、古気候が想像で
きる。
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水みちと会話する
地図の下の探検フィールド

井戸も湧水も、普段は見えない水です。こんこんと

湧き出る水の美しさに、人々は不思議な力を感じ大切

に奉ってきました。そんな井戸や湧水が地下でどのよ

うに流れているのか、どういう経緯で地上に涌いてく

るのかを調べてみた人たちがいます。

井戸を大切に使ってきた人たちの間で語り継がれて

きた「水みち」。それらを聞き取り地図化することで見

えてきたのは、水みちという見えない世界。そこに、

世代を超えた人々が惹きつけられていきました。

第五回 水の文化楽習 実践取材

東京・水みち研究会

聞き取り調査で井戸体験、井戸文化を伝える

荒川�
野川�

多摩川�

利根川�

鬼怒川�

相模川�

国分寺�

神谷博 かみやひろし

水みち研究会代表
1949年、東京都生まれ。1977年、法政
大学大学院建設工学科修士課程修了。株
式会社大谷研究室を経て、1990より株
式会社設計計画水系デザイン研究室代表
取締役。法政大学工学部兼任講師。環境
省環の国くらし会議・エコ住宅分科会委
員など、多くの委員会の委員を務める。
主な著書・共著書に、『雨の建築学』（北
斗出版、2000）、『井戸と水みち』（北斗
出版、1998）、『環境用水浄化事例集／
4・10共同住宅のビオトープ』（パワー社、
1996）等がある。
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みずみちのあたりまえ　水の文化楽習実践取材 水みちと会話する地図の下の探検フィールド

水
み
ち
研
究
と水

み
ち
マ
ッ
プ

―
神
谷
さ
ん
が
、
水
み
ち
の
研
究
と

か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
い
き
さ
つ
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

全
長
20
km
ほ
ど
の
野
川
と
い
う
川
と

か
か
わ
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。

野
川
は
、
武
蔵
野
台
地
の
国
分
寺
市
に

源
を
発
し
、
世
田
谷
区
の
二
子
玉
川
で

多
摩
川
に
注
ぐ
小
さ
な
川
で
す
。
高
度

経
済
成
長
期
を
経
て
汚
染
の
進
ん
だ
野

川
を
清
流
に
甦
ら
せ
よ
う
と
い
う
、
野

川
の
湧
水
保
全
運
動
に
、
大
学
時
代
か

ら
か
か
わ
っ
て
き
た
の
で
、
も
う
28
年

ほ
ど
に
な
り
ま
す
。

ほ
か
の
川
も
同
じ
よ
う
な
状
態
に
あ

っ
た
の
に
、
な
ぜ
野
川
に
だ
け
み
ん
な

が
注
目
し
た
か
不
思
議
に
思
わ
れ
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
理
由
は
明
け
方
の
一
瞬
、

野
川
が
か
つ
て
の
清
流
を
取
り
戻
す
こ

と
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
。

野
川
は
崖
線
湧
水
を
数
多
く
持
っ
た
川

で
、
涸
れ
て
い
な
い
湧
水
が
た
く
さ
ん

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
国
分
寺
、
小
金
井
、

三
鷹
、
調
布
、
狛
江
、
世
田
谷
と
続
く

高
さ
10
〜
15
ｍ
の
崖
線
（
国
分
寺
崖
線
。

ハ
ケ
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
沿
っ
て
、
い

く
つ
も
の
泉
が
湧
い
て
い
ま
す
。
野
川

に
は
そ
れ
ら
の
泉
が
流
れ
込
む
と
い
う
、

ほ
か
の
川
に
は
な
い
魅
力
が
あ
り
、
そ

れ
に
愛
着
を
持
っ
た
地
元
の
人
た
ち
が

清
流
を
甦
ら
せ
よ
う
と
努
力
し
た
の
で

す
。
湧
水
を
中
心
に
育
ま
れ
た
文
化
や

環
境
は
、
単
な
る
湧
水
と
区
別
し
て

「
湧
泉
」
と
呼
び
ま
す
。
野
川
の
周
辺

に
は
、
ま
さ
に
湧
泉
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
、
文
化
的
な
環
境
が
育
ま
れ
て
い

ま
し
た
。

１
９
７
４
年
（
昭
和
49
年
）
に
、
仙

川
分
水
路
と
い
う
計
画
が
持
ち
上
が
り

ま
し
た
。
地
下
河
川
を
造
っ
て
、
野
川

と
仙
川
を
結
ぶ
と
い
う
計
画
で
す
。
こ

の
と
き
の
工
事
で
出
た
湧
水
を
川
に
捨

て
て
い
た
の
を
見
て
、
あ
る
子
ど
も
が

「
あ
の
水
を
使
っ
て
野
川
で
魚
釣
り
が

し
た
い
」
と
言
い
出
し
た
ん
で
す
。
当

時
の
野
川
は
ド
ブ
川
の
よ
う
に
汚
れ
て

い
ま
し
た
か
ら
、
捨
て
ら
れ
た
湧
水
を

見
て
「
き
れ
い
な
水
な
の
に
も
っ
た
い

な
い
」
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ

で
大
人
た
ち
が
川
を
土
嚢
で
せ
き
止
め

釣
り
堀
を
作
っ
て
、
み
ん
な
で
釣
り
を

し
ま
し
た
。
川
の
中
に
わ
ざ
わ
ざ
釣
り

堀
を
作
っ
て
釣
り
を
す
る
、
と
い
う
の

は
、
汚
染
が
進
ん
だ
都
会
の
川
の
シ
ン

ボ
リ
ッ
ク
な
状
況
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
「
わ
ん
ぱ
く
夏
ま
つ
り
」
の

始
ま
り
で
１
９
７
５
年
の
こ
と
で
す
。

野
川
公
園
の
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
も
こ

の
こ
ろ
の
湧
水
保
全
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
わ
ん
ぱ
く
夏
ま
つ
り
の
ジ
ュ
ニ
ア

リ
ー
ダ
ー
も
育
ち
、
今
で
は
自
分
の
子

ど
も
と
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
現
在
で
は
仙
川
も
野
川
も
下
水

道
が
完
備
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
き
れ
い
に

な
り
ま
し
た
。
住
民
の
環
境
へ
の
配
慮

も
以
前
よ
り
は
良
く
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ど
ん
な
に
川
が
き
れ
い
に
な

っ
て
も
、
湧
水
が
涸
れ
た
ら
野
川
は
干

上
が
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
水
の
な
い

川
は
、
川
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

そ
こ
で
湧
水
の
先
の
水
の
こ
と
を
も

っ
と
知
ろ
う
、
と
「
水
み
ち
」
を
探
る

べ
く
井
戸
の
調
査
活
動
が
始
ま
り
ま
し

た
。

見
え
る
水
、
見
え
な
い
水

―
「
水
み
ち
」
と
い
う
言
葉
は
、
今

で
は
一
般
に
も
用
語
と
し
て
定
着
し
た

感
が
あ
り
ま
す
が
、
始
め
ら
れ
た
当
初

は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

学
問
的
に
定
義
さ
れ
た
言
葉
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
井
戸
を
使
っ
て
い

る
人
た
ち
の
間
で
は
、
経
験
的
に
使
わ

れ
て
き
た
言
葉
で
す
。「
水
脈
」
は
広

域
に
広
が
る
地
下
水
の
流
れ
や
、
深
さ

ご
と
に
異
な
る
地
下
水
の
層
の
こ
と
を

指
し
ま
す
が
、「
水
み
ち
」
は
、
浅
層

の
地
下
水
、
し
か
も
局
所
的
な
現
象
と

し
て
の
流
れ
を
と
ら
え
て
い
ま
す
。

当
初
は
、
あ
た
か
も
地
下
に
川
が
流

れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
、
誤
解

を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ

り
ま
し
た
。「
水
辺
」
と
い
う
言
葉
で

さ
え
、
珍
し
か
っ
た
時
代
で
す
か
ら
ね
。

そ
れ
ぐ
ら
い
、
水
は
人
々
の
生
活
か
ら

か
け
離
れ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
水
み
ち
と
い

う
言
葉
が
湧
水
や
井
戸
保
全
の
手
が
か

り
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
、
使
わ
れ
る
機
会
が
増
え
た
こ

と
で
認
知
度
も
増
し
、
結
果
的
に
は
良

か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
調
査
の
途

中
で
水
み
ち
流
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

る
農
業
工
学
研
究
所
の
小
前
隆
美
さ
ん

と
出
会
う
こ
と
も
で
き
、
こ
れ
ま
で
の

調
査
研
究
の
内
容
が
的
外
れ
で
は
な
か

っ
た
と
一
安
心
し
ま
し
た

１
９
８
８
年
（
昭
和
63
年
）
に
ス
タ

ー
ト
し
た
水
み
ち
調
査
は
、
国
分
寺
、

小
金
井
、
調
布
地
区
か
ら
始
め
ら
れ
、

狛
江
、
三
鷹
、
世
田
谷
の
野
川
流
域
と
、

国
立
の
矢
川
流
域
、
府
中
と
８
地
区
に

広
が
り
ま
し
た
。
こ
の
間
10
年
ぐ
ら
い

の
時
間
を
か
け
て
、
井
戸
の
所
有
者
な

ど
に
、
水
み
ち
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り

調
査
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
こ
の
聞
き

取
り
調
査
は
水
み
ち
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、

井
戸
を
め
ぐ
る
暮
ら
し
の
現
状
を
聞
く

こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
相
続
に
伴
う

建
て
替
え
や
売
却
、
井
戸
堀
り
職
人
さ

ん
の
減
少
、
暮
ら
し
方
の
ス
タ
イ
ル
の

変
化
な
ど
、
生
活
と
の
か
か
わ
り
を
抜

き
に
し
て
は
語
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
、

と
き
に
は
長
時
間
に
わ
た
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
聞
き
取
り
は
子
ど
も
で

は
な
か
な
か
難
し
く
、
大
人
が
中
心
と

な
っ
て
行
な
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
井

戸
を
子
ど
も
た
ち
に
見
せ
る
と
、
水
が

出
る
と
い
う
驚
き
だ
け
で
、
充
分
に
大

切
さ
は
伝
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
本
来
、

見
え
な
い
も
の
を
探
っ
て
認
知
し
て
い

く
作
業
は
、
ど
の
世
代
の
人
間
に
と
っ

て
も
楽
し
い
こ
と
で
す
。
普
通
の
地
図

の
下
に
隠
さ
れ
た
水
み
ち
を
探
っ
て
水

み
ち
マ
ッ
プ
を
作
っ
た
こ
と
は
、
ま
さ

に
見
え
な
い
世
界
を
見
え
る
よ
う
に
す

る
作
業
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

８
つ
の
地
域
で
行
わ
れ
た
聴
き
取
り

調
査
は
、
水
み
ち
マ
ッ
プ
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
ま
し
た
。
水
み
ち
を
地
図
化
す

る
と
言
っ
て
も
、
調
査
し
た
井
戸
の
数

は
全
体
の
半
分
か
ら
三
分
の
一
程
度
で

す
。
点
で
し
か
な
い
情
報
を
つ
な
い
で
、

水
み
ち
を
完
全
に
解
き
明
か
す
こ
と
は

不
可
能
で
す
が
、
一
つ
ひ
と
つ
の
井
戸

で
調
べ
た
水
の
流
れ
は
、
確
信
度
の
差

こ
そ
あ
れ
描
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

１
流
れ
の
方
向
、
２
水
量
（
涸
れ
る
か

ど
う
か
）、
３
掘
ら
れ
た
年
代
、
４
飲

用
等
の
用
途
、
と
い
っ
た
項
目
に
つ
い

て
の
表
現
方
法
を
決
め
、
地
図
上
に
記

入
し
て
で
き
た
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
の
水
み
ち
マ
ッ
プ
で
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
１
枚
の
地
図
に
集
約
さ
れ
て
、

野
川
全
域
の
地
図
に
な
り
ま
し
た
。

井
戸
分
布
の
他
に
、
湧
水
の
位
置
、

河
川
、
用
水
、
低
地
、
崖
線
を
基
礎
情

報
と
し
て
記
入
し
ま
し
た
。
ま
た
等
高

線
で
表
現
し
き
れ
な
い
微
高
地
を
、
用

水
の
位
置
で
示
す
こ
と
に
し
た
ほ
か
、

国
分
寺
と
小
金
井
で
は
市
が
行
っ
た
地

下
水
調
査
の
結
果
を
、
了
解
を
得
て
反

映
さ
せ
て
い
ま
す
。
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水みちの形成
1.  井戸によって作られる「水みち」
水みちは、もともと流れやすい部分がある
というだけでなく、井戸で汲み上げることに
よって形成されると考えられます。井戸を使
うと地下水が動きますが、その際地下水は通
りやすい所を通っていきます。
その通り道は、井戸をいつも使っていると、
より通りやすくなります。「井戸は使えば使
うほど良い」といわれるのも、うなづける気
がします。

2.  湧水によって作られる「水みち」
湧水はどこにでも涌くというわけではあり
ません。昔からいつもほとんど同じ場所から
涌いています。崖線の下の出口から、地下水
が重力によって流れ出る際も、通りやすい所
を通るので、それがずっと同じ所に水みちに
なっていると考えられます

3.  木と「水みち」は共生している
大木の根元から、こんこんと湧き出す湧水
は、神秘的ともいえます。木は育つために根
を下ろし、周りから水を集めます。木の周り
の水が動くことによって細かい水みちが形成
され、根が張りやすくなり、さらに根を広げ
ていきます。
木が集まった林や森は、水を吸い上げるこ
とにより、一帯の地下水を逃がさないように
保ち、多くの水みちを形成していると思われ
ます。「裏の雑木林を伐ったら、井戸が涸れ
た」というのも道理といえます。

水みちの様子
4.「水みち」の合流点にある井戸、
湧水

水みちは網の目のように複雑になっていると
思われます。１つの井戸の中で２カ所「水口」
があるという例もありました。また、１カ所
の湧水点の右と左で水質が異なる例（東京農
工大学の研究事例）も確かめられており、水
みちの合流点に当たっているケースと考えら
れます。

5.  上下方向にも形成される「水みち」
水みちは水平方向だけでなく、上下方向に
も形成されているようです。湧水の池をよく
見ると、池の底からボコボコと水が涌いてい
るのを目にすることができます。

6.「水みち」は細い
れき層を通る水みちは、通常、直径10セン
チメートル内外と、かなり細いようです。ま
た、木の周りのローム層の中の水みちは、も
っと細いものと思われます。いったん水みち
が形成されると、水が動く一定の量に対応で
きる適度な大きさに固定されるようです。

7.  人工の「水みち」
水みちは自然にあるものだけでなく、人工
的にも作られます。上水道が漏水したり、下
水道が地下水を集水したり、また建物の地下
に漏水する地下水も、みんな水を動かすこと
により、その周りに水みちを形成します。そ
のため地下の構造物の周りに大きな空洞がで
きることもあります。

水みちとは
「水みち」とは、地下水のゆっくりした流れの中で、特に流れやすい経路のことだ
と考えられます。「水みち」に似た言葉に「水脈」があります。「水脈」は広域に広
がる地下水の流れや、深さごとに異なる地下水の層のことを指しますが、「水みち」
は、浅層の地下水の、しかも局所的な現象としての流れをとらえています。

武蔵野台地の水みちモデル

1.

3.

2.

4.

水みち研究会『水みちマップ』より
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みずみちのあたりまえ　水の文化楽習実践取材 水みちと会話する地図の下の探検フィールド

水
み
ち
が
生
か
さ
れ
て
い

た
、
江
戸
の
都
市
計
画

井
戸
の
所
有
者
が
聞
き
取
り
調
査
に

協
力
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
は
、「
い

い
井
戸
で
す
ね
」
と
い
う
言
葉
が
聞
き

た
い
か
ら
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。
水

質
の
良
し
悪
し
に
も
関
心
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
井
戸
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る

快
適
さ
と
井
戸
の
大
切
さ
を
、
伝
え
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
で
す
。
だ

か
ら
こ
ち
ら
も
通
り
一
遍
の
話
だ
け
で

終
わ
ら
せ
た
ら
、
失
礼
だ
と
思
い
ま
す

よ
。
長
年
使
い
続
け
て
こ
ら
れ
た
人
の

知
恵
を
、
学
ぶ
べ
き
で
す
。

水
み
ち
マ
ッ
プ
を
作
っ
て
い
て
、
つ

く
づ
く
感
じ
た
の
は
先
人
の
偉
大
さ
で

す
ね
。
野
川
の
流
域
は
武
蔵
野
台
地
の

縁
辺
で
す
が
、
縄
文
時
代
か
ら
水
の
文

化
の
中
心
地
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
江
戸
幕
府
は
玉
川
上
水
を
開
削
し
て
、

羽
村
か
ら
江
戸
城
ま
で
武
蔵
野
台
地
の

尾
根
に
、
絶
妙
に
水
を
引
っ
張
っ
て
い

っ
た
。
甲
州
街
道
も
自
噴
井
に
沿
っ
て

で
き
た
道
で
、
昔
の
人
は
今
よ
り
ず
っ

と
水
と
地
形
、
地
理
に
精
通
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ど
こ
に
玉
川
上
水
と
そ
の
分
水
を
引

い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
水
み
ち
マ
ッ

プ
を
広
げ
る
と
、
納
得
が
い
き
ま
す
。

水
み
ち
は
地
下
を
侵
食
し
、
わ
ず
か
な

地
盤
沈
下
を
起
こ
し
、
微
地
形
を
作
り

ま
す
。
そ
の
微
地
形
は
、
ど
こ
に
分
水

網
を
引
い
た
か
に
よ
っ
て
も
読
み
取
れ

る
ん
で
す
。
玉
川
上
水
と
い
う
の
は
、

実
に
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
計
画
だ
っ
た
ん

で
す
ね
。
地
形
や
水
の
入
手
な
ど
、
か

つ
て
は
兵
法
で
当
た
り
前
の
知
識
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
逆
に
今
で
は
忘
れ
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

１
９
９
１
年
（
平
成
３
年
）
の
秋
は

異
常
に
降
雨
量
が
多
か
っ
た
年
で
す
が
、

10
月
に
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
の
新
小
平
駅
で

地
下
水
の
噴
出
に
よ
る
水
没
事
故
が
起

き
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
か
？
　
こ
れ

は
武
蔵
野
線
の
貨
物
線
が
地
下
区
間
と

な
っ
て
い
る
部
分
で
水
み
ち
を
遮
っ
て

い
た
た
め
に
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
伏
流
水
系
の
水
み
ち
に
沿
っ
て
稀

に
で
す
が
野
水
が
走
る
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
か
ら
も
知
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
知
識
が
土
木
工
事
の
際
に

生
か
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
現
代

の
都
市
開
発
の
欠
陥
だ
と
思
い
ま
す
。

今
ま
で
の
都
市
計
画
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
自
然
環
境
を
食
い
つ
ぶ
す
よ

う
な
も
の
が
主
流
で
し
た
。
こ
れ
か
ら

は
、
自
然
と
人
間
の
暮
ら
し
と
の
豊
か

な
関
係
性
を
取
り
戻
す
こ
と
に
力
を
注

ぐ
べ
き
で
し
ょ
う
。
開
発
の
理
念
が
問

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
都
市
を
維
持
し

て
い
く
手
段
を
本
気
で
考
え
な
く
て
は

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
ま
ず
足
元
の
水
を
ど
う
維
持
す
る

か
を
、
真
っ
先
に
考
え
て
い
か
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
ね
。

印刷物になった「水みちマップ」。これは野川を中心に作られているが、地域（小金井、国分寺、世田谷など）ごとに詳しく表現されたものもある。



災
害
対
策
と
し
て
の

井
戸
や
雨
水

東
京
都
は
、
地
下
水
の
汲
み
上
げ
は

地
盤
沈
下
に
つ
な
が
る
と
規
制
し
て
き

た
の
で
す
が
、
１
９
９
５
年
の
（
平
成

７
年
）
阪
神
淡
路
大
震
災
を
契
機
に
災

害
用
に
限
っ
て
大
型
井
戸
の
掘
削
を
認

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
生

活
用
水
の
確
保
は
区
市
町
村
レ
ベ
ル
の

問
題
で
す
が
、
規
制
を
強
め
て
い
ま
す
。

国
分
寺
市
で
は
１
９
８
９
年
か
ら
３
年

間
か
け
て
、
市
の
西
側
半
分
に
10
カ
所

の
手
押
し
ポ
ン
プ
式
の
井
戸
を
設
置
し

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
２
カ
所
で
は
、
近

隣
の
住
民
が
毎
月
一
回
井
戸
端
会
議
と

称
し
て
集
ま
り
、
水
質
検
査
や
周
辺
の

清
掃
を
行
っ
て
い
ま
す
。

練
馬
区
の
場
合
は
、
災
害
時
に
飲
料

水
と
し
て
利
用
で
き
る
深
井
戸
が
23
本

あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
生

活
用
水
と
し
て
用
い
る
目
的
で
「
ミ
ニ

防
災
井
戸
」
と
呼
ぶ
浅
井
戸
５
０
５
本

（
１
９
８
９
年
３
月
時
点
）
の
所
有
者

で
あ
る
市
民
と
区
が
協
定
を
結
ん
で
い

ま
す
。
１
９
９
６
年
度
か
ら
は
小
中
学

校
１
０
３
校
で
、
井
戸
の
新
設
工
事
を

行
い
ま
し
た
。

世
田
谷
区
で
は
、
公
共
施
設
に
用
意

さ
れ
て
い
る
井
戸
は
14
本
。
こ
の
他
に

区
民
が
所
有
す
る
２
１
８
４
本
の
井
戸

を
（
１
９
９
７
年
４
月
時
点
）
震
災
時

指
定
井
戸
と
し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。

練
馬
も
世
田
谷
も
、
登
録
さ
れ
た
井
戸

の
維
持
管
理
を
、
区
が
一
定
条
件
の
範

囲
で
補
助
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
と

っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

雨
水
で
す
。
沖
縄
や
三
宅
島
な
ど
で
は

雨
水
を
大
切
に
使
っ
て
お
り
、
災
害
時

に
も
心
強
い
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

三
宅
の
人
た
ち
は
雨
水
タ
ン
ク
を
井
戸

と
呼
ん
で
い
る
ほ
ど
で
す
。
一
元
的
な

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
頼
っ
て
き
た
私
た
ち

の
生
活
も
、
発
想
の
転
換
が
迫
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ド
イ
ツ
に
エ
コ
住
宅
の
見
学
に
行
っ

た
と
き
の
こ
と
で
す
が
、
基
礎
の
一
部

を
連
続
さ
せ
ず
に
切
り
取
っ
て
あ
る
と

い
う
。「
ど
う
し
て
な
の
か
」
と
聞
く

と
、「
こ
こ
に
は
水
み
ち
が
通
っ
て
い

る
か
ら
だ
」
と
当
た
り
前
の
よ
う
に
言

う
ん
で
す
よ
。
こ
れ
に
は
参
り
ま
し
た

ね
。
考
え
方
が
ま
っ
た
く
違
う
。

も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
場
合
は
、
日
本
と
は
違
っ
た
事
情
が

あ
っ
て
、
主
た
る
河
川
が
国
際
河
川
で

す
か
ら
、
国
防
上
の
問
題
と
し
て
も
、

水
源
を
一
元
化
す
る
と
い
う
の
は
危
険

な
わ
け
で
す
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し
て

の
水
道
が
、
自
国
の
都
合
ば
か
り
で
管

理
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。

わ
ん
ぱ
く
夏
ま
つ
り

―
野
川
の
わ
ん
ぱ
く
夏
ま
つ
り
は
、

今
年
で
28
回
目
を
迎
え
た
そ
う
で
す
ね
。

水
み
ち
研
究
で
培
っ
て
き
た
経
験
を
、

ぜ
ひ
次
世
代
に
伝
え
て
頂
き
た
い
と
思

う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

私
見
で
す
が
、
環
境
教
育
に
は
限
界

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
生
活
の
中
で
、

自
然
と
接
し
て
学
び
取
っ
て
い
っ
た
り
、

必
要
が
あ
る
か
ら
こ
そ
学
ぶ
の
で
あ
っ

て
「
自
然
が
大
事
な
ん
だ
」
と
大
人
が

教
え
る
の
は
違
う
の
で
は
な
い
か
、
型

に
は
ま
っ
た
や
り
方
で
教
え
込
ん
で
も

役
に
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。
わ
ん
ぱ
く
夏
ま
つ
り
は
、
子

ど
も
た
ち
が
自
ら
学
び
、
子
ど
も
た
ち

に
教
え
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち

か
ら
学
ん
で
、
そ
れ
を
大
人
が
受
け
止

め
て
続
け
て
き
た
活
動
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。
祭
り
の
盛
り
上
が
り
方
と
い
っ

た
ら
そ
れ
は
も
の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
す
が
、
単
な
る
祭
り
で
は
な
く
、
野

川
を
守
る
運
動
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る

の
で
す
。
今
で
も
水
質
調
査
と
か
、
川

の
生
物
の
調
査
も
続
け
て
い
ま
す
し
ね
。

こ
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、
特

定
の
機
関
が
主
体
と
な
っ
て
い
な
い
こ

と
。
あ
く
ま
で
も
「
祭
り
を
し
た
い
」

と
い
う
た
っ
た
一
点
で
結
束
し
て
い
る

「
実
行
委
員
会
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。
き
わ
め
て
不
安
定
な
状
態

で
あ
り
な
が
ら
、
28
年
間
も
続
い
て
き

た
の
で
す
か
ら
大
し
た
も
の
で
す
。
役

所
も
最
低
限
の
サ
ポ
ー
ト
し
か
し
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
、
中
学
生
で
も

実
行
委
員
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
可
能

28

上：わんぱく夏まつり2000年の報告書
ほかの写真はいずれも2001年のもの。
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みずみちのあたりまえ

で
、
大
人
と
子
ど
も
が
本
気
で
議
論
す

る
と
い
う
、
ほ
か
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

手
法
と
し
て
は
遊
び
場
づ
く
り
と
同

じ
で
す
が
、
環
境
保
全
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が

最
初
に
結
び
つ
い
た
こ
と
が
、
た
だ
の

遊
び
場
づ
く
り
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
か

っ
た
理
由
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
み
ち
は
、
地
下
だ
け
で

は
な
く
空
を
巡
っ
て
循
環

し
て
い
る

70
年
代
中
頃
に
は
72
カ
所
を
数
え
た

野
川
の
湧
水
も
、
10
年
後
に
は
三
分
の

一
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
水
み

ち
調
査
を
始
め
た
当
所
は
、
も
と
も
と

そ
こ
に
流
れ
や
す
い
所
が
あ
る
と
想
定

し
そ
れ
を
探
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
た

の
で
す
が
、
水
み
ち
は
「
形
成
さ
れ
る

も
の
」
で
も
あ
る
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
水
み
ち
は
井
戸
で

水
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
で
も
作
ら
れ
ま

す
し
、
湧
水
や
木
に
よ
っ
て
も
作
ら
れ

ま
す
。
水
み
ち
が
予
想
と
逆
の
向
き
に

流
れ
て
い
た
井
戸
の
例
も
あ
り
ま
し
た
。

い
い
井
戸
、
い
い
湧
水
と
い
う
の
は
、

い
い
水
み
ち
が
固
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
水
み
ち
と
い
う
の
は
意

外
と
細
く
、
れ
き
層
を
通
る
水
み
ち
は

通
常
直
径
10
cm
内
外
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

根
の
周
り
の
ロ
ー
ム
層
の
場
合
は
も
っ

と
細
い
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
水
み
ち

が
形
成
さ
れ
る
と
、
水
が
通
り
や
す
く

な
り
、
適
度
な
大
き
さ
に
固
定
さ
れ
ま

す
。
で
す
か
ら
井
戸
を
使
う
こ
と
で
、

地
下
水
は
通
り
や
す
い
所
、
つ
ま
り
水

み
ち
を
通
っ
て
湧
き
出
て
、
使
え
ば
使

う
ほ
ど
そ
の
水
み
ち
は
良
く
な
る
の
で

す
。
し
ば
ら
く
使
わ
な
か
っ
た
井
戸
は
、

逆
に
水
み
ち
が
埋
ま
っ
て
し
ま
う
の
で

す
。聞

き
取
り
調
査
に
う
か
が
っ
た
際
、

「
空
に
も
水
み
ち
が
あ
る
」
と
言
っ
た

方
が
い
ま
し
た
。「
ま
さ
か
」
と
思
い

ま
し
た
が
、
あ
と
で
よ
く
考
え
て
み
る

と
木
が
水
蒸
気
を
蒸
散
さ
せ
た
り
、
山

に
当
た
っ
た
水
蒸
気
が
雲
に
な
っ
た
り

す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
空
に
も
水

み
ち
と
同
じ
よ
う
な
道
筋
は
存
在
す
る

と
納
得
し
ま
し
た
。
ま
た
、
木
が
集
ま

っ
た
森
や
林
は
一
帯
の
地
下
水
を
保
ち
、

大
き
な
水
み
ち
を
形
成
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
だ
か
ら
「
裏
の
雑
木
林
を
伐
っ

た
ら
、
井
戸
が
涸
れ
た
」
と
い
う
話
も
、

道
理
に
か
な
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
聞
き
取
り
調
査
で
は
、

水
み
ち
に
一
見
関
係
な
い
周
辺
の
話
も

た
く
さ
ん
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

よ
く
数
字
デ
ー
タ
だ
け
に
頼
る
研
究
者

も
い
ま
す
が
、
数
字
は
あ
る
条
件
下
で

の
一
瞬
の
状
況
し
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
住
ん
で
い
る
人
か
ら
の
聞
き
取

り
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
下
で
の
経

験
の
集
積
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
私
が
嫁
に
き
た
時
分
は
」
と
か
「
台

風
○
○
号
の
時
に
は
」
と
い
っ
た
話
が

聞
け
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

井
戸
と
い
う
の
は
見
え
な
い
水
と
出
会

う
場
所
、
地
下
と
会
話
で
き
る
場
所
と

も
言
え
ま
す
し
、
歴
史
を
発
掘
で
き
る

場
所
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

水
み
ち
は
自
然
に
で
き
て
い
る
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
井
戸
や
木
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
、
固
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
工
場
が
大
量
の
地

下
水
を
汲
み
上
げ
て
水
み
ち
が
変
わ
る

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
良
く
も
悪
く
も
水
み
ち
の
経

路
や
水
量
、
水
質
は
、
人
間
の
意
思
に

左
右
さ
れ
ま
す
。
大
切
に
守
ろ
う
と
い

う
意
思
が
な
け
れ
ば
、
分
断
さ
れ
て
失

わ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い

る
の
で
す
。

水
み
ち
は
空
に
も
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
井
戸
、
湧
水
、
雨
水
、
用
水
、
川

と
い
っ
た
す
べ
て
の
水
は
、
水
み
ち
と

か
か
わ
る
存
在
で
す
。
こ
れ
ら
の
多
様

な
水
と
バ
ラ
ン
ス
よ
く
つ
き
合
っ
て
い

け
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
来
の
意
味
で
の

エ
コ
ロ
ジ
ー
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

右：ハケとも呼ばれる国分寺崖線の崖下、国立（くにたち）市東元町
３丁目には、40軒で構成された自治会が維持管理する非常時用の井戸
がある。毎日汲み上げないと水が涸れてしまうので、かわるがわるに
汲み上げに来ているそうだ。たまに当番を忘れる人がいるので、「呼
び水」がそば（ポンプの背後のポリタンク）に置いてあった。

下：湧水が豊かに流れる、住宅街。蓋をせず、枯れ葉などもマメに掃
除している様子が、うかがわれる。（国立市）

左：真姿の池（国立市）の脇から湧き出る湧水で遊ぶ、親子連れ。ザ
リガニ捕りは、糸の先に餌を吊した昔ながらの手法。釣果をご覧あれ。
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水
道
は
当
然
か

『
水
の
文
化
』
編
集
部

水
道
、
見
え
な
い
の
に

安
心
で
き
る
シ
ス
テ
ム

交
通
シ
ス
テ
ム
、
流
通
シ
ス
テ
ム
、

シ
ス
テ
ム
家
具
・
・
・
。
世
の
中
に
は

い
ろ
い
ろ
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
シ
ス

テ
ム
は
人
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
考
え

方
を
必
ず
も
っ
て
い
る
。

中
で
も
水
道
は
厳
格
な
考
え
方
を
要

求
す
る
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
で
あ
る
。
衛

生
的
な
水
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
し
て

供
給
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

大
勢
の
い
の
ち
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
だ

け
に
、
そ
こ
に
は
曲
げ
る
こ
と
の
で
き

な
い
大
切
な
原
理
が
あ
り
、
水
道
法
が

そ
の
規
準
と
な
っ
て
い
る
。

以
前
、
水
道
局
の
方
に
、
下
水
道
維

持
に
つ
い
て
の
苦
労
話
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
。
定
期
的
に
下
水
道
が
詰
ま
る

場
所
が
あ
り
、
調
べ
て
み
る
と
近
く
に

あ
る
ラ
ー
メ
ン
屋
が
原
因
だ
っ
た
そ
う

だ
。
そ
の
店
は
テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ

る
有
名
店
で
、
大
量
の
ス
ー
プ
を
流
す

た
め
に
ラ
ー
ド
が
冷
え
て
固
ま
り
、
詰

ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
担
当
者
は
、
通

報
を
受
け
る
と
、
真
夜
中
で
あ
ろ
う
と

す
ぐ
に
飛
ん
で
い
き
、
復
旧
に
あ
た
る
。

こ
の
話
を
聞
い
た
時
、
私
た
ち
の
目
に

は
見
え
な
い

I
I

I
I

と
こ
ろ
で
、
水
道
は
大
き

く
暮
ら
し
と
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
な
と

思
っ
た
記
憶
が
あ
る
。

そ
う
、
水
道
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
キ

ー
ワ
ー
ド
は
「
見
え
な
い
」
こ
と
に
あ

る
。そ

ん
な
こ
と
は
な
い
。
台
所
、
風
呂
、

ト
イ
レ
な
ど
、
す
ぐ
見
え
る
と
こ
ろ
に

水
道
は
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
思
う
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
水
道

の
末
端
で
あ
っ
て
、
蛇
口
の
先
、
つ
ま

り
、
取
水
口
か
ら
浄
水
場
ま
で
の
間
で

水
を
ど
の
よ
う
に
き
れ
い
に
し
、
我
々

の
も
と
に
給
水
す
る
か
と
い
う
水
道
の

シ
ス
テ
ム
を
見
た
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い

な
い
は
ず
だ
。
ま
し
て
や
、
水
源
涵
養

林
か
ら
水
が
ど
の
よ
う
な
経
路
で
つ
な

が
っ
て
い
る
の
か
ま
で
探
っ
て
い
く
な

ど
、
都
市
の
水
循
環
と
自
分
の
家
の
蛇

口
と
を
結
び
つ
け
る
の
は
至
難
の
業
だ
。

も
し
も
途
絶
え
て
し
ま
え
ば
、
日
常

生
活
が
成
り
立
た
な
い
ほ
ど
大
切
な
水

を
供
給
し
て
い
る
の
に
、
シ
ス
テ
ム
全

体
が
見
え
な
い
。
こ
の
見
え
な
い
シ
ス

テ
ム
を
わ
た
し
た
ち
は
、
な
ぜ
か
当
然

（
あ
た
り
ま
え
）
と
思
い
、
安
心
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。

実
は
、「
こ
の
見
え
な
い
も
の
」
を

守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
水

道
の
難
し
さ
が
あ
り
、
利
用
す
る
側
の

意
識
や
習
慣
が
重
用
視
さ
れ
る
由
縁
も

あ
る
。

今
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
私

た
ち
「
利
用
者
」
が
水
道
を
使
う
と
き

の
感
覚
や
、
そ
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
、

す
な
わ
ち
水
道
利
用
者
の
文
化
に
つ
い

て
で
あ
る
。

時
代
と
場
所
に
よ
り
水
道

利
用
文
化
は
異
な
る

数
万
人
〜
数
十
万
人
の
人
々
に
水
を

常
時
給
水
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
た
い

へ
ん
か
と
い
う
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
考

え
た
だ
け
で
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で
、
都
市
を
造

っ
た
人
々
の
労
力
は
さ
ぞ
か
し
大
き
か

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

マ
ッ
シ
ス
・
レ
ヴ
ィ
／
リ
チ
ャ
ー

ド
・
パ
ン
シ
ェ
ク
『
都
市
が
で
き
る
ま

で
〜
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
か
ら

み
た
都
市
の
は
な
し
〜
』（
森
北
出
版
、

２
０
０
１
）
は
、
都
市
を
ど
の
よ
う
に

造
る
か
を
、
子
ど
も
に
も
わ
か
り
や
す

く
説
明
し
た
テ
キ
ス
ト
だ
。
内
容
の
半

分
は
、
水
の
運
搬
、
灌
漑
、
ト
イ
レ
の

水
の
処
理
に
割
か
れ
て
い
る
。
水
を
得

や
す
い
所
に
都
市
を
建
設
す
る
こ
と
は
、

為
政
者
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と

で
あ
っ
た
の
だ
。

日
本
で
も
、
飛
鳥
、
平
城
京
、
平
安

京
と
い
っ
た
古
代
の
都
が
、
水
を
得
や

す
い
地
に
造
ら
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
時
代
を
下

っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
城
下
町
は
各
水
系

の
要
所
に
つ
く
ら
れ
た
。
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堀
越
政
雄
の
『
日
本
の
上
水
』（
新

人
物
往
来
社
、
１
９
９
５
）、『
水
道
の

文
化
史
』（
鹿
島
出
版
会
、
１
９
８
１
）

で
は
、
江
戸
時
代
の
城
下
町
の
水
道
を

紹
介
し
て
い
る
。
水
源
の
形
態
と
消
費

地
ま
で
の
距
離
、
利
水
や
灌
漑
の
方
式
、

配
水
ル
ー
ル
、
排
水
の
方
式
な
ど
に
よ

り
、
水
を
め
ぐ
る
城
下
町
都
市
生
活
の

一
面
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
水
道
が
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
と

ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
き
た
の
か
を

語
っ
て
い
る
の
が
、
榮
森
康
治
郎
の

『
水
と
暮
ら
し
の
文
化
史
』（
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ

出
版
、
１
９
９
４
）
で
あ
る
。
著
者
は

給
水
技
術
の
専
門
家
で
あ
る
だ
け
に
、

技
術
的
な
解
説
も
非
常
に
わ
か
り
や
す

い
が
、
何
よ
り
も
人
々
の
生
活
習
慣
と

水
道
の
つ
な
が
り
が
豊
富
な
写
真
・
絵

で
当
時
の
様
子
が
想
像
で
き
る
。
こ
の

中
で
は
、
東
京
で
も
大
正
の
末
ご
ろ
ま

で
、
江
戸
川
の
水
を
飲
む
人
が
多
く
、

そ
の
水
で
淹い

れ
た
お
茶
の
味
も
よ
か
っ

た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
水

売
り
」
と
い
う
商
売
が
あ
っ
た
こ
と
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
商
売
人
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
中
で
、

水
売
り
ほ
ど
珍
し
い
も
の
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
売
る
の
も
珍
し
い
が
買
う
の
も

珍
し
い
。
も
し
、
世
の
中
に
こ
の
よ
う

な
商
売
が
あ
る
と
言
え
ば
、
い
な
か
に

い
て
水
に
不
自
由
な
く
生
活
し
て
い
る

人
は
、
う
そ
の
話
と
思
う
だ
ろ
う
け
れ

ど
、
東
京
で
は
よ
く
こ
れ
を
見
る
。

（
中
略
）
そ
の
商
売
を
す
る
者
は
土
工

ま
た
は
桶
屋
等
、
い
ず
れ
も
本
業
を
持

っ
て
片
手
間
に
や
っ
て
い
る
が
、
桶
の

長
さ
90
セ
ン
チ
ば
か
り
の
細
長
い
も
の

で
、
上
に
蓋
を
覆
い
、
砂
塵
の
入
る
の

を
防
ぎ
、
一
荷
２
〜
３
厘
で
売
り
歩
く

の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
く
は
月
決
め

で
毎
朝
水
瓶
い
っ
ぱ
い
汲
み
入
れ
、
一

カ
月
25
銭
ぐ
ら
い
と
定
め
て
い
る
と
い

う
。
だ
か
ら
、
水
に
不
自
由
し
て
い
な

い
者
は
、
桶
に
二
杯
三
杯
の
水
を
い
た

ず
ら
に
ま
き
捨
て
て
い
る
が
、
一
年
３

円
に
近
い
値
を
払
っ
て
水
売
り
の
水
を

買
い
入
れ
る
者
を
見
れ
ば
、
ど
ん
な
気

持
ち
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
の
人

は
水
を
買
う
人
の
不
自
由
を
思
っ
て
、

一
滴
の
水
も
無
駄
に
し
て
は
な
ら
な

い
」（『
世
事
画
報
』
明
治
31
年
10
月
）

こ
の
話
は
、
か
つ
て
都
市
生
活
者
に

と
っ
て
も
水
は
あ
た
り
ま
え
の
も
の
で

は
な
く
、「
苦
労
し
て
獲
得
す
る
も
の
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の

記
事
が
書
か
れ
た
年
の
12
月
に
、
東
京

の
近
代
水
道
、
す
な
わ
ち
「
鉄
管
を
用

い
、
濾
過
し
た
浄
水
を
連
続
し
て
供
給

す
る
有
圧
の
水
道
」
が
通
水
す
る
。

水
道
利
用
文
化
に
時
代
の
差
が
あ
る

よ
う
に
、
国
に
よ
る
差
が
あ
る
の
も
当

然
と
い
え
る
。
鯖
田
豊
之
の
『
水
道
の

思
想
〜
都
市
と
水
の
文
化
史
〜
』（
中

央
公
論
社
、
１
９
９
６
）
は
、
日
本
の

水
道
が
海
外
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異

な
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
水
源
の
選

択
を
重
視
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
水
質

汚
染
の
リ
ス
ク
分
散
の
た
め
に
水
源
を

分
散
す
る
こ
と
と
述
べ
、
チ
ュ
ー
リ
ッ

ヒ
や
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
水
道
事
例

を
紹
介
し
て
い
る
。

確
か
に
日
本
の
水
道
法
で
は
、
水
道

の
目
的
を
「
清
浄
に
し
て
豊
富
低
廉
な

水
の
供
給
を
図
り
、
も
つ
て
公
衆
衛
生

の
向
上
と
生
活
環
境
の
改
善
と
寄
与
す

る
こ
と
」
と
し
て
お
り
、
水
源
の
選
択

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
視
野
の
外
に

お
か
れ
て
い
る
。
日
本
の
水
道
は
確
か

に
衛
生
施
設
な
の
で
あ
る
が
、
衛
生
を

実
現
す
る
た
め
に
と
っ
た
手
段
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
と
は
大
い
に
異
な
る
の
で
あ

る
。さ

ら
に
こ
の
書
で
は
、
食
事
の
際
に

水
を
飲
む
習
慣
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は

元
々
な
か
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

代
わ
り
に
飲
ん
で
い
た
の
は
ア
ル
コ
ー

ル
。
そ
の
代
用
品
と
し
て
後
に
登
場
し

た
の
が
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
で
あ

る
。
そ
の
点
は
日
本
で
も
同
様
で
、
か

つ
て
食
事
の
と
き
に
飲
ん
で
い
た
の
は

お
茶
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
茶
が
水
に
代

わ
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ

人
の
食
生
活
ス
タ
イ
ル
が
普
及
し
て
き

た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
水
で
の
洋
風

食
事
に
次
第
に
慣
れ
た
日
本
人
は
、
１

９
７
０
年
代
に
塩
素
の
過
剰
投
与
で
水

道
水
の
味
が
落
ち
る
と
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ

ォ
ー
タ
ー
の
購
入
に
走
る
よ
う
に
な
る
。

１
９
８
０
年
代
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ

ー
ブ
ー
ム
の
要
因
は
こ
こ
に
あ
る
と
い

う
記
述
を
読
む
と
、「
衛
生
的
な
水
道
水

を
飲
む
」
と
い
う
こ
と
が
、
当
た
り
前

に
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
の
だ
。

水
道
の
安
心
と

水
道
へ
の
信
用
は
別

さ
て
、
衛
生
的
で
あ
る
こ
と
が
当
た

り
前
の
は
ず
の
日
本
の
水
道
に
つ
い
て
、

生
活
者
の
意
識
調
査
が
よ
く
新
聞
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
水
道

水
に
は
不
満
が
あ
る
人
が
何
％
」
と
い

う
結
果
が
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
見

受
け
ら
れ
、
当
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
た

「
第
８
回
水
に
か
か
わ
る
生
活
意
識
調

査
（
２
０
０
２
年
）」
で
も
、
水
道
に

10
点
評
価
を
つ
け
て
も
ら
う
質
問
で
の

全
国
平
均
点
数
は
６
・
３
点
。
不
満
の

要
因
で
一
番
上
げ
ら
れ
た
第
１
位
が

「
お
い
し
く
な
い
」
で
60
％
だ
っ
た
。

だ
が
、
こ
れ
を
見
て
、
そ
う
い
う
も

の
か
と
水
道
に
漠
然
と
し
た
不
満
を
覚

え
る
の
は
早
す
ぎ
る
。
水
道
へ
の
安
心

と
、
水
道
へ
の
信
用
は
、
全
く
別
の
事

柄
だ
か
ら
だ
。

安
心
と
信
用
の
区
別
を
注
意
深
く
説

明
し
た
の
が
山
岸
俊
男
の
『
信
頼
の
構

造
〜
こ
こ
ろ
と
社
会
の
進
化
ゲ
ー
ム
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
１
９
９
８
）
だ
。

本
人
の
言
葉
を
借
り
て
要
旨
の
み
を
述

べ
る
な
ら
、「
信
用
す
る
」
と
は
、
不

確
実
な
状
況
を
自
分
で
判
断
し
て
「
大

丈
夫
」
と
思
う
こ
と
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
安
心
す
る
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
不

確
実
性
は
存
在
し
な
い
も
の
と
思
い

「
あ
た
り
ま
え
」
と
思
う
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
。
つ
ま
り
、
水
道
水
を
例
に
と

れ
ば
、
自
分
で
蛇
口
の
水
を
判
断
し
て

「
大
丈
夫
」
と
思
う
こ
と
が
、
水
道
を

信
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
判
断
も
せ
ず

に
大
丈
夫
な
こ
と
が
当
た
り
前
と
思
っ

みずみちのあたりまえ　水道は当然か



て
い
る
こ
と
が
、
水
道
水
に
安
心
を
抱

く
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
水
道
に
一
定
の
合
格
点
を

与
え
な
が
ら
も
、
供
給
さ
れ
た
水
に
不

満
を
抱
い
て
い
る
調
査
結
果
は
、「
水

道
に
安
心
を
抱
い
て
い
る
が
（
つ
ま
り
、

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
が
）
信
用
は

し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
も
受
け

取
れ
る
。

い
つ
か
ら
水
道
は

当
然
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
コ
レ

ラ
流
行
を
止
め
る
衛
生
的
必
要
を
大
き

な
目
的
と
し
て
で
き
た
近
代
水
道
は
、

人
々
に
安
心
で
き
る
水
を
与
え
続
け
て

き
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

以
前
の
川
の
水
、
井
戸
の
水
な
ど
水
道

の
他
に
も
「
近
く
て
き
れ
い
な
水
」
が

あ
っ
た
こ
ろ
は
、
用
途
に
応
じ
て
使
い

分
け
る
こ
と
は
ご
く
普
通
の
こ
と
だ
っ

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
時
代
は
下
り
、
高

度
成
長
期
に
８
割
ま
で
広
が
っ
た
水
道

の
普
及
率
は
、
２
０
０
０
年
に
は
９
６．

５
％
を
越
え
、
い
つ
の
ま
に
か
蛇
口
は

見
慣
れ
た
風
景
と
な
っ
た
。
一
方
、
川

の
汚
染
が
進
み
、
都
市
河
川
に
蓋
が
さ

れ
、
使
え
る
井
戸
も
減
少
し
、
水
は
蛇

口
を
ひ
ね
る
こ
と
で
の
み
得
ら
れ
る
も

の
に
な
っ
た
。
現
在
40
歳
よ
り
下
の
世

代
に
と
っ
て
は
、
居
住
地
に
差
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
水
道
が
当

た
り
前
だ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
う
し
て
、

水
に
つ
い
て
判
断
す
る
場
面
も
な
く
な

っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
今
、
水
道
水
へ
の
当
た
り
前

感
が
揺
ら
い
で
き
て
い
る
。
と
言
っ
て

も
、
揺
ら
い
で
い
る
の
は
水
道
水
の
質

へ
の
安
心
感
で
あ
っ
て
、
量
に
対
し
て

で
は
な
い
。
利
用
者
は
蛇
口
か
ら
ま
ず

い
水
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
と
は
思
っ

て
も
、
断
水
し
た
り
、
シ
ャ
ワ
ー
を
流

し
っ
ぱ
な
し
に
し
て
頭
を
洗
う
と
１
週

間
分
の
飲
み
水
に
相
当
す
る
量
の
水
が

消
費
さ
れ
る
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
い

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
質
は
信
用
で
き
な
い

が
、
量
に
対
し
て
は
安
心
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

水
が
貴
重
に
な
る
時
代
の

水
道
と
の
つ
き
あ
い
方

現
在
の
社
会
の
水
消
費
量
は
、
高
度

成
長
期
か
ら
30
年
以
上
た
つ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
相
変
わ
ら
ず
減
る
気
配
が
な

い
。
し
か
し
、
海
外
に
目
を
転
じ
る
と
、

中
国
の
黄
河
が
干
上
が
る
事
例
で
も
分

か
る
と
お
り
、
灌
漑
用
水
す
ら
も
不
足

す
る
地
域
が
続
出
し
て
い
る
。
世
界
人

口
の
３
分
の
１
は
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
、

10
億
人
以
上
が
き
れ
い
な
水
を
手
に
入

れ
ら
れ
な
い
状
態
だ
。
水
不
足
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
今
、
現
代
社
会
に
生
き

る
人
間
は
、
水
循
環
に
敏
感
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
水
が
「
当
た

り
前
」
の
も
の
か
ら
、
徐
々
に
、「
貴

重
な
も
の
」
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。

阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
、
蛇
口
の
水

が
実
際
に
止
ま
っ
た
。
水
が
「
当
た
り

前
」
か
ら
「
貴
重
な
も
の
」
に
変
わ
っ

た
時
、
人
々
は
自
分
が
調
達
し
た
水
を

「
安
心
」
し
て
使
う
の
で
は
な
く
「
信

用
」
し
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
不
確

実
・
絶
対
的
な
水
不
足
の
中
で
、
取
水
、

浄
化
、
利
用
、
排
水
を
自
分
の
判
断
で

行
っ
た
。

一
方
、
江
戸
時
代
の
よ
う
に
浄
水
し

て
い
な
い
水
を
判
断
し
、
飲
ん
で
い
た

時
代
が
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
そ
の
よ

う
に
水
に
接
し
て
い
る
土
地
が
あ
る
。

震
災
と
江
戸
時
代
の
水
道
。
時
代
も

事
例
も
ま
っ
た
く
異
な
る
け
れ
ど
も
、

こ
こ
に
は
水
が
貴
重
で
あ
る
が
た
め
に
、

水
を
自
分
で
判
断
し
信
用
し
て
使
う
と

い
う
、
人
々
と
水
と
の
つ
き
あ
い
方
が

共
通
し
て
垣
間
見
え
る
。

と
は
言
え
、
何
も
そ
の
よ
う
な
昔
の

水
道
に
戻
れ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
水
が
貴
重
と
な
っ
て
き
た
中
で
、

蛇
口
か
ら
豊
富
な
水
が
出
る
の
は
当
た

り
前
と
感
じ
て
し
ま
う
「
安
心
の
水
道
」

か
ら
、
自
ら
が
水
道
水
に
責
任
を
持
つ

と
い
う
「
信
用
の
水
道
」
に
私
た
ち
の

見
方
を
変
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

の
か
を
問
い
直
し
た
い
の
だ
。

農
業
用
水
、
工
業
用
水
、
生
活
用
水

と
い
う
よ
う
に
何
に
で
も
水
道
の
水
を

使
う
シ
ス
テ
ム
が
浪
費
を
招
く
こ
と
は
、

容
易
に
想
像
が
つ
く
こ
と
だ
。
こ
の
貴

重
な
水
の
取
水
・
給
配
水
の
方
法
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
集
中
管
理
方

式
の
水
道
や
、
現
在
の
水
道
を
あ
た
り

ま
え
と
安
心
し
て
使
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
を
見
直
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

い
ろ
い
ろ
な
水
の
一
つ
と
し
て
「
水

道
」
を
信
用
し
て
使
う
こ
と
は
、
水
消

費
量
に
大
き
な
差
が
出
て
く
る
だ
け
で

な
く
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し
て
の
水
資

源
を
「
見
え
る
水
」
と
し
て
水
使
用
者

の
手
に
取
り
戻
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

水
道
、
川
、
地
下
水
、
水
蒸
気
、
す

べ
て
の
水
の
通
り
道
が
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
自
分
達
の
く
ら
し
て
い
る
土

地
で
多
様
な
水
資
源
を
目
的
に
応
じ
て

利
用
す
る
こ
と
は
、
水
を
生
か
す
使
い

方
、
水
の
循
環
利
用
に
つ
な
が
る
こ
と

だ
ろ
う
。

水
道
（
す
い
ど
う
）
か
ら

水
道
（
み
ず
み
ち
）
へ

多
様
な
水
資
源
を
目
的
に
応
じ
て
利

用
す
る
こ
と
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
考
え
方
を
早
く
か
ら
提
唱
し
た

の
が
押
田
勇
雄
編
・
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ

ム
研
究
グ
ル
ー
プ
の
『
都
市
の
水
循
環
』
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そ
う
考
え
て
み
る
と
、
川
、
湧
水
、
井

戸
、
雨
水
な
ど
の
水
資
源
や
、
飲
料
、

洗
濯
、
ト
イ
レ
、
工
業
用
水
、
農
業
用

水
な
ど
、
多
様
な
組
合
せ
に
、
改
め
て

敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で

水
道
を
守
る

水
道
は
地
域
と
時
代
の
個
性
を
反
映

さ
せ
た
、
つ
ま
り
利
用
者
の
文
化
が
反

映
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
所
変
わ

れ
ば
水
道
も
変
わ
る
。
途
上
国
に
お
い

て
は
、
都
市
衛
生
環
境
は
、
政
府
に
よ

る
上
か
ら
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
だ
け
で
も

な
く
、
住
民
に
よ
る
下
か
ら
の
参
加
だ

け
で
も
な
く
、
双
方
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
に
よ
り
整
備
し
て
い
く
こ
と
の
重

要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と

は
、
人
と
水
と
の
距
離
が
、
よ
り
近
い

と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
と
あ
や

ふ
や
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
阪

神
淡
路
大
震
災
の
成
果
と
言
わ
れ
た

「
自
律
と
連
帯
」
に
よ
り
生
ま
れ
る
人

間
関
係
と
呼
ん
で
よ
い
し
、
協
力
関
係

と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。「
使
う
こ

と
」
と
と
も
に
、
信
用
を
取
り
戻
す
た

め
の
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
で
あ
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。

み
ん
な
の
財
産
と
し
て
水
道
（
す
い

ど
う
）
を
守
ろ
う
と
思
え
ば
、
水
道

（
み
ず
み
ち
）
の
一
つ
と
し
て
自
分
の

蛇
口
を
意
識
し
、
社
会
全
体
の
水
消
費

量
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
「
信
用

の
水
道
」
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。

蛇
口
の
水
が
も
し
も
止
ま
っ
た
ら
、

わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
は
ど
う
な
る
の

だ
ろ
う
。
当
た
り
前
と
思
っ
て
今
ま
で

気
が
付
か
な
か
っ
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た

発
想
の
転
換
で
、
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ

の
場
所
で
自
分
の
水
利
用
を
見
直
し
て

ほ
し
い
も
の
だ
。
そ
れ
が
、
水
道
を
信

用
す
る
こ
と
へ
の
出
発
点
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
１
９
８
２
年
）。
こ
の

中
で
は
「
都
市
の
中
に
水
源
を
」
と
雨

水
利
用
の
提
言
を
行
う
な
ど
、
身
近
な

水
を
使
用
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

以
後
、
こ
の
中
の
共
著
者
で
も
あ
る
村

瀬
誠
の
グ
ル
ー
プ
は
、
雨
水
利
用
に
関

し
て
積
極
的
に
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

水
み
ち
を
支
え
る
の
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
水
道
の
利
用

者
に
他
な
ら
な
い
し
、
目
に
見
え
る
範

囲
で
近
い
水
を
守
ろ
う
と
い
う
試
み
と

も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず

何
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
は
、
多
様
な
水
源
の
水
を
、
用

途
を
判
断
し
て
使
用
し
て
み
る
。
水
道
、

雨
水
、
井
戸
水
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
水

を
、
飲
み
水
、
ト
イ
レ
の
水
、
洗
い
物

な
ど
の
用
途
に
応
じ
て
利
用
し
て
み
る
。

阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
に
、
苦
労
し
て

集
め
た
ポ
リ
タ
ン
ク
２
個
分
の
水
（
１

日
の
生
活
必
要
量
）
が
、
水
洗
ト
イ
レ

を
２
回
流
せ
ば
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
を
噛
み
し
め

た
い
。

第
二
は
、
身
近
に
あ
る
水
を
守
る
こ

と
。
雨
水
、
井
戸
水
な
ど
は
使
っ
て
い

な
い
と
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
お
ろ
か
、

そ
の
利
用
に
必
要
な
知
恵
も
伝
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

郡
上
八
幡
で
も
観
光
の
た
め
に
だ
け

水
が
残
さ
れ
た
エ
リ
ア
は
い
つ
の
ま
に

か
景
観
と
し
て
「
見
ら
れ
る
だ
け
の
水
」

に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
。
一
方
、
水
を

使
い
続
け
て
い
る
エ
リ
ア
の
居
住
者
は
、

地
域
と
水
に
愛
着
を
持
ち
続
け
て
い
る
。

井
戸
は
使
い
続
け
て
い
な
い
と
涸
れ
て

し
ま
う
し
、
そ
れ
に
伴
う
知
恵
も
忘
れ

ら
れ
て
し
ま
う
。

水
を
守
る
上
で
は
、「
水
が
あ
る
こ
と
」

と
「
水
を
使
う
こ
と
」
は
ま
っ
た
く
違

う
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
だ
ろ
う
。

水
に
愛
着
を
も
つ
た
め
に
は
、
水
を
使

い
続
け
る
こ
と
が
一
番
有
効
な
の
だ
。

水
道
（
す
い
ど
う
）
を
単
な
る
水
の

出
口
で
は
な
く
、
多
様
な
水
道
（
み
ず

み
ち
）
の
一
つ
と
し
て
捉
え
直
し
て
み

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

水
道
（
み
ず
み
ち
）
は

誰
が
守
る
の
か

水
道
（
す
い
ど
う
）
を
水
道
（
み
ず

み
ち
）
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
る
と
、

水
を
公

お
お
や
け

で
守
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、

同
じ
地
域
に
住
む
人
々
の
力
で
守
っ
て

い
け
ば
よ
い
の
か
、
市
場
の
力
で
守
っ

て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
ら
の
ミ
ッ

ク
ス
が
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
に
も
目

を
向
け
ざ
る
を
え
な
い
。
実
は
、
決
ま

っ
た
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
考

え
方
は
各
国
が
ば
ら
ば
ら
に
持
っ
て
い

る
。
海
賀
信
好
『
世
界
の
水
道
〜
安
全

な
飲
料
水
を
求
め
て
〜
』（
技
報
堂
出

版
、
２
０
０
２
）
を
読
む
と
、
水
道
の

衛
生
管
理
方
法
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る

こ
と
が
わ
か
る
し
、
三
本
木
健
治
『
公

共
空
間
論
〜
水
と
都
市
を
め
ぐ
っ
て

〜
』（
山
海
堂
、
１
９
９
２
）
で
は
、

水
空
間
が
な
ぜ
公
な
の
か
、
公
の
も
の

を
管
理
す
る
主
体
・
理
由
が
ど
こ
に
あ

る
の
か
と
い
う
発
想
か
ら
、
国
に
よ
る

意
識
の
多
様
性
を
知
ら
し
て
く
れ
る
。

さ
て
、
も
し
自
分
が
ま
ち
の
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
に
な
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
理

想
の
水
道
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
だ
ろ
う

か
。第

三
に
考
え
た
い
点
だ
。
飲
み
水
は

ど
こ
か
ら
取
る
か
。
防
火
用
水
は
ど
の

よ
う
に
配
置
す
る
か
。
用
水
は
ど
の
よ

う
に
保
全
活
用
す
る
か
。
誰
が
何
を
目

的
に
管
理
す
る
の
か
。
い
わ
ば
夢
の
水

道
シ
ス
テ
ム
を
自
分
で
造
っ
て
、
理
想

の
ま
ち
を
考
え
て
み
る
の
だ
。

現
在
の
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
、
水

は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
景
観
要
素
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
本
来
は
、
都
市
を
守
る
上
で
重
要

な
役
割
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

みずみちのあたりまえ　水道は当然か
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最
近
、
自
分
の
中
で
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
か
ん
で

い
る
。「
水
芸
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

水
の
文
化
は
、
河
川
の
埋
め
立
て
の
よ
う
な
土
木
工
事

に
始
ま
り
、
治
水
・
利
水
、
さ
ら
に
は
茶
の
湯
や
名
水
に

至
る
ま
で
、
実
に
多
種
多
様
の
分
野
が
あ
り
、
こ
れ
を
選

ん
だ
ら
一
生
楽
し
め
る
と
断
言
で
き
る
ほ
ど
の
奥
深
さ
を

も
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
あ
え
て
選
ん
だ
の
が
水
芸
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
水
芸
な
の
か
。

た
と
え
ば
東
京
で
い
う
な
ら
、
浜
離
宮
な
ど
に
あ
る
潮

入
り
庭
園
で
あ
る
。
庭
の
池
に
海
水
を
引
き
込
み
、
干
満

の
潮
位
差
を
利
用
し
て
、
池
の
水
面
を
上
下
さ
せ
る
。
ま

さ
し
く
、
池
が
大
海
に
一
変
し
、
地
球
の
呼
吸
の
よ
う
な

も
の
を
実
感
で
き
る
。

わ
た
し
は
清
澄
庭
園
が
潮
入
り
の
池
を
人
工
動
力
で
再

現
し
て
い
る
現
場
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
池
の
浅

瀬
が
干
潮
で
干
上
が
る
と
庭
が
広
く
な
り
、
満
潮
に
な
る

と
こ
ん
ど
は
池
が
広
大
に
な
る
。
そ
の
変
化
の
妙
に
感
心

し
た
。
江
戸
時
代
に
は
こ
れ
を
人
工
動
力
で
な
く
、
自
然

の
干
満
を
活
用
し
て
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ち

ょ
っ
と
驚
愕
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
ば
、
さ
し
ず
め
、
斜
面
に
造
ら
れ
た

噴
水
庭
園
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
水
芸
も
す
ば
ら
し
い
。
イ

タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
は
、
も
う
す
っ
か
り
観
光
地

荒
俣

宏
あ
ら
ま
た
ひ
ろ
し

翻
訳
家
　
評
論
家
　
小
説
家

１
９
４
７
年
東
京
都
生
ま
れ
。
慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
日
魯
漁

業
勤
務
の
か
た
わ
ら
幻
想
文
学
関
係
の
翻
訳
に
携
わ
る
。
そ
の
後
、
博
物

学
の
新
た
な
見
直
し
を
試
み
、
古
今
東
西
の
博
物
学
書
や
図
鑑
の
収
集
を

は
じ
め
る
。
博
物
学
、
図
像
学
、
産
業
考
古
学
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
係
か

ら
、
風
水
研
究
や
小
説
ま
で
、
幅
広
い
著
作
活
動
で
知
ら
れ
る
。
最
近
の

著
書
は
『
ヨ
コ
オ
論
タ
ダ
ノ
リ
』（
平
凡
社
、
２
０
０
２
）『
読
み
忘
れ
三

国
志
』（
小
学
館
、
２
０
０
２
）、『
新
編
別
世
界
通
信
』（
イ
ー
ス
ト
・
プ

レ
ス
、
２
０
０
２
）
他
多
数
。

私
に
と
っ
て
の

水
の
文
化

私
に
と
っ
て
の

水
の
文
化
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の
目
玉
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
の
大
庭

園
に
せ
よ
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ボ
ボ
リ
庭
園
に
せ
よ
、
だ
れ

で
も
見
物
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
わ
た
し
は
２
０

０
２
年
に
た
ま
た
ま
縁
あ
っ
て
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル

グ
を
訪
れ
た
と
き
、
ビ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
が
み
ず
か
ら
設
計

図
を
引
い
た
と
い
わ
れ
る
ペ
テ
ル
ゴ
フ
（
大
宮
殿
）
の
大

庭
園
を
見
物
す
る
機
会
を
得
た
。

18
世
紀
初
頭
、
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
庭
園
よ

り
も
さ
ら
に
驚
異
的
な
庭
を
造
ろ
う
と
し
た
ピ
ョ
ー
ト
ル

は
、
庭
園
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
噴
水
を
設
置
し
た
。
斜
面

に
形
成
さ
れ
た
庭
園
の
上
の
方
に
、
巨
大
な
貯
水
池
を
四

つ
堀
り
、
こ
こ
を
水
源
と
し
て
、
大
宮
殿
か
ら
海
へ
至
る

ま
で
、
全
長
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
の
敷
地
に
、
水
を
配

流
し
た
。
こ
の
水
流
が
総
計
１
５
０
に
も
達
す
る
大
小

数
々
の
噴
水
に
水
を
噴
き
上
げ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
多
く
の
噴
水
は
単
な
る
噴
水
で
は
な
い
。
い

わ
ゆ
る
仕
掛
け
噴
水
に
な
っ
て
お
り
、
水
圧
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
水
の
噴
出
口
が
自
動
的
に
回
転

す
る
も
の
、
人
が
そ
ば
を
通
る
と
き
に
だ
け
急
に
水
を
噴

き
か
け
る
も
の
、
な
ど
な
ど
悪
戯
心
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

と
く
に
心
引
か
れ
た
の
は
、
大
宮
殿
の
海
側
前
方
に
あ

る
大
斜
面
の
半
ば
に
設
置
さ
れ
た
グ
ロ
ッ
タ
で
あ
る
。
こ

の
グ
ロ
ッ
タ
の
正
面
は
、
大
き
な
テ
ラ
ス
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
下
か
ら
大
滝
が
落
ち
て
い
る
。
こ
の
滝
の
横
に
大
噴

水
群
が
あ
り
、
無
数
の
水
を
噴
き
上
げ
て
い
て
壮
観
だ
が
、

グ
ロ
ッ
タ
自
体
に
仕
組
ま
れ
た
巧
み
な
「
水
芸
」
に
は
敵

わ
な
い
。

グ
ロ
ッ
タ
と
は
、
元
来
、
巨
大
な
洞
窟
を
意
味
し
た
。

発
祥
の
地
イ
タ
リ
ア
の
海
辺
に
は
、
海
水
が
流
入
す
る
洞

窟
が
あ
り
、
こ
こ
に
海
神
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
だ
の
豊
穣
の
女

神
ウ
エ
ヌ
ス
（
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
な
ど
の
像
が
祀
ら
れ
て
い

た
。
ロ
ー
マ
人
は
洞
窟
へ
詣
で
て
、
子
宝
を
さ
ず
か
る
た

め
の
祈
祷
を
行
っ
た
り
、
生
命
力
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
水

を
浴
び
て
若
さ
を
取
り
戻
す
宴
会
な
ど
を
行
っ
た
。
と
き

に
は
、
誰
は
ば
か
る
こ
と
の
な
い
愛
の
交
感
も
行
わ
れ
た

ら
し
く
、
グ
ロ
ッ
タ
の
伝
統
は
後
世
フ
ラ
ン
ス
あ
た
り
へ

伝
わ
る
と
、「
ニ
ン
フ
の
館
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ニ
ン
フ
と
は
本
来
「
愛
」
と
「
出
産
」
の
女
神
だ
が
、

近
世
で
は
好
色
な
森
の
精
霊
の
名
で
通
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
洞
窟
に
関
す
る
伝
統
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
朝

に
ひ
ょ
ん
な
形
で
再
燃
し
た
。
皇
帝
ネ
ロ
の
住
宅
跡
が
発

掘
さ
れ
た
折
り
、
そ
の
地
下
に
お
も
し
ろ
い
模
様
で
飾
ら

れ
た
部
屋
が
み
つ
か
っ
た
。
神
や
動
物
た
ち
の
連
続
模
様

が
や
が
て
植
物
に
変
わ
っ
た
り
、
唐
草
模
様
の
先
端
が
ま

た
動
物
や
神
々
の
姿
に
戻
っ
た
り
と
い
う
、
だ
ま
し
絵
の

よ
う
な
模
様
だ
っ
た
。
す
ぐ
に
こ
の
様
式
が
ブ
ー
ム
と
な

り
、
あ
ち
こ
ち
の
館
に
壁
の
装
飾
と
し
て
連
続
模
様
が
伝

え
ら
れ
た
。
こ
れ
を
グ
ロ
テ
ス
ク
模
様
と
い
う
。
な
ぜ
な

ら
、
ネ
ロ
邸
の
洞
窟
（
グ
ロ
ッ
タ
）
で
発
見
さ
れ
た
か
ら
、

グ
ロ
テ
ス
ク
（
グ
ロ
ッ
タ
風
な
）
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
ネ
ロ
邸
の
地
下
に
あ
っ
た
部
屋
は
、
実
は
地
下
で
は

な
く
、
地
上
１
階
の
部
屋
だ
っ
た
。
長
い
間
に
瓦
礫
に
埋

も
れ
、
洞
窟
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
模
様
と
と
も
に
、
水
の
文
化
も
洞
窟

内
で
生
命
を
生
み
、
再
生
さ
せ
る
力
の
源
と
し
て
、
復
活

し
た
。
人
工
洞
窟
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
水
を
引
き
、
あ
ち

こ
ち
に
噴
水
を
出
さ
せ
て
遊
ん
だ
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

「
竜
宮
城
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
。

そ
の
よ
う
な
水
芸
の
文
化
を
継
承
し
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
大

帝
は
、
ペ
テ
ル
ゴ
フ
に
仰
天
す
べ
き
グ
ロ
ッ
タ
を
築
い
た
。

天
井
や
壁
に
粗
い
溶
岩
を
貼
り
つ
け
、
さ
な
が
ら
鍾
乳
洞

内
部
の
よ
う
な
演
出
を
施
し
、
内
部
の
あ
ち
こ
ち
に
水
芸

を
仕
掛
け
た
。
た
と
え
ば
主
洞
窟
の
広
間
に
は
大
き
な
石

製
の
テ
ー
ブ
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
、

エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
果
物
が
山
盛
り
に
な
っ
て
い
る
。

宮
殿
の
主
が
、
さ
さ
、
果
物
は
い
か
が
、
と
悪
戯
っ
ぽ

世界遺産に登録されている、ロシア、サンクト・ペテルブルグにあるピョートル宮殿の噴水。（写真提供：JTBフォト）
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く
す
す
め
る
の
で
、
誰
か
が
リ
ン
ゴ
を
１
個
手
に
取
る
と
、

テ
ー
ブ
ル
の
上
の
重
量
が
変
化
し
て
仕
掛
け
が
作
動
す
る
。

い
き
な
り
テ
ー
ブ
ル
の
周
り
か
ら
水
が
一
斉
に
噴
き
上
が

り
、
リ
ン
ゴ
を
取
っ
た
人
は
ズ
ブ
濡
れ
に
な
る
。

え
、
そ
ん
な
カ
ラ
ク
リ
が
で
き
る
の
か
？

と
、
ご
不
審
の
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ペ
テ
ル

ゴ
フ
の
庭
に
水
を
配
す
る
水
道
管
は
常
時
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

が
行
わ
れ
、
完
璧
を
期
さ
れ
て
い
た
。
ピ
ョ
ー
ト
ル
は
狭

い
水
道
管
内
部
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
掃
除
を
さ
せ
る
た
め
の

子
ど
も
を
、
こ
の
庭
園
に
用
意
し
て
も
い
た
ほ
ど
だ
。
も

っ
と
も
、
前
記
し
た
テ
ー
ブ
ル
の
仕
掛
け
に
は
、
さ
ら
に

お
も
し
ろ
い
落
ち

O
O

が
待
っ
て
い
る
。
実
は
、
リ
ン
ゴ
を
取

り
上
げ
て
重
量
が
変
わ
っ
た
か
ら
水
が
噴
き
出
た
、
と
思

わ
せ
て
お
い
て
、
ほ
ん
と
う
は
近
く
に
水
道
レ
バ
ー
の
操

作
人
が
潜
ん
で
お
り
、
誰
か
が
リ
ン
ゴ
を
取
っ
た
の
を
確

認
し
て
す
ば
や
く
レ
バ
ー
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
な

ら
、
ま
ち
が
い
な
く
、

狙
っ
た
人
を
ズ
ブ
濡
れ
に
で
き
る
！

そ
れ
に
し
て
も
、
大
金
を
文
字
通
り
湯
水
の
よ
う
に
使

っ
て
、
水
遊
び
に
興
じ
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
魂

胆
な
の
か
？
　
答
え
の
代
わ
り
に
、
尾
張
藩
二
代
目
藩
主
、

徳
川
光
友
の
事
例
を
引
こ
う
。

光
友
は
、
藩
内
に
剣
法
の
新
陰
流
を
広
め
、
徳
川
家
の

流
派
と
し
て
定
着
さ
せ
た
武
道
の
大
名
だ
っ
た
が
、
反
面
、

尾
張
名
物
エ
ビ
せ
ん
べ
い
造
り
の
基
を
ひ
ら
い
た
り
、
江

戸
の
下
屋
敷
に
一
大
テ
ー
マ
パ
ー
ク
を
建
築
し
た
り
す
る

文
化
大
名
で
も
あ
っ
た
。

江
戸
の
下
屋
敷
は
新
宿
区
戸
山
あ
た
り
に
あ
っ
て
東
京

ド
ー
ム
10
個
分
も
の
面
積
を
誇
っ
た
。
こ
れ
を
戸
山
荘
と

い
う
が
、
こ
こ
に
興
味
つ
き
な
い
遊
興
の
た
め
の
仕
掛
け

を
設
ら
え
た
。
荘
内
に
は
日
本
の
風
景
を
凝
縮
し
た
よ
う

な
山
水
の
景
観
が
つ
く
ら
れ
、
龍
門
の
滝
と
呼
ば
れ
る
大

滝
が
あ
っ
た
。
こ
の
大
滝
の
下
に
飛
石
が
点
々
と
置
か
れ
、

人
々
が
こ
の
飛
石
を
渡
り
終
え
る
と
、
い
き
な
り
滝
の
水

量
が
増
加
し
て
洪
水
の
よ
う
に
降
り
そ
そ
い
だ
と
い
う
。

人
々
は
目
を
丸
く
し
て
驚
い
た
と
い
う
が
、
ま
る
で
ピ
ョ

ー
ト
ル
大
帝
の
大
宮
殿
の
趣
向
と
同
じ
だ
。

さ
ら
に
す
ご
い
の
は
、
尾
張
藩
主
が
国
と
江
戸
と
を
往

来
す
る
と
き
に
通
る
東
海
道
小
田
原
の
宿
を
、
実
物
大
の

サ
イ
ズ
と
規
模
で
、
庭
内
に
再
現
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
ほ
ん
も
の
の
街
道
の
両
脇
に
あ
る
店
や
町
屋
も
、

そ
の
と
お
り
に
再
現
し
、
殿
様
が
遊
び
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

際
に
は
、
藩
士
や
腰
元
た
ち
が
店
の
主
人
だ
の
使
用
だ
の

に
扮
し
、「
小
田
原
宿
ご
っ
こ
」
を
展
開
し
た
と
い
う
！

そ
し
て
決
め
手
が
、
小
田
原
か
ら
よ
く
見
え
る
箱
根
の

山
々
で
あ
る
。
戸
山
荘
に
つ
く
っ
た
小
田
原
宿
の
野
外
セ

ッ
ト
に
も
、
山
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
で
、
ほ
ん

と
う
に
人
工
の
山
を
造
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
戸
山
の

箱
根
山
で
あ
る
。
今
も
早
稲
田
の
一
角
に
そ
び
え
て
お
り
、

23
区
内
で
は
最
も
高
い
。

と
い
う
こ
と
で
、
壮
大
な
水
芸
は
、
決
し
て
ビ
ョ
ー
ト

ル
大
帝
ば
か
り
で
は
な
い
。
徳
川
光
友
だ
っ
て
負
け
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
浪
費
と
見
れ
ば
、
そ
の
と

お
り
で
あ
る
。
小
田
原
宿
の
野
外
セ
ッ
ト
な
ど
造
っ
て
も
、

実
経
済
や
民
生
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
ろ
う
か

ら
。し

か
し
、
わ
た
し
は
産
業
や
科
学
技
術
が
大
発
展
す
る

前
提
と
し
て
、
壮
大
な
無
駄
使
い
と
し
て
の
「
水
芸
」
が

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
最
近
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
追
風
の
よ
う
に
、
現
代
エ
ジ
プ
ト
考
古
学
の
研
究
成

果
が
新
説
を
生
み
、
あ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
壮
大
な
「
農
閑

期
の
公
共
事
業
」
だ
と
す
る
見
解
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。

人
々
は
ナ
イ
ル
川
の
氾
濫
時
に
、
楽
し
み
な
が
ら
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
造
り
に
参
加
し
た
。
あ
れ
は
一
種
の
戸
山
荘
の
小
田

原
宿
、
ペ
テ
ル
ゴ
フ
の
グ
ロ
ッ
タ
、
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
単
に
浪
費
の
芸
で
は
な
か
っ
た
。
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ピ
ラ
ミ
ッ
ド
も
戸
山
荘
も
、
あ
る
い
は
ペ
テ
ル
ゴ
フ
も
、

最
新
技
術
は
つ
ね
に
並
外
れ
た
遊
び
を
実
現
す
る
た
め
に

挑
戦
さ
れ
、
発
展
し
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
遊
び

の
技
術
は
無
意
味
や
失
敗
が
許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も

し
も
切
実
な
都
市
造
り
の
テ
ー
マ
と
し
て
水
の
配
流
が
必

要
だ
と
し
た
場
合
、
珍
奇
な
カ
ラ
ク
リ
の
ご
と
き
離
れ
技

は
、
危
な
く
て
試
せ
な
い
。
遊
び
で
あ
る
か
ら
、
無
意
味

な
浪
費
や
失
敗
に
も
意
味

O
O

が
見
い
だ
せ
る
の
だ
。
そ
し
て

そ
の
水
芸
が
窮
ま
っ
た
あ
と
に
、
水
芸
は
と
つ
じ
ょ
と
し

て
実
社
会
を
支
え
る
強
大
な
イ
ン
フ
ラ
と
な
る
。
西
洋
の

噴
水
造
り
に
使
わ
れ
た
水
力
学
は
、
水
を
湯
に
変
え
た
と

た
ん
、
蒸
気
機
関
と
な
っ
て
産
業
革
命
を
実
現
さ
せ
た
。

水
力
学
が
蒸
気
力
学
に
変
わ
る
と
こ
ろ
で
、
文
化
は
、

「
金
を
稼
げ
る
文
明
」
と
な
る
。

さ
て
、
日
本
の
水
芸
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
徳
川
光
友

が
こ
し
ら
え
た
「
飛
石
を
踏
む
と
洪
水
に
な
る
滝
」
を
実

現
す
る
技
術

―
の
ち
に
本
当
の
産
業
技
術
に
変
化
す
る

水
芸
は
、
ど
の
程
度
進
歩
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
の
答
え
は
、
そ
の
当
時
よ
う
や
く
完
成
に
向
か
っ

て
い
た
江
戸
の
造
営
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
導
き
出
せ
る
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
江
戸
初
期
に
家
康
を
支
え
た
「
代

官
頭
」
は
、
揃
っ
て
エ
ン
ジ
ニ
ア
だ
っ
た
。
技
術
屋
だ
っ

た
。
金
・
銀
・
銅
の
新
た
な
精
錬
法
を
導
入
し
鉱
山
開
発

に
腕
を
ふ
る
っ
た
大
久
保
長
安
、
そ
れ
に
検
地
を
手
は
じ

め
に
治
水
・
利
水
、
交
通
網
な
ど
の
整
備
に
力
を
注
い
だ

元
祖
ゼ
ネ
コ
ン
の
伊
奈
忠
次
、
こ
の
二
人
は
と
く
に
傑
出

し
て
い
る
。

伊
奈
忠
次
は
三
河
国
幡
豆
郡
（
今
の
愛
知
県
西
尾
市
）

出
身
で
あ
り
、
新
田
開
発
と
河
川
改
修
を
実
現
す
る
た
め

の
工
事
法
「
関
東
流
」
を
編
み
出
し
た
。
利
根
川
や
鬼
怒

川
の
工
事
は
伊
奈
の
仕
事
で
あ
る
。
か
れ
の
関
東
流
を
ご

く
簡
単
に
い
え
ば
、
洪
水
を
お
こ
す
川
を
大
き
く
蛇
行
さ

せ
て
流
し
、
あ
ち
こ
ち
に
溜
池
を
設
置
し
て
水
を
貯
め
る

一
方
、
こ
れ
を
灌
漑
用
水
に
転
用
す
る
方
法
だ
っ
た
。
風

水
的
に
い
う
な
ら
、
竜
を
活
か
す
技
術
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
現
代
地
図
を
見
て
も
、
利
根
川
や
鬼
怒
川

の
川
筋
は
カ
ー
ヴ
を
描
い
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ず
っ
と
あ
と
の
八
代
吉
宗
の
時
代
に
、

「
紀
州
流
」
治
水
工
事
術
が
江
戸
へ
や
っ
て
く
る
。
吉
宗

が
紀
州
藩
主
だ
っ
た
時
代
に
地
元
の
工
事
を
成
功
さ
せ
た

大
畑
才
蔵
や
伊
沢
称
惣
兵
衛
は
、
こ
の
紀
州
流
を
も
っ
て

水
と
対
決
し
た
。
紀
州
流
を
関
東
流
と
対
比
的
に
眺
め
る

な
ら
、
川
の
水
を
で
き
る
だ
け
早
く
海
に
流
せ
る
よ
う
、

一
直
線
の
高
い
川
堤
を
設
置
す
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

一
直
線
の
川
、
高
い
堤
。
こ
の
眺
め
も
ま
た
日
本
各
地

で
認
め
ら
れ
る
が
、
江
戸
の
多
摩
川
普
請
を
手
が
け
た
田

中
丘
隅

き
ゅ
う
ぐ

ら
の
活
動
は
、
紀
州
流
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
と

思
う
。

水
を
操
作
す
る
方
法
と
じ
っ
く
り
取
り
組
ん
だ
人
々
が

い
て
、
奇
跡
的
な
水
芸
を
可
能
に
し
た
。
そ
の
水
芸
が
、

あ
る
日
、
熟
し
切
っ
た
柿
が
落
ち
る
か
の
よ
う
に
大
産
業

技
術
へ
と
一
変
す
る
。

い
ま
、
わ
た
し
た
ち
は
現
代
の
水
芸
と
遭
遇
す
る
得
が

た
い
場
面
に
居
あ
わ
せ
て
い
る
。
情
報
の
流
れ
を
用
い
る

Ｉ
Ｔ
技
術
で
あ
る
。
こ
の
技
術
が
、
今
、
世
界
に
誇
れ
る

水
芸
を
次
々
に
成
功
さ
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ソ
ニ
ー
の

プ
レ
イ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
任
天
堂

も
、
セ
ガ
も
あ
と
に
つ
づ
い
て
い
る
。
ど
れ
も
今
は
遊
び

だ
が
、
こ
の
水
芸
は
す
ぐ
に
「
場
」
を
み
つ
け
、
象
徴
的

な
意
味
で
「
蒸
気
機
関
」
に
豹
変
す
る
日
も
近
い
と
思
う
。

私にとっての水の文化　荒俣宏

右頁：東京都立浜離宮恩賜公園の「潮入の池」を中島の御茶屋より
臨む。浜離宮は潮入の池と二つの鴨場をもつ江戸時代の代表的な大
名庭園。潮入の池とは、海水を導き潮の満ち干によって池の趣を変
えるもので、海辺の庭園で通常用いられていた様式。中島の御茶屋
は1707年に造られて以来、将軍や公家達がここで庭園の見飽きぬ眺
望を堪能した休憩所。

右：戸山の箱根山（現東京都新宿区）の立看板に画かれた戸山尾州
邸園池全図。
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13
年
前
の
１
９
８
９
年
、
私
は
１
年
ほ
ど
ロ
ン
ド
ン
で
暮
ら
し

て
い
た
。

幼
い
頃
か
ら
外
国
に
対
す
る
憧
れ
が
あ
り
、
そ
れ
は
食
い
し
ん

ぼ
う
の
私
ゆ
え
、
食
べ
も
の
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
東
京

・
御
徒
町
の
ア
メ
横
で
、
小
さ
な
露
店
の
輸
入
菓
子
専
門
の
お
店

で
た
ま
に
両
親
が
買
っ
て
く
れ
た
、
外
国
製
の
お
菓
子
の
お
い
し

か
っ
た
こ
と
！

ス
イ
ス
製
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
や
ア
メ
リ
カ
製
の

ド
ロ
ッ
プ
ス
、
そ
れ
は
日
本
製
と
は
ま
っ
た
く
違
う
色
と
形
、
そ

し
て
豊
か
な
味
が
し
た
。

最
初
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
そ
の
予
行
演

習
の
た
め
に
友
人
が
留
学
し
て
い
た
ハ
ワ
イ
を
訪
ね
た
と
き
「
私

が
夢
見
て
い
た
ア
メ
リ
カ
と
、
現
実
の
ア
メ
リ
カ
と
は
違
う
の
か

も
し
れ
な
い
」
と
、
思
い
始
め
た
。
そ
れ
で
い
ろ
い
ろ
考
え
た
結

果
、
同
じ
英
語
圏
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
は
ど
う
だ
ろ
う
？
と
２
週
間

旅
行
し
て
み
た
ら
、
大
の
お
気
に
入
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
絶

対
こ
こ
へ
戻
っ
て
く
る
ん
だ
」
と
心
に
決
め
、
そ
の
２
年
後
、
改

め
て
出
か
け
た
の
が
13
年
前
。

し
か
し
そ
ん
な
大
好
き
な
イ
ギ
リ
ス
の
す
べ
て
を
気
に
入
っ
て

い
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
生
活
す
る
に
は
、
と
て
も
不
便
で
あ

り
、
か
つ
ま
た
日
本
と
は
違
う
こ
と
だ
ら
け
で
、
住
み
始
め
た
当

時
は
、
何
度
こ
の
国
を
嫌
い
に
な
っ
た
こ
と
か
。「
欧
米
」
と
ひ

と
く
く
り
に
さ
れ
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
も
ア
メ
リ
カ
と

同
じ
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
に
違
い
な
い
、
と
考
え
た
の
が
大
き
な

間
違
い
で
あ
っ
た
。

ま
ず
は
お
風
呂
。
私
が
最
初
に
住
ん
だ
と
こ
ろ
は
「
ホ
リ
デ
ー

・
フ
ラ
ッ
ト
」
ま
た
は
「
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
・
ホ
テ
ル
」
な
ど
と

も
言
い
、
長
期
の
ツ
ー
リ
ス
ト
な
ど
が
主
に
住
む
と
こ
ろ
だ
。
日

本
か
ら
の
友
人
と
ふ
た
り
で
、
最
初
は
こ
こ
に
１
カ
月
滞
在
し
た

の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
を
よ
く
把
握
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
な
か
な
か
お
風
呂
に
入
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
友
人
が
お
風
呂
へ
先
に
入
り
、
私
の
番
に
な
る

と
お
湯
が
出
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
ん
な
こ
と
が
１
週
間
ほ
ど

続
い
た
後
や
っ
と
気
が
付
い
た
の
だ
が
、
電
気
温
水
器
の
容
量
の

問
題
だ
っ
た
。
１
日
に
バ
ス
タ
ブ
や
っ
と
１
杯
く
ら
い
の
量
で
お

し
ま
い
と
い
う
少
な
さ
。
な
の
で
友
人
が
入
る
と
私
の
分
が
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
お
湯
に
な
る
ま
で
１
日
ほ
ど
か
か
る
。
こ

の
経
験
を
生
か
し
て
、
次
に
住
む
と
こ
ろ
は
、
お
湯
の
た
っ
ぷ
り

出
る
と
こ
ろ
に
し
よ
う
！
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
珍
し
い
ガ
ス
湯
沸

し
器
の
つ
い
た
フ
ラ
ッ
ト
は
、
か
な
り
ボ
ロ
家
だ
っ
た
け
ど
、
私

に
は
と
て
も
快
適
で
あ
っ
た
。

そ
の
次
に
ほ
ん
の
少
し
だ
け
い
た
フ
ラ
ッ
ト
は
、
庭
付
き
で
と

て
も
環
境
が
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
バ
ス
ル
ー
ム
に
は
び
っ
ち
り
と

絨
毯
が
敷
か
れ
、
バ
ス
タ
ブ
か
ら
絨
毯
に
湯
を
漏
ら
し
た
ら
す
ぐ

に
階
下
が
雨
漏
り
し
そ
う
で
、
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し
な
が
ら
入
っ
た
。
ま

た
そ
こ
は
、
シ
ャ
ワ
ー
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
お
湯
と
水

の
蛇
口
に
、
一
方
が
二
股
に
分
か
れ
、
も
う
片
方
に
シ
ャ
ワ
ー
ノ

ズ
ル
が
つ
い
た
専
用
ホ
ー
ス
を
つ
け
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
と
て
も

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
欠
点
は
、
熱
湯
と
水
が

入
り
混
じ
ら
ず
に
シ
ャ
ワ
ー
口
ま
で
到
達
す
る
た
め
、
あ
る
部
分

は
熱
く
、
ま
た
あ
る
部
分
は
ひ
じ
ょ
う
に
冷
た
い
、
と
い
う
も
の

が
そ
の
ま
ま
出
て
く
る
。
そ
し
て
よ
く
根
元
の
ホ
ー
ス
が
は
ず
れ

紅
茶
の
水
色
　
　

小
関
由
美

くらしの まなざし

す
い
　
　
　
し
ょ
く
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た
り
す
る
の
で
、
や
っ
か
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
や
っ
か
い

な
シ
ャ
ワ
ー
の
上
手
な
使
い
方
を
イ
ギ
リ
ス
人
の
友
人
に
聞
い
て

み
た
ら
、「
シ
ャ
ワ
ー
は
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
使
わ
な
い
。
バ

ス
バ
ブ
ル
を
入
れ
た
泡
風
呂
の
中
で
、
海
綿
で
軽
く
ゴ
シ
ゴ
シ
と

体
を
こ
す
り
、
そ
の
ま
ま
出
て
、
体
に
つ
い
た
泡
な
ど
も
流
さ
ず

に
バ
ス
・
ロ
ー
ブ
を
は
お
る
」
と
い
う
人
が
け
っ
こ
う
い
た
の
で
、

驚
い
た
。
最
近
は
シ
ャ
ワ
ー
の
普
及
と
、「
肌
に
よ
く
な
い
」
と
、

最
後
に
流
す
人
も
増
え
て
き
た
ら
し
い
が
。「
欧
米
人
に
と
っ
て
、

風
呂
は
体
の
汚
い
も
の
を
洗
い
流
す
場
所
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り

排
泄
行
為
と
同
等
の
感
覚
。
ゆ
え
に
バ
ス
タ
ブ
と
ト
イ
レ
が
一
室

な
の
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
」
と
、
な
に
か
の
本
で
読
ん
だ
こ
と

が
あ
る
。
た
し
か
に
風
呂
に
入
る
こ
と
＝
気
持
ち
が
い
い
、
リ
ラ

ッ
ク
ス
す
る
、
な
ど
と
い
う
意
識
は
、
ご
く
最
近
ま
で
イ
ギ
リ
ス

人
に
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
違
い
は
日
本
の
銭
湯
と
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
バ
ス

で
も
、
明
ら
か
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
小
部
屋
に
分
か
れ

た
と
こ
ろ
に
、
バ
ス
タ
ブ
、
そ
れ
も
ブ
リ
キ
の
そ
っ
け
な
い
も
の

が
ひ
と
つ
ぽ
つ
ん
と
あ
る
だ
け
で
、
コ
イ
ン
を
入
れ
る
と
そ
の
料

金
分
、
お
湯
が
出
る
仕
組
み
だ
。
こ
こ
に
来
る
の
は
貧
し
い
人
々

だ
け
な
た
め
か
、
全
体
的
に
あ
ま
り
ぱ
っ
と
し
な
い
雰
囲
気
が
漂

っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
も
各
地
に
温
泉
は
あ
る
の
だ
が
、
日
本
の
行
楽
と

い
っ
た
雰
囲
気
で
は
な
く
、
病
院
の
付
属
施
設
の
よ
う
な
も
の
で
、

入
る
の
に
処
方
箋
が
い
る
そ
う
だ
。
以
前
そ
ん
な
こ
と
を
知
ら
ず

に
イ
ギ
リ
ス
南
部
を
ド
ラ
イ
ブ
し
て
い
た
と
き
、
地
図
に
「Spa.

(H
ot
Spring

＝
温
泉
の
略
）」
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
「
温
泉
に

入
っ
て
帰
ろ
う
！
」
と
、
喜
び
勇
ん
で
行
っ
て
み
る
と
、「
処
方

箋
は
あ
り
ま
す
か
？
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
文
化
の
違
い
、
と
く
に
言
葉
の
違
い
な
ど
は
覚
悟
し
て
い

っ
た
の
で
な
ん
と
か
乗
り
切
れ
た
が
、
水
ま
で
違
う
の
に
は
び
っ

く
り
を
こ
え
て
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
硬
水
と

い
う
、
石
灰
を
多
く
含
ん
だ
水
道
水
で
あ
り
、
こ
の
石
灰
が
体
に

た
ま
る
と
病
気
に
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
生
水
を
飲
む

と
き
に
は
ミ
ネ
ラ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
飲
む
。
健
康
に
気
を
つ
け

て
い
る
人
は
、
ろ
過
器
で
ろ
過
し
た
水
を
沸
か
し
て
使
っ
た
り
。

そ
う
し
な
い
と
や
か
ん
な
ど
に
白
く
、
石
灰
分
が
こ
び
り
つ
い
て

い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
硬
水
、
紅
茶
を
飲
む
に
は
最
適
な

水
で
、
日
本
の
軟
水
で
は
紅
茶
が
抽
出
さ
れ
す
ぎ
て
し
ま
い
、
渋

み
ま
で
が
出
て
し
ま
う
。
し
か
し
硬
水
で
あ
る
と
、
抽
出
加
減
も

よ
ろ
し
く
、
水
色
の
綺
麗
な
深
み
の
あ
る
味
わ
い
が
た
の
し
め
る
。

そ
の
逆
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
飲
む
日
本
茶
は
、
ま
ず
い
。

ま
あ
ロ
ン
ド
ン
は
イ
ギ
リ
ス
の
中
で
も
、
古
く
か
ら
水
質
の
悪

い
と
こ
ろ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
飲
料
水
は
「
水
売
り
」
と
い
う
専

門
の
業
者
が
わ
ざ
わ
ざ
売
り
に
来
て
い
た
そ
う
だ
。
１
９
世
紀
頃

は
、
不
潔
な
水
を
飲
む
よ
り
も
ビ
ー
ル
を
水
代
わ
り
に
、
と
い
う

人
も
多
く
、
か
つ
て
チ
フ
ス
が
流
行
し
た
と
き
に
も
、
ビ
ー
ル
工

場
の
労
働
者
だ
け
は
チ
フ
ス
に
か
か
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

し
か
し
「
郷
に
入
り
て
は
郷
に
し
た
が
え
」
の
こ
と
わ
ざ
に
な

ら
っ
た
の
か
、
私
の
頭
が
単
純
な
の
か
、
暮
ら
し
て
い
る
う
ち
に

い
ろ
ん
な
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
気
に
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
人
の
食
器
の
洗
い
方
（
湯
と
洗
剤
を
入
れ
た
シ
ン
ク
の
中
で

汚
れ
を
落
と
し
、
泡
だ
ら
け
の
ま
ま
水
切
り
ラ
ッ
ク
へ
。
す
す
ぎ

を
し
な
い
）
も
最
初
は
と
て
も
び
っ
く
り
し
た
が
、
す
ぐ
見
て
見

な
い
ふ
り
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
ま
に
レ
ス
ト
ラ
ン
や
カ
フ
ェ

な
ど
で
、
入
れ
た
て
の
紅
茶
に
洗
剤
の
残
り
ら
し
い
、
虹
色
の
膜

の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
と
き
も
あ
る
け
れ
ど
、
あ
ま
り
気
に
し

な
く
な
っ
た
。

日
本
に
帰
っ
て
く
る
と
、
な
ん
て
水
の
使
い
方
が
贅
沢
な
国
な

ん
だ
ろ
う
、
と
思
う
。
水
を
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
と
流
し
な
が
ら
、
キ

ュ
ッ
キ
ュ
と
音
が
す
る
ぐ
ら
い
ま
で
コ
ッ
プ
を
す
す
ぐ
の
も
好
き

な
の
だ
が
、
贅
沢
す
ぎ
る
気
が
し
て
、
水
の
量
を
少
な
め
に
し
て

使
う
の
が
、
ロ
ン
ド
ン
暮
ら
し
以
来
の
ク
セ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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出版社勤務を経て、フリー・ライターへ。その後ロンドンに留学中、
アンティークに開眼。帰国後イギリス関係の著作、アンティークの中
卸業を始める。現在は文筆業のかたわら、NHK文化センターにて英国
アンティーク教室の講座を担当。『イギリスでアンティーク雑貨を探す』
（JTB）『イングランドーティーハウスをめぐる旅』（文化出版局）など
の著作がある。

水色（すいしょく）水の色のこと。転じて抽出されたお茶の色を呼ぶ。
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２
０
０
２
年
９
月
現
在
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
長
年
の
戦

乱
と
大
旱
魃
を
受
け
て
、
人
々
は
い
の
ち
の
源
、
水
に
難
儀

す
る
日
々
が
続
い
て
い
る
。
先
日
の
テ
レ
ビ
で
「
な
に
よ
り

も
、
水
が
欲
し
い
」
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
子
の
訴
え
る
姿

は
、
今
で
も
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い
。

福
岡
市
に
本
部
の
あ
る
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
会
は
、
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
で
難
民
た
ち
の
医
療
活
動
を
支
援
し

て
い
る
。
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
会
の
現
地
代
表
者
中
村
哲
著
『
医

者
井
戸
を
掘
る
』（
石
風
社
、
２
０
０
１
年
）
は
、「
と
に
か

く
生
き
て
お
れ
、
病
気
は
後
で
治
す
」
と
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
人
７
０
０
人
を
指
揮
し
な
が
ら
、
１
０
０
０
基
の
井
戸
を

掘
っ
た
記
録
で
あ
る
。
同
様
な
書
に
、
青
年
海
外
協
力
隊
員

の
諸
石
和
生
著
『
エ
チ
オ
ピ
ア
で
井
戸
を
掘
る
』（
草
思
社
、

１
９
９
１
年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
古
代
か
ら
井
戸
が
築
造
さ
れ
て
お
り
、
考
古
学

の
立
場
か
ら
も
調
査
が
な
さ
れ
て
き
た
。
日
色
四
郎
著
『
日

本
上
代
井
の
研
究
』（
内
外
印
刷
、
１
９
６
４
年
）
は
、
奈

良
橿
原
の
畝
傍
山
東
麓
か
ら
発
掘
さ
れ
た
板
井
22
基
の
解
明

で
あ
る
。

こ
の
日
色
氏
の
調
査
の
影
響
を
受
け
て
、
山
本
博
著
『
井

戸
の
研
究
』（
綜
芸
舎
、
１
９
７
０
年
）
が
出
版
さ
れ
た
。

山
本
博
氏
は
、
全
国
の
発
掘
遺
跡
を
丹
念
に
探
求
さ
れ
、
古

代
井
戸
の
起
源
、
構
造
、
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、

古
代
人
の
水
に
対
す
る
神
聖
視
に
つ
い
て
総
合
的
に
言
及
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
井
戸
の
構
造
と
各
部
名
称
を
明
確

化
し
、
板
井
、
石
井
の
型
式
や
年
代
、
古
文
献
か
ら
見
た
井

戸
や
清
水
の
特
質
、
全
国
各
地
に
よ
る
井
戸
発
見
略
史
な
ど

を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
代
の
朝
廷
で
朝
廷
の
飲
料
水

や
手
水
、
氷
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
「
主
水
司

も
ひ
と
り
の
つ
か
さ

」
の
起
源
に

も
言
及
し
て
お
り
興
味
深
い
。

同
じ
著
者
に
よ
る
『
神
秘
の
水
と
井
戸
』（
学
生
社
、
１

９
７
８
年
）
で
は
、
古
代
人
が
水
に
「
水
神
」
が
宿
る
と
信

じ
て
き
た
と
い
う
信
仰
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
は

古
代
の
銅
鐸
に
描
か
れ
た
「
邪
視
文
」（
横
帯
が
か
ら
ん
だ

文
様
で
、「
人
間
の
目
」
に
見
え
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
呼

ば
れ
る
）
を
「
水
神
の
顔
」
で
あ
り
、
水
神
水
波
乃
女
神
の

加
護
を
祈
る
表
現
だ
と
論
じ
て
い
る
。
井
戸
の
研
究
に
つ
い

て
、
新
分
野
を
開
拓
さ
れ
た
山
本
博
氏
の
業
績
は
多
大
で
、

研
究
者
に
と
っ
て
『
井
戸
の
研
究
』
は
バ
イ
ブ
ル
と
な
っ
た

が
、
出
版
部
数
の
少
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

東
京
都
水
道
局
勤
務
時
か
ら
、
水
道
史
の
研
究
を
な
さ
れ

て
き
た
堀
越
正
雄
著
『
井
戸
と
水
道
の
話
』（
論
創
社
、
１

９
８
１
年
）
は
、
近
代
式
改
良
水
道
以
前
に
視
点
を
置
き
、

水
利
用
を
井
戸
と
水
道
の
観
点
か
ら
捉
え
て
い
る
。
江
戸
時

代
、
掘
井
戸
の
工
事
費
は
２
０
０
両
も
か
か
り
、
大
商
人
し

か
掘
れ
な
か
っ
た
が
、
１
７
８
８
年
頃
、
大
阪
で
「
あ
お
り
」

と
い
う
道
具
を
用
い
る
と
２
〜
３
両
で
掘
る
こ
と
が
で
き
、

大
い
に
普
及
し
た
と
い
う
。
江
戸
時
代
後
期
の
俳
人
小
林
一

茶
は
「
新
し
い
水
湧
く
音
や
井
の
底
に
」
と
、
水
が
コ
ン
コ

ン
と
湧
き
出
て
く
る
様
を
喜
々
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。

上
総
堀
り
に
つ
い
て
は
、
大
島
暁
雄
著
『
上
総
堀
り
の
民

俗
』（
未
来
社
、
１
９
８
６
年
）、
木
更
津
高
等
専
門
学
校
土

木
工
学
科
編
・
発
行
『
上
総
堀
り
技
術
の
要
点
』（
１
９
８
９

年
）、
千
葉
県
立
博
物
館
編
・
発
行
『
上
総
堀
り
』（
２
０
０

０
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
上
総
地
方
（
現
在
の
千
葉
県
）
に

伝
わ
っ
た
鉄
棒
を
利
用
し
た
突
き
堀
り
技
術
を
工
夫
、
改
良

し
て
考
案
さ
れ
た
井
戸
掘
り
技
術
で
、
上
総
の
職
人
た
ち
に

よ
っ
て
日
本
各
地
に
広
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
上
総
堀
り
と
言

わ
れ
て
き
た
。
特
に
、
明
治
時
代
以
降
は
ア
ジ
ア
に
ま
で
普

及
し
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
Ｆ
・
Ｊ
・
ノ
ー

マ
ン
に
よ
っ
て
『
カ
ズ
サ
・
シ
ス
テ
ム
』（
１
９
０
２
年
）

が
刊
行
さ
れ
た
。

東
京
都
下
を
中
心
と
し
て
活
動
す
る
「
水
み
ち
研
究
会
」

は
湧
水
や
地
下
水
の
保
全
に
関
心
を
持
つ
団
体
や
個
人
か
ら

構
成
さ
れ
、
地
下
水
、
井
戸
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
水

み
ち
研
究
会
編
『
水
み
ち
を
探
る
』（
け
や
き
出
版
、
１
９

９
２
年
）
と
『
井
戸
と
水
み
ち
』（
北
斗
出
版
、
１
９
９
８

年
）
で
は
、
元
旦
に
「
井
戸
神
様
」
と
言
っ
て
お
酒
を
井
戸

水の文化書誌 《井戸》3
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に
撒
く
話
や
、
植
木
・
野
菜
の
育
ち
は
井
戸
水
の
方
が
良
い
、

お
習
字
の
先
生
は
墨
の
の
び
が
違
う
と
言
う
、
と
い
う
聞
き

取
り
で
得
ら
れ
た
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

武
蔵
野
に
は
鎌
倉
時
代
に
築
造
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
五

の
神
ま
い
ま
い
ず
井
戸
（
現
在
、
東
京
都
羽
村
市
に
あ
る
。

水
を
汲
み
や
す
い
よ
う
に
す
り
鉢
状
に
穴
が
掘
ら
れ
て
い
る
。

周
り
の
ら
せ
ん
状
の
道
が
カ
タ
ツ
ム
リ
に
似
て
い
る
た
め
に

こ
の
名
が
つ
い
た
。）
が
あ
る
。
羽
村
町
郷
土
史
家
桜
沢
孝

平
著
『
鋳
物
師
と
梵
鐘
と
ま
い
ま
い
ず
井
戸
の
話
』（
武
蔵
野

郷
土
史
刊
行
会
、
１
９
８
１
年
）
に
よ
る
と
、
武
蔵
野
の
地

に
は
、
金
脈
、
水
脈
を
探
し
あ
て
る
製
鉄
業
者
（
鋳
物
師
）

の
技
術
集
団
が
お
り
、
そ
の
集
団
が
こ
の
井
戸
を
掘
っ
た
と

い
う
。
さ
ら
に
は
、
製
鉄
業
者
と
水
霊
信
仰
に
つ
い
て
書
か

れ
た
、
乗
岡
憲
正
著
『
古
代
伝
承
文
学
の
研
究
』
を
引
用
し

な
が
ら
、
藤
太
、
藤
次
、
藤
四
、
藤
五
は
井
戸
掘
り
を
業
と

す
る
者
に
つ
け
ら
れ
る
名
前
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
「
藤
」
は

水
の
「
淵
」
と
同
語
で
、
水
の
精
霊
を
象
徴
し
、
藤
原
秀
郷

（
別
名
俵
藤
太
。
竜
神
に
見
込
ま
れ
て
大
ム
カ
デ
退
治
を
し

た
と
い
う
伝
承
で
有
名
）
は
、
そ
れ
ら
技
術
集
団
の
祖
で
あ

る
と
論
じ
て
い
る
。

高
知
県
の
井
戸
あ
れ
こ
れ
の
書
、
橋
詰
延
寿
著
『
庄
屋
井

戸
』（
庄
屋
井
戸
刊
行
会
、
１
９
６
３
年
）
の
中
に
、
土
佐

清
水
市
の
庄
屋
井
戸
は
、
慶
長
８
年
（
１
６
０
３
年
）
に
田

村
平
兵
衛
忠
重
が
掘
っ
た
と
あ
り
、
忠
重
は
藤
原
秀
郷
の
遠

孫
に
あ
た
る
と
「
田
村
家
庄
屋
井
」
の
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い

る
。
井
戸
掘
り
の
技
術
集
団
藤
原
氏
一
族
は
四
国
土
佐
ま
で

赴
き
、
活
躍
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
者
は
、
土
佐
藩

家
老
で
治
水
家
で
あ
る
野
中
兼
山
の
研
究
者
で
も
あ
る
。

沖
縄
で
は
、
井
を
「
カ
ー
」
と
呼
び
、
川
を
「
カ
ー
ラ
」

と
言
い
区
別
し
て
い
る
。
長
嶺
操
著
『
沖
縄
の
水
の
文
化
誌

―
井
戸
再
発
見
』（
ボ
ー
ダ
ー
イ
ン
ク
、
１
９
９
２
年
）
は
、

井
戸
調
査
の
た
め
、
伊
平
屋
島
、
伊
江
島
、
宮
古
島
、
伊
良

部
島
、
石
垣
島
ま
で
踏
査
し
、
１
５
０
基
の
井
戸
に
つ
い
て
、

築
造
年
代
を
、
先
史
遺
跡
の
井
戸
（
石
器
時
代
）、
グ
ス
ク

井
戸
（
13
世
紀
〜
15
世
紀
）、
村
落
井
戸
（
17
世
紀
〜
19
世

紀
）
へ
変
遷
し
て
い
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。

沖
縄
に
は
、
井
戸
の
水
が
男
女
の
仲
を
取
り
持
つ
逸
話
が

残
っ
て
い
る
。
人
知
れ
ず
結
ば
れ
た
男
女
は
所
あ
か
し
を
ま

た
ず
、
女
は
こ
っ
そ
り
と
井
戸
の
水
を
汲
ん
で
き
て
は
、
男

の
家
の
備
え
付
き
の
水
瓶
を
満
た
す
。
ま
だ
親
族
で
も
な
い

女
の
親
切
に
、
村
の
人
た
ち
は
婚
礼
が
間
近
に
な
っ
た
こ
と

を
悟
る
。
井
戸
の
水
が
男
女
の
仲
を
結
ぶ
風
習
は
ほ
ほ
え
ま

し
い
。

そ
の
他
に
も
、
上
原
敬
二
著
『
井
戸
・
滝
・
池
泉
』（
加

島
書
店
、
１
９
５
８
年
）、
村
下
敏
夫
著
『
水
井
戸
の
は
な

し
』（
ラ
テ
ィ
ス
、
１
９
６
８
年
）、
酒
井
軍
治
郎
著
『
井
戸

の
た
わ
ご
と
』（
北
方
新
社
、
１
９
７
３
年
）、
大
島
忠
剛
著

『
ポ
ン
プ
随
想
』（
信
山
社
、
１
９
９
５
年
）、
か
つ
を
き
ん

や
著
『
井
戸
掘
吉
左
衛
門
』（
ア
リ
ス
館
牧
新
社
、
１
９
７

５
年
）
な
ど
の
書
が
あ
る
。

最
後
に
、
カ
ナ
ー
ト
に
関
す
る
書
を
挙
げ
る
。
乾
燥
地
帯

の
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ギ
リ
シ
ャ
に
は
カ
ナ
ー
ト
と
呼
ば
れ

る
地
下
用
水
路
が
造
ら
れ
、
水
社
会
を
構
成
し
て
い
る
。
岡

崎
正
孝
著
『
カ
ナ
ー
ト
―
イ
ラ
ン
の
地
下
水
路
』（
論
創
社
、

１
９
８
８
年
）
は
、
イ
ラ
ン
高
原
に
３
千
年
前
か
ら
５
万
本

の
カ
ナ
ー
ト
が
掘
削
さ
れ
、
砂
漠
に
オ
ア
シ
ス
が
造
ら
れ
る

こ
と
を
紹
介
し
、
カ
ナ
ー
ト
に
依
存
す
る
政
治
、
経
済
、
文

化
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

日
本
の
カ
ナ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
マ
ン
ボ
は
浅
層
地
下
水
を

水
源
と
し
て
横
穴
式
暗
渠
（
横
井
戸
）
を
掘
っ
た
も
の
で
あ

る
。
三
重
県
北
部
鈴
鹿
山
麓
に
多
く
存
在
し
、
主
に
灌
漑
用

水
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
マ
ン
ボ
に
つ
い
て
は
、
小
堀

巌
編
『
マ
ン
ボ
―
日
本
の
カ
ナ
ー
ト
』（
三
重
県
郷
土
資
料
刊

行
会
、
１
９
８
８
年
）、
阪
野
優
著
『
写
真
集
マ
ン
ボ
灌
漑
』

（
中
部
日
本
教
育
文
化
会
、
１
９
８
３
年
）
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
。

水・河川・湖沼関係文献研究会 こが くにお　古賀邦雄　1967（昭和42）年水資源開発公団に入社。勤務のかたわら30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。
昨年退職し現在、日本河川開発調査会、筑後川水問題研究会に所属。水に関わる啓蒙活動に専念している。
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ここで「自然派」と「プール派」を年代別に見てみましょう。
上のグラフがその結果です。これを見ると、全体としては「自然の
川・海」が「清潔なプール」を大幅に上回るのですが、40歳代だけは両
者が非常に接近しており、「清潔なプール」を選んだ人が40.7％います。
泳ぐ水に対する清潔感覚には世代差があるのかもしれません。
なぜ40歳代が？　気になる謎です。
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データで語る水の文化
水にかかわる生活意識調査から

当センターでは毎年６月に「水にかかわる生活意識調査」を東京・名古屋・大阪の
約600名を対象に実施し、７月にその結果を公表しています。本調査も2002年で第８
回目となりました。これまでの調査結果はセンターホームページでご覧いただくこと
ができますが、このコーナーでは、ホームページに盛り込むことのできなかった話題
をご紹介します。

「清潔なプールの水」vs「川・海の水」40歳代の謎
本調査では「Q．あなたが泳ぐとしたら『清潔なプール』と『自然の川・海』のど
ちらがよいですか」という問いを設けました。選択肢は「清潔な水のプールがよい」、
「どちらかというと清潔な水のプールがよい」、「どちらともいえない」、「どちらかとい
うと自然の川・海がよい」「自然の川・海がよい」の５つです。
その結果、全体では「自然派」（『自然の海や川がよい』と『どちらかというと自然
の海や川がよい』の合計）が52.6％に達し「プール派」の31％を大幅に上回りました。
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■水の文化13号予告
特集「水から見るタイ」（仮）

次号は、「水の文化」という視点による

地域研究の試みです。

舞台はタイランド。

雨期で洪水に見舞われながらも、

水と共に生きていると言われるタイの人々。

その暮らしや風土、歴史、社会習慣を探ります。

編
集
後
記

◆
前
号
よ
り
の
誌
面
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
も
、
お
か
げ

さ
ま
を
も
ち
ま
し
て
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
、
他
に
は
類
を
見
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
切
り
口
で
情
報
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。（
小
）

◆
「
も
し
も
蛇
口
の
水
が
と
ま
っ
た
ら
？
」
と
考

え
た
時
、
い
か
に
自
分
の
生
活
が
水
道
水
に
頼
っ

て
い
る
か
を
痛
感
。
取
材
を
し
な
が
ら
水
道
以
外

の
水
の
利
用
を
再
発
見
し
、
井
戸
水
や
湧
き
水
、

雨
水
な
ど
を
利
用
し
て
い
る
生
活
に
、
自
然
な
魅

力
を
感
じ
ま
し
た
。（
日
）

◆
自
分
が
住
ま
う
家
で
さ
え
、
水
の
イ
ン
と
ア
ウ

ト
は
ま
っ
た
く
気
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
マ

ン
シ
ョ
ン
ラ
ッ
シ
ュ
の
昨
今
、
住
宅
情
報
に
は
、

「
浄
水
器
完
備
」
と
は
あ
っ
て
も
、
住
ま
い
の
水

が
何
処
か
ら
来
て
何
処
へ
行
く
の
か
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。
住
環
境
情
報
の
中

で
み
ず
み
ち
が
示
さ
れ
る
の
は
い
つ
に
な
る
の
や

ら
。（
ゆ
）

◆
ど
ん
な
文
化
的
な
要
因
が
社
会
の
水
消
費
量
を

左
右
す
る
の
か
。「
洗
う
」
で
は
清
潔
感
を
、
そ

し
て
今
回
「
水
道
」
で
安
心
と
信
用
を
と
り
あ
げ

て
み
ま
し
た
。
当
然
と
思
っ
て
い
た
多
く
の
こ
と

が
昭
和
30
年
代
に
源
を
発
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら

た
め
て
驚
か
さ
れ
ま
す
。（
中
）

水の文化
Information

『水の文化』に関する情報をお寄せ下さい

本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水との関わり」

に焦点を当てた活動や調査・研究などをご紹介してまいります。

ユニークな水の文化楽習活動を行っている、「水の文化」に関わ

る地域に根差した調査や研究を行っている、こうした情報があり

ましたら、自薦・他薦を問いませんので、事務局まで情報をお寄

せ下さい。

水の文化バックナンバーをホームページで

本誌はモノクロでみなさまに配布しておりますが、写真をはっ

きり見たい！というご要望にお応えし、11号からはホームページ

にてカラーでバックナンバーを提供しています。すべてダウンロ

ードできますので、いろいろな活動にご活用下さい。

ホームページアドレス

http: //www.mizu.gr.jp/



表紙：郡上八幡郊外で実際に使われている水舟。
３層に分かれており、奥から飲用、野菜などの洗い用、土などの汚れ落とし。水舟の下には魚の棲む池がある。
下：郡上八幡に今も見られる用水利用。セギと呼ばれる板で水位を高くし、流しの三角コーナー等を洗う。
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