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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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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。


