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『
井
荻
村
（
杉
並
区
清
水
）
へ
引
越
し
し
て
来
た
当
時
、
川
南
の
善
福
寺
川
は
綺
麗
に

澄
ん
だ
流
れ
で
あ
っ
た
。
清
冽
な
感
じ
で
あ
っ
た
。
知
ら
な
い
者
は
川
の
水
を
飲
む
か
も

し
れ
な
か
っ
た
。
川
堤
は
平
ら
で
田
圃
の
な
か
に
続
く
平
凡
な
草
堤
だ
が
、
い
つ
も
水
量

が
川
幅
い
っ
ぱ
い
で
、
昆
布
の
よ
う
に
長
っ
ぽ
そ
い
水
草
が
流
れ
に
そ
よ
ぎ
、
金
魚
藻
に

似
た
藻
草
や
、
河
骨
（
こ
う
ほ
ね
）
の
よ
う
な
丸
葉
の
水
草
な
ど
も
生
え
て
い
た
。』

　

こ
れ
は
、
昭
和
五
十
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
井
伏
鱒
二
の
「
荻
窪
風
土
記
」
の
善
福
寺
川

の
一
節
で
す
。
井
伏
は
昭
和
二
年
、
Ｊ
Ｒ
荻
窪
駅
か
ら
そ
ん
な
に
遠
く
な
い
当
時
の
井
荻

村
に
家
を
新
築
し
、
早
稲
田
の
牛
込
か
ら
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
で
東
京

の
町
が
大
き
く
変
わ
り
、
郊
外
に
人
々
が
住
み
着
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
頃
で
す
。
木
枯

ら
し
の
吹
く
日
は
土
ほ
こ
り
が
舞
い
上
が
り
、
遠
く
の
空
が
橙
色
に
見
え
た
そ
う
で
す
。

『
小
説
で
な
く
自
伝
風
の
随
筆
の
つ
も
り
で
あ
る
』と
、あ
と
が
き
で
こ
と
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
探
訪
は
、
荻
窪
駅
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
こ
の
善
福
寺
川
を
下
り
、
神
田
川
を
横

断
し
、
玉
川
上
水
に
ぶ
つ
か
り
こ
れ
を
さ
か
の
ぼ
り
な
が
ら
、
井
の
頭
池
に
立
ち
寄
る
コ

ー
ス
に
し
ま
し
た
。
ほ
ぼ
、
杉
並
南
出
張
所
（
西
部
第
一
管
理
事
務
所
）
の
管
轄
エ
リ
ア

で
す
。

　

秋
の
つ
る
べ
落
し
の
候
で
も
あ
り
、
途
中
一
部
、
井
の
頭
線
を
使
い
時
間
を
短
縮
し
ま

し
た
。

松
渓
公
園

　

荻
窪
駅
南
口
に
降
り
、
商
店
街
を
南
に
し
ば
ら
く
行

く
と
、
忍
川
上
橋
に
出
ま
す
。
善
福
寺
川
で
す
。
意
外

と
川
幅
も
あ
り
水
量
も
思
っ
た
よ
り
多
く
、
な
に
よ
り

も
水
が
澄
ん
で
い
る
の
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
晩

秋
で
あ
っ
た
せ
い
か
、
鴨
も
飛
来
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、

井
伏
が
描
写
し
た
時
よ
り
も
は
る
か
に
深
く
掘
り
下
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

住
宅
街
の
中
を
五
分
ほ
ど
で
杉
並
南
出
張
所
が
見
え

て
き
ま
し
た
。
道
路
を
は
さ
ん
で
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

公
園
が
あ
り
ま
す
。
先
に
こ
ち
ら
を
探
訪
す
る
こ
と
に
。

　

案
内
に
「
松
渓
公
園
」
と
あ
り
ま
す
。
奥
の
説
明
板
に
は
縄
文
時
代
の
生
活
を
描
い
た

大
き
な
漫
画
風
の
絵
が
。

　

こ
こ
は
当
初
区
立
の
プ
ー
ル
を
建
設
す
る
予
定
地
で
し
た
が
、
工
事
中
に
遺
跡
が
発
見

さ
れ
た
た
め
、
発
掘
調
査
終
了
後
保
存
の
た
め
埋
め
戻
し
て
公
園
に
し
た
と
の
こ
と
。
善

福
寺
川
に
近
い
台
地
上
の
こ
こ
は
、
当
時
か
ら
居
住
条
件
と
し
て
優
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
近
く
か
ら
は
、
古
代
人
が
集
落
を
営
ん
だ
跡
が
い
く
つ
も
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。 ▲ 松渓公園内　説明板
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さ
て
、
杉
並
南
出
張
所
を
表
敬
訪
問
し
ま
し

た
。
木
村
尚
武
所
長
か
ら
こ
の
界
隈
の
地
理
を

お
聞
き
す
る
と
と
も
に
、
所
の
重
点
施
策
の
合

流
改
善
対
策
と
し
て
の
小
型
ス
ワ
ー
ル
の
設
置

場
所
を
地
図
に
マ
ー
ク
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

善
福
寺
川
の
下
流
に
二
箇
所
設
置
し
て
あ
る
と

の
こ
と
。
ス
ワ
ー
ル
探
索
を
兼
ね
て
、
善
福
寺

川
沿
い
の
良
く
整
備
さ
れ
た
遊
歩
道
を
ハ
イ
キ

ン
グ
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

善
福
寺
川

　

水
源
の
善
福
寺
池
か
ら
杉
並
南
出
張
所
辺
り

ま
で
、
東
南
方
向
に
ほ
ぼ
ま
っ
す
ぐ

流
下
し
て
き
た
善
福
寺
川
は
、
こ
こ

か
ら
は
地
形
の
高
低
に
従
っ
て
四
回

ほ
ど
大
き
く
蛇
行
を
繰
り
返
し
、
和

田
廣
橋
の
先
で
神
田
川
に
合
流
し
ま

す
。
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
短
い

川
で
す
が
、
か
つ
て
は
田
や
畑
の
灌

漑
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ま
た
、

流
域
の
村
々
の
生
活
用
水
と
し
て
も

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、公
園
・

緑
地
と
し
て
人
々
の
憩
い
の
場
と
し

て
公
開
さ
れ
て
い
る
多
く
は
、
昔
、

水
田
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
護
岸
も

魚
の
稚
魚
が
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
工
夫
さ
れ
、
生
態
系
に
配
慮

し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
き

な
鯉
が
ゆ
う
ゆ
う
と
泳
い
で
は
い
ま

し
た
が
、
小
魚
は
見
当
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
護
岸
の
隠
れ
家
に
潜
ん
で
い
る
の
で
し

よ
う
か
。地
元
の
小
俣
秀
雄
氏
が
書
か
れ
た「
私

稿　

上
荻
窪
村
風
土
記
」
に
、

　
『
中
央
線
と
善
福
寺
川
の
交
差
点
、
い
わ
ゆ

る
ガ
ー
ド
の
下
に
は
魚
影
も
特
に
多
く
、
…
…
。
中
央
線
の
線
路
の
下
に
は
道
路
（
木

橋
）
が
あ
り
、
そ
の
下
を
川
が
流
れ
て
い
た
。
線
路
の
砂
利
が
川
に
落
ち
る
。
善
福
寺
川

▲ 杉並出張所

▲ 明治 13 年の地図

▲ 曲がりくねる善福寺川

▲ . 昭和 45 年頃の善福寺川　成田西付近▲ 今の善福寺川の護岸と
善福寺川緑地公園
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の
川
底
は
す
べ
て
泥
土
で
あ

り
、
あ
の
付
近
の
み
が
川
底

に
砂
利
が
入
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
泥
土
と
ち
が
い
砂

利
の
川
底
が
あ
り
、
泥
土
に

は
わ
か
な
い
川
虫
や
チ
ョ
ロ

虫
も
わ
い
た
の
だ
ろ
う
』

と
、
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
よ
う
に
清
浄
な
水
を
保
っ

て
い
た
の
は
、

『
そ
の
頃
は
川
に
下
水
な
ど
流
す
家
は

一
軒
も
な
く
、
井
戸
流
し
は
小
さ
な
溝

で
吸
込
式
の
下
水
に
貯
め
ら
れ
て
い
た
』

か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
井
伏

の
「
荻
窪
風
土
記
」
に
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
り
ま
す
。

　
『
井
荻
村
に
来
た
翌
年
、
善
福
寺
川

に
汚
水
を
流
し
て
い
る
者
が
い
る
と
い

う
話
を
聞
い
た
。
一
つ
は
湧
水
池
の
近

く
に
あ
る
学
校
の
水
洗
便
所
だ
と
言
い
、

も
う
一
つ
は
荻
窪
文
化
村
の
某
家
の
溜

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
嘘

か
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
、
川
の
水
は
ま

だ
綺
麗
に
澄
ん
で
い
た
が
、
釣
に
行
く
た
ん
び
に
木
屑
や
こ
わ
れ
た
箒
な
ど
塵
芥
が
目
に

つ
く
よ
う
に
な
っ
た
』

　

今
、
こ
の
二
つ
の
文
を
並
べ
て
み
る
と
、
旧
住
民
の
生
活
の
知
恵
と
新
住
民
の
マ
ナ
ー

の
欠
如
を
言
外
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
ま
す
。

ス
ワ
ー
ル

　

善
福
寺
川
を

下
る
こ
と
三
十

分
ほ
ど
で
両
岸

に
緑
地
が
広
が

っ
て
視
界
が
開

け
て
き
ま
し
た
。

和
田
堀
公
園
で

す
。
こ
の
近
く

に

ス
ワ
ー
ル
を
設

置

し
た
ら
し
い
雨

水

吐
け
が
あ
り
ま

し

た
。

　

工
事
直
後
ら
し
く
地
上
部
の
感
じ
も
真
新
し
く
、

マ
ン
ホ
ー
ル
も
新
型
の
も
の
で
す
。
ス
ワ
ー
ル
は
、

分
水
堰
で
分
水
さ
れ
た
雨
水
に
含
ま
れ
て
い
る
〇

.

一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
位
ま
で
の
大
き
さ
の
固
形
物

を
除
去
す
る
装
置
で
す
。
合
流
改
善
技
術
の
有
力

な
武
器
で
す
。
流
入
水
を
円
形
の
マ
ン
ホ
ー
ル
の

接
線
方
向
よ
り
流
入
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
部

に
渦
流
を
発
生
さ
せ
、
固
形
物
を
沈
降
分
離
さ
せ

る
こ
と
が
原
理
で
す
。
分
離
さ
れ
た
固
形
物
は
、
し
ゃ
集
さ
れ
て
既
設
の
下
水
管
に
送
ら

れ
ま
す
。
こ
こ
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
は
直
径
三
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
も
の
で
す
。
こ
の

装
置
の
適
用
範
囲
は
降
雨
強
度
が
時
間
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
だ
そ
う
で
す
。

郷
土
博
物
館

　
「
杉
並
区
立
の
郷
土
博
物
館
が
こ
の
川
の
そ
ば
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
出
張
所
で
教

え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
川
沿
い
に
行
く
と
大
き
く
蛇
行
し
て
い
て
遠
回
り
に
な
る
の
で
、

シ
ョ
ー
ト
パ
ス
の
つ
も
り
で
住
宅
街
を
突
っ
切
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

▲ スワールの構造

▲ スワールの設置場所▲ スワールから善福寺川へ

▲ 荻窪のガード下▲ 善福寺川
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行
き
止
ま
り
の
道
が
あ
っ
た
り
、
学
校
の
敷
地
で
迂
回

さ
せ
ら
れ
た
り
と
、
地
図
と
首
っ
ぴ
き
で
や
っ
と
ま
た

善
福
寺
川
に
出
た
と
こ
ろ
で
、
博
物
館
ら
し
き
建
物
が
。

　

正
門
代
わ
り
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
の

名
主
の
家
の
長
屋
門
、
奥
に
は
移
築
さ
れ
た
農
家
の

母
屋
が
あ
り
ま
す
。
平
成
五
年
に
開
館
し
た
と
の
こ

と
。
た
ま
た
ま
、
区
政
施
行
七
十
周
年
記
念
の
特
別
展

と
し
て
「
杉
並
の
地
図
を
よ
む
」
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。

杉
並
区
の
南
端
を
走
る
甲
州
街
道
の
一
番
目
の
宿
場
・
高
井
戸
の
再
現
模
型
に
次
の
よ
う

な
説
明
文
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。

　
「
下
高
井
戸
宿
と
上
高
井
戸
宿
の
二
つ
の
宿
場
が
半
月
交
代
で
そ
の
勤
め
を
果
し
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
高
井
戸
宿
は
半
宿
半
農
で
あ
っ
た
た
め
、
外
便
所
を
街
道
に
面
し
て
建

て
、
旅
人
に
利
用
し
て
も

ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
下
肥

を
集
め
、
農
業
に
利
用
し

て
い
ま
し
た
。」

荒
玉
水
道
道
路

　

郷
土
博
物
館
の
す
ぐ
そ

ば
を
定
規
で
引
い
た
よ
う

な
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
る
道

が
走
っ
て
い
ま
す
。
地
図

に
は
荒
玉
水
道
道
路
と
あ

り
ま
す
。
博
物
館
に
聞
い

て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
の
道

路
の
下
に
は
、
多
摩
川
（
玉

川
）
べ
り
か
ら
荒
川
べ
り

ま
で
続
く
水
道
管
が
敷
設

さ
れ
て
い
て
、
こ
の
名
前

が
つ
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。

水
道
管
を
引
く
た
め
に
用
地
買
収
を
行
い
、
敷
設
後
道
路
と
し
て
開
放
し
た
と
の
こ
と
で

す
。
後
日
、
文
京
区
本
郷
に
あ
る
「
東
京
都
水
道
歴
史
館
」
で
確
認
し
た
結
果
、

①　

東
京
市
近
郊
の
十
三
町
村
が
共
同
（
荒
玉
水
道
町
村
組
合
）
で
造
っ
た
水
道
で
あ
る

こ
と

②　

大
正
十
四
年
に
組
合
を
設
立
し
、
昭
和
三
年
に
給
水
を
開
始
し
た
こ
と

③　

今
の
中
野
区
、
杉
並
区
、
新
宿
区
、
豊
島
区
、
板
橋
区
及
び
北
区
方
面
を
給
水
区
域

と
し
て
い
た
こ
と
（
旧
名
で
い
う
と
、
豊
多
摩
郡
（
中
野
町
、
野
方
町
、
和
田
堀
町
、
杉

並
町
、
落
合
町
）、
北
豊
島
郡
（
板
橋
町
、
巣
鴨
町
、
滝
野
川
町
、
王
子
町
、
岩
淵
町
、

長
崎
町
、
高
田
町
、
西
巣
鴨
町
））

④　

水
源
は
多
摩
川
の
河
水
及
び
伏
流
水
で
、
砧
上
浄
水
場
で
ろ
過
し
て
か
ら
送
水
し
た

こ
と

⑤　

昭
和
七
年
、
東
京
市
の
水
道
事
業
に
合
併
し
た
こ
と

な
ど
が
わ
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
杉
並
区
内
に
は
こ
れ
と
は
別
に
、
善
福
寺
池
周
辺
の

湧
水
を
水
源
と
す
る
「
井
荻
町
水
道
」
と
い
う
町
営
の
水
道
が
あ
り
（
昭
和
七
年
給
水
開

始
）、
こ
れ
も
七
年
に
東
京
市
に

引
き
継
が
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

大
宮
八
幡
宮

　

善
福
寺
川
を
少
し
さ
か
の
ぼ

る
形
で
戻
る
と
、
左
手
に
小
高

い
岡
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
大
宮

八
幡
宮
の
森
で
す
。
こ
の
森
の
こ

と
は
江
戸
時
代
か
ら
記
述
さ
れ
て

い
ま
す
。
新
井
白
石
の
享
保
年
間

（
一
七
一
六
～
三
五
）
の
書
簡
に
、

　
『
長
松
数
千
株
は
雲
を
払
ひ
候

如
く
に
て
、
…
…
其
の
外
に
杉
檜

等
数
万
株
、
是
も
数
十
丈
の
も
の

に
候
へ
共
、
か
の
長
松
よ
り
見
候

へ
ば
、
児
孫
の
如
く
に
候
』

▲ 長屋門

▲ 荒玉水道道路

▲ 大宮遺跡
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と
、
あ
り
ま
す
。
昭
和
十
三
年
の
調
査
で
も
、
幹
周
囲
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
杉
が
百
九
十

本
あ
り
、
そ
の
う
ち
百
六
本
が
参
道
並
木
を
形
づ
く
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

現
在
で
は
杉
に
代
わ
っ
て
シ
ラ
カ
シ
が
参
道
の
並
木
で
す
。
ち
な
み
に
シ
ラ
カ
シ
は
、
関

東
地
方
で
は
ケ
ヤ
キ
と
と
も
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
照
葉
樹
で
こ
の
土
地
に
適
し
た
樹
木
だ
そ

う
で
す
。

　

神
社
の
創
建
は
十
一
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
江
戸
近
郊
有
数
の
大
社
と
し
て
広
く

信
仰
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
山
門
の
横
に
は
御
神
木
の
雌
雄
一
対
の
イ
チ
ョ
ウ
、
本
殿
の

左
手
に
は
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
、
右
手
前
に
カ
ヤ
…
…
、
樹
木
好
き
の
方
に
は
お
奨
め
の
鎮
守
の

森
で
す
。

神
田
川

　

神
社
か
ら
井
の
頭
通
り
を
横
切
っ
て
井
の
頭
線
の
西
永
福
町
駅
に
。
こ
こ
か
ら
三
鷹
台

駅
ま
で
は
電
車
で
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
井
の
頭
通
り
も
荒
玉
水
道
道
路
と
同
様
、
真
っ
直
ぐ
な
道
路
で
す
。

下
に
、
武
蔵
野
市
に
あ
る
境
浄
水
場
か
ら
の
浄
水
を
和
泉
給
水
所
（
杉
並
区
）
ま
で
送
水

す
る
管
が
埋
設
さ
れ
て
お
り
、
通
称
、「
水
道
道
路
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

三
鷹
台
駅
の
す
ぐ
北
を
流
れ
て
い
る
の
が
神
田
川
で
す
。
水
源
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
下
流
で
す
が
、
す
で
に
、
流
れ
は
深
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
護
岸
の
底
に
閉
じ
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
武
蔵
野
の
三
大
名
池
の
一
つ
で
あ
る
井
の
頭
池
を
水
源
と
し
、
善
福
寺
川

や
妙
正
寺
川
を
合
流
し
て
、
両
国
橋
付
近
で
隅
田
川
に
注
い
で
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
か
ら
明
治
中
期
（
三
十
四
年
）
に
か
け
て
は
、
目

白
台
下
の
関
口
（
文
京
区
）
に
設
け
た
堰
か
ら
こ
の
川
の
水
を

取
水
し
、
神
田
、
日
本
橋
地
区
に
飲
料
水
と
し
て
給
水
（
神

田
上
水
）
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
豊
富
な
水
量
は

農
業
用
水
と
し
て
も
田
畑
を
う
る
お
し
て
お
り
、
昭
和
初
期
ま

で
は
川
岸
で
大
根
や
菜
っ
ぱ
の
泥
を
洗
う
光
景
が
見
ら
れ
た
そ

う
で
す
。

玉
川
上
水

　

三
鷹
台
駅
か
ら
南
に
ゆ
る
や
か
な
上
り
坂
を
行
く
と
、
玉
川
上
水
に
出
ま
す
。
自
然
河

川
の
神
田
川
よ
り
も
地
形
的
に
高
い
所
を
流
れ
て
い
る
人
工
の
用
水
路
で
す
。
両
側
の
地

域
に
分
水
で
き
る
よ
う
に
、
台
地
の
分
水
嶺
の
馬
の
背
を
選
ん
で
開
削
さ
れ
た
の
で
す
。

分
水
は
三
十
数
カ
所
に
の
ぼ
り
、
新
田
開
発
の
重
要
な
柱
に
な
り
ま
し
た
。
川
に
覆
い
被

さ
る
よ
う
に
木
立
が
茂
り
、
所
々
に
素

掘
り
の
土
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
自

然
味
豊
な
流
れ
で
す
。
と
て
も
人
工
の

も
の
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

　

江
戸
の
町
の
人
口
増
に
伴
う
水
需
要

の
増
大
に
合
わ
せ
て
造
ら
れ
た
も
の
で

す
。
完
成
は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
で
、

多
摩
川
の
羽
村
の
取
水
堰
か
ら
四
谷
大

木
戸
ま
で
の
約
四
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

高
低
差
約
九
十
二
メ
ー
ト
ル
の
流
れ
で

す
。
江
戸
城
を
は
じ
め
、
四
谷
、
麹
町
、

赤
坂
、
芝
、
京
橋
方
面
に
給
水
し
て
い

ま
し
た
。

　

明
治
に
入
っ
て
も
玉
川
上
水
は
東

▲ 昭和 20 年頃の玉川上水 ▲ 関口の堰

▲神田川 ( 三鷹台付近 )

▲ 昭和 47 年頃の神田川 ( 久我山付近 )
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京
の
重
要
な
水
道
施

設
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
明
治

三
十
二
年
十
二
月
に

近
代
的
改
良
水
道
が

完
成
し
た
こ
と
に
よ

り
、
若
干
の
猶
予
期

間
を
置
い
た
後
、
明

治
三
十
四
年
六
月

三
十
日
を
も
っ
て
上

水
の
市
中
へ
の
給
水

の
務
め
を
終
え
、
そ

の
後
は
昭
和
四
十
年

三
月
ま
で
淀
橋
浄
水

場
へ
の
原
水
導
水
路

（
日
量
三
十
万
立
方

メ
ー
ト
ル
）
と
し
て

の
役
割
を
果
し
て
き

ま
し
た
。
か
つ
て
は
、

満
々
と
し
た
水
が
と
う
と
う
と
流
れ
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
、
羽
村
取
水
堰
か
ら
小
平
監
視
所
ま
で
の
区
間
は
、
東
村
山
浄
水
場
ま
で
の

水
道
原
水
の
導
水
路
の
一
部
と
し
て
、
ま
た
、
小
平
監
視
所
か
ら
浅
間
橋
（
今
、
橋
は
な

い
。
杉
並
区
）
ま
で
の
区
間
は
、
昭
和
六
十
一
年
か
ら
の
清
流
復
活
事
業
に
よ
っ
て
多
摩

川
上
流
処
理
場
の
高
度
処
理
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。

　

浅
間
橋
で
暗
渠
（
六
百
メ
ー
ト
ル
）
に
入
っ
た
清
流
は
、
井
の
頭
線
の
高
井
戸
駅
付
近

で
神
田
川
に
放
流
さ
れ
て
い
ま
す
（
日
量
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
強
で
往
時
の
十
分
の
一
に

も
な
り
ま
せ
ん
が
）。
さ
ら
に
、
こ
れ
よ
り
下
流
の
多
く
は
暗
渠
化
さ
れ
、
そ
の
上
は
高

速
道
路
や
公
園
、
遊
歩
道
路
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

井
の
頭
池

　

玉
川
上
水
を
さ
か
の
ぼ
り
し
ば
ら
く
行

く
と
、
う
っ
そ
う
と
し
た
森
が
右
手
に
見
え

て
き
ま
し
た
。
こ
こ
が
神
田
川
の
水
源
池
の

あ
る
井
の
頭
公
園
で
す
。
雑
木
林
を
抜
け

て
、
坂
を
下
る
と
井
の
頭
池
で
す
。
高
い
崖

の
下
に
水
源
の
湧
水
が
あ
り
ま
す
。
も
っ

と
も
今
は
地
下
水
位
が
下
が
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
、
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
て
い
ま
す

が
。
池
の
周
囲
に
は
、
も
と
も
と
水
源
涵
養

を
目
的
に
杉
が
た
く
さ
ん
植
え
ら
れ
て
い

た
そ
う
で
す
が
、
太
平
洋
戦
争
中
に
、
木

材
資
源
と
し
て
樹
齢
八
十
年
の
杉
一
万
本

余
が
伐
採
供
出
さ
せ
ら
れ
た
と
の
こ

と
。
今
で
は
サ
ワ
ラ
、
ヒ
ノ
キ
な
ど
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
サ
ク
ラ
も
多

く
、
春
に
は
花
見
の
名
所
と
な
っ
て

い
ま
す
。
池
の
中
の
島
に
弁
財
天
が

祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て

は
江
戸
の
町
民
が
こ
こ
ま
で
参
拝
に

や
っ
て
き
ま
し
た
。
安
藤
広
重
も
「
井

の
頭
の
池
弁
財
天
の
社
雪
の
景
」
を

描
い
て
い
ま
す
。
西
側
の
台
地
上
に

は
典
型
的
な
雑
木
林
が
広
が
り
、
武

蔵
野
の
面
影
を
今
に
残
し
て
い
ま
す
。

　

池
の
末
端
に
水
門
が
あ
り
、
こ
こ

か
ら
神
田
川
が
始
ま
り
ま
す
。
二
百

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
は
、
や
や
人
工
的
で

▲ 現在の玉川上水　( 井の頭公園付近）

▲ 安藤広重 : 名所雪月花　井の頭の池弁財天の社雪の景

▲ 現在の弁天堂
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は
あ
り
ま
す
が
、
自
然

石
の
間
を
細
い
流
れ
が

下
る
、
親
し
み
の
持
て

る
風
情
と
な
っ
て
い
ま

す
。

（
文
責　

地
田
）

参
考
資
料

「
荻
窪
風
土
記
」
井
伏

鱒
二

「
武
蔵
野
夫
人
」
大
岡

昇
平

「
私
稿
上
荻
窪
村
風
土

記
」
小
俣
秀
雄

「
荒
玉
水
道
抄
誌
」
東

京
府
荒
玉
水
道
町
村
組

合「
す
ぎ
な
み
の
散
歩

道
」
杉
並
区
教
育
委
員

会「
杉
並
区
史
跡
散
歩
」
学
生
社

「
ぶ
ら
り
発
見
杉
並
」
杉
並
区
公
報
課

「
東
京
消
え
た
街
角
」
加
藤
嶺
夫

探
訪
余
話

　

今
回
の
探
訪
は
、
図
ら
ず
も
武
蔵
野
の
今
昔
を
訪
ね
る
水
紀
行
に
な
り
ま
し
た
。
戦
後

ま
も
な
い
武
蔵
野
の
自
然
を
舞
台
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
人
間
模
様
を
描
い
た
、
大
岡

昇
平
の
小
説
「
武
蔵
野
夫
人
」
か
ら
、「
湧
水
」
と
「
雑
木
林
」
に
触
れ
て
い
る
部
分
を
、

少
し
長
く
な
り
ま
す
が
紹
介
し
て
余
話
と
い
た
し
ま
す
。

　
『
ど
う
や
ら
「
は
け
」
は
す
な
わ
ち
、「
峡
（
は
け
）」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
長
作
の
家
よ

り
は
む
し
ろ
、
そ
の
西

か
ら
道
に
流
れ
出
る

水
を
溯
っ
て
斜
面
深

く
食
い
込
ん
だ
、
一

つ
の
窪
地
を
指
す
も

の
ら
し
い
。』

　
『
水
は
窪
地
の
奥
が

次
第
に
高
ま
り
、
低

い
崖
と
な
っ
て
尽
き

る
と
こ
ろ
か
ら
湧
い

て
い
る
。
武
蔵
野
の

表
面
を
蔽
う
ロ
ー
ム
、

つ
ま
り
赤
土
の
層
に

接
し
た
砂
礫
層
が
露

出
し
、
き
れ
い
な
地

下
水
が
這
い
出
る
よ

う
に
湧
き
、
す
ぐ
せ

せ
ら
ぎ
を
立
て
る
流

れ
と
な
っ
て
落
ち
て

行
く
。
長
作
の
家
で
は
流
れ
が
下
の
道
を
横
切
る
と
こ
ろ
に
小
さ
な
溜
り
を
作
り
、
畠
の

物
を
洗
っ
た
り
な
ぞ
す
る
。』

　
『
こ
の
辺
り
は
一
帯
の
雑
木
林
で
楢
や
ヌ
ル
デ
が
美
し
く
紅
葉
し
て
い
た
。
そ
の
中
へ

ど
こ
ま
で
も
入
っ
て
行
く
と
、
舟
で
涯
し
な
い
沖
へ
出
る
よ
う
な
感
覚
を
味
わ
っ
た
の
を

勉
は
憶
え
て
い
る
。
林
は
戦
争
中
の
薪
の
不
足
と
、
附
近
に
飛
行
場
を
新
設
す
る
用
材
と

し
て
切
り
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
雑
木
林
は
し
か
し
そ
の
う
つ
ろ
な
草
原
の
南
の
方
に
少

し
残
っ
て
、
淡
い
緑
が
低
く
連
な
っ
て
い
る
中
に
樫
や
椚
の
大
木
が
聳
え
る
の
が
見
え
る
。

勉
は
道
の
な
い
草
原
を
分
け
て
進
ん
だ
。
林
中
は
冷
た
く
、
下
草
の
間
に
白
や
黄
の
蘭
科

の
花
が
咲
い
て
い
た
。
林
は
意
外
に
深
く
あ
る
か
な
き
か
の
細
径
が
、
斑
に
陽
の
落
ち
た

草
の
間
を
交
錯
し
、
去
年
の
落
葉
を
た
め
て
い
た
。』

▲ 神田川はここから始まる

▲ 井の頭公圏内湧水口


