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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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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


