
流
域
下
水
道
本
部
界
隈
の
今
昔



096

域下水道本部界隈の今昔�
　

こ
こ
に
一
冊
の
本
が
あ
り
ま
す
。「
立
川
村
十
二
景
を
描
い
た
父
」（
馬
場
啓　

著
）
で

す
。
著
者
の
馬
場
啓
氏
は
立
川
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
明
治
の
末
か

ら
大
正
初
め
の
立
川
の
風
景
を
描
い
た
吉
蔵
を
父
に
持
つ
こ
と
か
ら
、
立
川
に
特
別
の
郷

愁
を
い
だ
い
て
い
る
方
で
す
。
今
回
の
職
場
界
隈
探
訪
は
、
こ
の
本
を
ガ
イ
ド
と
し
て
、

流
域
下
水
道
本
部
（
錦
町
、
立
川
駅
南
口
か
ら
徒
歩
五
分
）
の
あ
る
立
川
界
隈
の
今
昔
を

訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
探
訪
ル
ー
ト
は
、「
立
川
村
十
二
景
」
を
追
体
験
す
べ
く
、

立
川
駅
北
口

↓

昭
和
記
念
公
園

↓

山
中
陸
橋

↓

貝
殻
坂

↓

旧
日
野
の
渡
し

↓

立
川
駅
南
口

と
し
ま
し
た
。

若
山
牧
水
の
歌
碑

　

立
川
駅
北
口
の
バ
ス
停
の
横
に
、
若
山
牧
水
の
歌
碑

　
『
立
川
の
駅
の
古
茶
屋
さ
く
ら
樹
の
も
み
ぢ
の
か
げ
に
見
送
り
し
子
よ
』

　

が
あ
り
ま
す
。
二

メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
大
き
な
歌
碑
で

昭
和
二
十
五
年
に
、

立
川
市
制
施
行
十

周
年
を
迎
え
る
に

当
た
っ
て
之
を
建

て
た
旨
が
碑
の
裏

に
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
は
明
治
三
十
九
年
の
「
新
声
」
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、

「
湖
友
と
武
蔵
野
を
囲
り
て
」
と
の
詞
書
が
あ
り
ま
す
。
湖
友
と
は
土
岐
善
麿
の
こ
と
で
、

早
稲
田
大
学
在
学
中
に
二
人
で
奥
多
摩
へ
三
泊
の
旅
を
し
た
時
に
、立
川
駅
で
青
梅
線（
明

治
二
十
七
年
開
通
）
に
乗
り
か
え
る
待
ち
時
間
に
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時

の
立
川
駅
前
（
北
口
）
に
は
、
山
桜
の
大
木
が
あ
り
、
そ
こ
に
茶
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
歌
に
あ
る
「
見
送
り
し
子
」
と
は
、
こ
こ
の
茶
屋
の
娘
さ
ん
の
こ
と
で
す
。

　

馬
場
吉
蔵
が
描
い
た
「
立
川
駅
前
の
茶
屋
」
も
ほ
ぼ
同
じ
頃
（
明
治
三
十
六
年
）
の
情

景
で
す
。
こ
の
茶
屋
は
、甲
武
鉄
道
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
中
央
線
）
が
開
通
（
明
治
二
十
二
年
）

し
て
ま
も
な
く
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
汽
車
を
待
つ
人
や
行
き
来
す
る
人
の
休
憩
所
と
し

て
よ
く
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
お
茶
代
は
二
銭
だ
っ
た
と
の
こ
と
。
牧
水
も
、「
立
川
駅
で

の
乗
り
換
え
は
意

外
な
時
間
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
で
、
二
人
し

て
近
所
の
多
摩
川

の
岸
ま
で
出
て
見

た
」
と
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、
汽
車

を
待
つ
客
は
長
い

時
間
を
駅
前
で
過

ご
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

桜
の
木
の
下
に
は
人
力
車
用
の
屋
根
付
き
の
駐
輪
場
が
見
え
、
車
夫
が
そ
の
前
の
縁
台

で
客
を
待
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
茶
店
の
横
の
柳
の
大
木
の
奥
に
乗
合
馬
車
が
垣
間
見
え

ま
す
。
炭
俵
で
し
ょ
う
か
、
俵
物
を
運
ぶ
荷
馬
車
、
風
呂
敷
包
み
を
背
負
っ
た
通
行
人
、

煙
管
タ
バ
コ
を
吸
う
客
な
ど
当
時
の
風
俗
が
、
克
明
に
点
景
と
し
て
描
き
こ
ま
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
絵
を
含
む
「
立
川
村
十
二
景
」（
日
本
画
）
は
、
市
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

駅
前
の
茶
屋
は
、

大
正
か
ら
昭
和
に

か
け
て
鉄
道
の
利

用
客
が
増
え
た
こ

と
か
ら
、
さ
ら
に

数
軒
増
え
料
亭
へ

と
発
展
し
ま
し
た
。

　
「
立
川
駅
前
の

桜
」
に
は
、
明
治

三
十
五
年
頃
の
立

川
駅
と
桜
の
大
木

が
描
か
れ
て
い
ま

▲ 牧水の歌碑

▲ 立川駅前の茶屋▲ 立川駅前の桜
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す
。
蒸
気
機
関
車
へ
入
れ
る
水
や
車
両
を
洗
う
水
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
砂

川
用
水
（
玉
川
上
水
か
ら
分
水
）
の
水
が
使
わ
れ
た
た
め
、
駅
舎
は
線
路
の
北
側
に
建
て

ら
れ
ま
し
た
。
満
開
の
桜
の
向
う
に
、
今
、
駅
に
到
着
し
た
蒸
気
機
関
車
の
煙
が
た
な
び

い
て
い
ま
す
。
駅
の
ベ
ン
チ
で
は
婦
人
が
汽
車
か
ら
降
り
て
く
る
人
を
待
ち
、
桜
の
下
の

縁
台
で
は
車
夫
た
ち
が
の
ん
び
り
と
将
棋
を
打
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
然
と
風
俗
と
を
調
和
よ
く
表
現
す
る
の
が
吉
蔵
の
絵
の
特
徴
で
す
。

　

実
は
、吉
蔵
は
、駅
前
通
り
に
あ
っ
た
甲
武
鉄
道
開
通
と
と
も
に
開
業
し
た
旅
人
宿
「
あ

づ
ま
や
」（
後
の
「
東
雲
閣
」）
の
三
代
目
の
当
主
で
す
。
大
学
に
通
い
な
が
ら
画
塾
で
日

本
画
も
学
ん
で
い
ま
し
た
が
、
長
兄
の
急
死
に
よ
り
家
業
を
継
い
だ
の
で
す
。

　

吉
蔵
の
息
子
・
啓
は
、
宿
の
泊
ま
り
客
に
つ
い
て
次
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
『
青
梅
の
御
嶽
神
社
の
御
師
さ
ん
は
、
年
の
暮
に
は
い
つ
も
や
っ
て
来
て
、
…
…
半
月

近
く
も
泊
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
御
師
さ
ん
は
駅
に
近
い
氏
子
の
家
を
廻
っ
て
、
祈
祷
を
あ

げ
て
い
く
の
で
す
。
…　

信
州
か
ら
み
え
る
繭
の
仲
買
人
さ
ん
は
、
村
の
集
繭
所
に
行
っ

て
買
い
付
け
を
し
て
い
ま
し
た
。
富
山
か
ら
出
て
来
る
薬
売
り
の
親
子
は
、
…
…　

朝
に

な
る
と
螺
鈿
を
散
ら
し
た
黒
く
て
大
き
な
漆
塗
の
薬
用
箱
を
、
天
秤
棒
で
前
後
に
振
り
分

け
、
引
き
出
し
に
付
け
て
あ
る
取
っ
手
の
金
具
を
カ
タ
カ
タ
鳴
ら
し
な
が
ら
、
仲
良
く
街

へ
出
か
け
て
行
っ
た
も
の
で
し
た
』

　
「
あ
づ
ま

や
」
は
、
木
造

二
階
建
て
で
、

黒
塀
に
囲
ま
れ

玄
関
先
に
は
綺

麗
に
刈
り
込
ん

だ
五
葉
の
松
が

枝
を
張
っ
て
い

ま
す
。
枝
越
し

に
見
え
る
二
階

の
手
摺
に
は
、

湯
上
が
り
姿
の

客
が
見
え
ま
す
。

家
の
前
の
道
は
、
左
に
行
く
と
も
う
駅
前
で
す
。
白
馬
の
引
く
馬
車
が
紳
士
を
乗
せ
て
走

っ
て
い
ま
す
。

所
沢
街
道
と
砂
川
道
と
の
分
岐
点

　

立
川
駅
北
口
か
ら
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
へ
行
っ
た
街
道
筋
に
、「
八
店（
は
ち
み
せ
）」

と
い
う
人
や
馬
の
休
み
処
が
あ
り
ま
し
た
。
右
の
道
を
辿
れ
ば
所
沢
か
ら
浦
和
へ
、
左
に

行
け
ば
砂
川
へ
通
じ
て
い
ま
す
。

　
「
所
沢
街
道
の

八
店
」
で
は
、
咲

き
誇
っ
て
い
る
こ

ぶ
し
の
花
の
下
で
、

馬
子
が
馬
に
か
い

ば
を
や
っ
て
お
り
、

ま
た
、
釣
瓶
井
戸

か
ら
汲
ん
だ
水
を

姉
さ
ん
被
り
の
女

の
人
が
天
秤
で
店

に
運
ん
で
い
ま
す
。

荷
馬
車
の
積
み
荷

は
、
一
つ
は
丸
太
で
す
が
、
も
う
一
つ
は
丸
い
形
の
物
で
す
。
何
で
し
ょ
う
か
。
多
摩
川

で
と
っ
た
玉
石
で
し
よ
う
か
。
こ
ぶ
し
は
、
武
蔵
野
の
林
に
春
を
告
げ
る
花
で
す
。

　

タ
テ
バ
と
い
わ
れ
た
「
八
店
」
は
、
萱
葺
き
屋
根
で
す
。
画
面
の
左
手
前
の
流
れ
は
、

昔
の
残
堀
川
で
す
。
砂
川
へ
通
じ
る
道
の
西
側
（
画
面
左
）
一
帯
は
、山
林
原
野
と
畑
（
主

に
桑
畑
）
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
流
れ
は
、
こ
の
一
帯
が
飛
行
場
と
な
っ
た

時
（
大
正
十
一
年
、
陸
軍
航
空
大
隊
と
民
間
と
の
共
用
）
に
、
西
側
に
付
替
え
ら
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
飛
行
場
の
回
り
に
は
民
間
の
航
空
会
社
も
で
き
、
駅
前
通
り
に
は
商
店
が

建
ち
並
び
、
立
川
は
、
空
の
都
・
軍
都
と
し
て
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
「
八
店
」

の
辺
り
は
、
飛
行
場
へ
の
入
り
口
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
状
況
を
語
っ
て
い
る
こ
ん
な

聞
書
き
が
あ
り
ま
す
（「
立
川
飛
行
場
史
」
三
田
鶴
吉　

著
）。

　
『
北
原
の
山
が
と
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
一
番
困
っ
た
な
あ
、
薪
山
が
無
く
な
っ
た
の
と
、
く

▲ 旅人宿あづまや

▲ 所沢街道の八店
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ず
は
き
（
落
葉
掻
き
）
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
が
困
っ
た
な
あ
ー
。
…　

落
葉
は
百
姓
に

ぁ
無
く
ち
ゃ
な
ら
ね
え
も
ん
だ
か
ら
。
…　

飛
行
場
の
松
や
木
を
切
っ
た
の
や
、
根
っ
こ

も
ら
い
が
、
蟻
の
行
列
ほ
ど
も
続
い
た
も
ん
だ
よ
。
…　

飛
行
場
の
中
の
一
部
は
、
秋
の

初
め
は
、
よ
く
野
水
が
出
て
ど
う
し
よ
も
な
か
っ
た
だ
よ
』

　

三
浦
朱
門
も
「
武
蔵
野
も
の
が
た
り
」
の
中
で
雑
木
林
に
つ
い
て
、

　
『
冬
に
な
る
と
樹
冠
は
葉
が
無
く
な
り
、
林
の
中
は
不
思
議
な
明
る
さ
が
広
が
る
。
そ

の
枯
れ
葉
も
十
二
月
の
十
七
日
に
な
る
ま
で
、
と
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
。
枯
れ
葉
は
堆
肥
に
す
る
の
で
あ
る
。
枯
れ
葉
は
秋
と
共
に
落
ち
だ
す
の
だ
が
、

早
く
落
ち
た
葉
は
年
末
に
は
も
う
腐
葉
土
に
な
り
か
け
て
い
て
、
落
葉
掻
き
の
対
象
に
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
雑
木
林
の
肥
料
に
な
っ
た
』

と
、
書
い
て
い
ま
す
。

　

や
が
て
、
昭
和
六
年

に
満
州
事
変
が
起
き
軍

用
機
の
離
着
陸
が
は
げ

し
く
な
り
、
民
間
の
航

空
会
社
は
羽
田
飛
行
場

に
移
転
し
、
こ
こ
は
軍

用
の
飛
行
場
と
な
り
航

空
機
工
場
も
進
出
し
て

き
ま
し
た
。

　

立
川
が
村
か
ら
町
へ

移
行
し
た
の
は
大
正

十
二
年
（
人
口
七
千
人

弱
）、
そ
し
て
市
制
を
施

行
し
た
の
は
昭
和
十
五

年
（
人
口
三
万
人
強
）

の
こ
と
で
す
。

　

戦
後
、
ア
メ
リ
カ
空

軍
が
進
駐
し
て
き
ま
し

た
。
立
川
は
、
基
地
の

町
と
な
っ
た
の
で
す
。
現
在
、
基
地
は
返
還
さ
れ
、
そ
の
跡
地
に
昭
和
五
十
八
年
、
国
営

の
昭
和
記
念
公
園
が
開
園
さ
れ
ま
し
た
。
人
工
の
せ
せ
ら
ぎ
、
芝
生
の
広
場
、
サ
イ
ク
リ

ン
グ
道
路
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
首
都
の
オ
ア
シ
ス
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

甲
武
鉄
道
と
山
中
陸
橋

　

こ
れ
は
、
山
中
陸

橋
の
下
を
通
り
多
摩

川
の
鉄
橋
に
か
か
ろ

う
と
す
る
汽
車
を
描

い
た
明
治
三
十
七
年

頃
の
風
景
で
す
。
木

製
の
橋
桁
や
黒
く
長

く
尾
を
引
く
煙
が

当
時
の
鉄
道
の
様
子

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

橋
を
渡
っ
て
い
る
の

は
、
日
傘
を
さ
し
た

女
性
二
人
と
荷
馬
車

を
引
い
た
馬
子
で
す
。

甲
武
鉄
道
が
多
摩
川

の
鉄
橋
に
ま
で
標
高

を
下
げ
る
た
め
、
台

地
を
切
り
通
し
て
鉄

路
を
つ
く
っ
た
の
で

昔
の
通
い
道
が
陸
橋

と
し
て
確
保
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
こ
の

道
は
「
旧
奥
多
摩
街

道
」
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

開
業
当
初
の
明
治

▲ 現在の八店の辺り

▲ 山中陸橋

▲ 玉石護岸の柴崎用水
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二
十
二
年
に
は
、
一
日
四
往
復
で
、
新
宿—

八
王
子
間
の
四
駅
を
一
時
間
半
か
か
っ
て
の

ん
び
り
と
走
っ
て
い
ま
し
た
。
単
線
で
し
た
が
力
強
い
蒸
気
機
関
車
は
、
三
多
摩
地
方
の

発
展
の
象
徴
で
し
た
。
立
川—

新
宿
の
運
賃
は
、
上
等
で
六
十
六
銭
、
中
等
で
四
十
四
銭
、

下
等
で
二
十
二
銭
と
相
当
高
い
も
の
で
し
た
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
職
人
の
日
当
は
一
日

六
十
銭
位
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
。
電
化
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
年
で
す
。

　

こ
の
橋
の
近
く
に
、

同
じ
よ
う
に
一
本
の
水

路
が
鉄
路
を
越
え
て
い

ま
す
。
玉
川
上
水
か
ら

分
水
さ
れ
た
柴
崎
用
水

で
す
。
現
在
で
も
そ
の

流
れ
は
健
在
で
す
。
人

家
の
脇
を
縫
う
よ
う
に

流
れ
て
い
る
様
は
感
激

も
の
で
す
。
こ
の
水
が

か
つ
て
家
々
で
生
活
用

水
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
今
で
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

鮎
漁
風
景

　

吉
蔵
は
、
鮎
漁
を

描
い
た
二
枚
の
絵
を

十
二
景
に
入
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
多

摩
川
の
鮎
は
有
名
で

し
た
。
遠
く
江
戸
時

代
に
は
、
将
軍
家
の

御
用
鮎
と
し
て
献
上

さ
れ
、
や
た
ら
に
と

る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
明
治
に

な
っ
て
鉄
道
が
通
っ
て
か
ら
は
、

東
京
方
面
か
ら
大
勢
の
人
が
や
っ

て
来
て
、
漁
を
楽
し
む
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
「
貝
殻
坂
立
川
亭
鮎
漁
場
」
は
、

山
中
陸
橋
の
す
ぐ
先
の
段
丘
を
下

る
貝
殻
坂
に
あ
っ
た
立
川
亭
と
い

う
料
亭
と
そ
の
前
を
流
れ
る
根
川

を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
川
は
残

堀
川
の
下
流
で
、
上
流
が
季
節
に

よ
っ
て
は
流
れ
が
涸
れ
て
し
ま
っ

て
も
、
こ
の
段
丘
の
下
か
ら
湧
き

出
す
地
下
水
に
よ
っ
て
年
間
を
通

し
て
豊
な
水
量
を
維
持
し
て
い
ま

し
た
。
立
川
の
人
た
ち
は
、
こ
の

川
の
恩
恵
を
受
け
て
多
摩
川
と
根

川
と
の
間
に
広
が
る
水
田
を
耕
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
絵
の
根
川
に
注
い
で
い

る
滝
の
よ
う
な
急
流
も
、
湧
水
を
水
源
と
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
根
川
に
架
か
っ
て
い

る
橋
を
渡
っ
て
少
し
歩
け
ば
も
う
多
摩
川
に

出
ま
す
。
立
川
亭
は
多
摩
川
で
と
っ
た
鮎
料

理
が
自
慢
の
料
亭
で
、
明
治
三
十
年
頃
建
て

ら
れ
ま
し
た
。

　

根
川
は
こ
こ
か
ら
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

先
で
多
摩
川
に
合
流
し
て
い
ま
し
た
が
、
河

川
整
備
事
業
に
よ
っ
て
途
中
で
バ
イ
パ
ス
さ

れ
、
現
在
で
は
下
流
部
は
、
近
く
に
あ
る
下

水
処
理
場
（
立
川
市
の
錦
町
処
理
場
）
の
高

度
処
理
水
が
流
れ
る
親
水
公
園
と
な
っ
て
い

▲ 鉄路を越える柴崎用水
▲ 貝殻坂立川亭鮎漁場

▲ 立川柴崎村風景（倉田三郎　画）▲ 段丘の下を流れる根川
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ま
す
。

　

も
う
一
枚
は
、
明
治
三
十
六
年
頃
の
「
多
摩

川
河
畔
丸
芝
鮎
漁
場
」
で
す
。
多
摩
川
が
増
水

す
る
と
流
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
仮
小
屋
造
り

の
休
み
処
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
奥
に
本
格

建
築
の
母
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

　

川
に
屋
形
船
を
浮
か
べ
、
鵜
飼
に
よ
る
漁
を

楽
し
み
な
が
ら
取
り
た
て
の
鮎
を
食
べ
た
そ
う

で
す
。
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
数
少
な
い

娯
楽
の
一
つ
で
し
た
。
遠
く
に
見
え
る
の
は
甲

武
鉄
道
の
鉄
橋
で
す
。
調
理
し
た
鮎
料
理
を
か

ま
ち
に
入
れ
て
屋
形
船
に
運
ん
で
い
る
人
も
見

え
ま
す
。
休
み
処
の
前
で
は
鮎
が
入
っ
て
い
る

魚
篭
（
び
く
）
が
置
か
れ
、
ま
な
板
の
上
で
魚
を
さ
ば
い
て
い
ま
す
。
そ
の
横
に
は
鵜
を

か
ご
か
ら
出
そ
う
と
し
て
い
る
鵜
使
い
が
い
ま
す
。
後
を
振
り
返
っ
て
い
る
こ
の
店
の
女

の
人
は
、
酒
の
徳
利
を
お
盆
に
の
せ
て
い
ま
す
が
、
な
に
か
こ
の
二
人
の
会
話
が
気
に
掛

か
る
風
情
で
す
。

　

こ
う
し
た
多
摩
川
の
鵜
飼
は
、
昭
和
十
年
頃
ま
で
続
い
た
そ
う
で
す
。

甲
州
街
道
日
野
の
渡
し

　

古
く
か
ら
、
立
川
か

ら
日
野
へ
多
摩
川
を
渡

る
に
は
、
渡
し
船
か
簡

単
な
橋
に
よ
っ
て
い
ま

し
た
。
渡
し
船
は
大
雨

が
降
り
、
流
れ
が
速
く

な
る
と
使
え
ま
せ
ん
の

で
、
何
日
も
足
止
め
さ

れ
ま
し
た
。
甲
州
街
道

の
難
所
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
甲
州
街
道
多
摩
川

渡
し
雪
景
色
」
で
は
、
真
冬
の
雪
道
に
足
を
と
ら
れ
な
が
ら
も
、
天
秤
に
商
い
の
品
物
と

お
ぼ
し
い
も
の
を
さ
げ
た
人
た
ち
が
、
日
野
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
ま
す
。
右
手
前
の
橋

は
根
川
の
も
の
で
、
左
上
の
橋
が
多
摩
川
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

橋
は
台
風
な
ど
で
増
水
す
る
と
流
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
夏
の
間
は
渡
し
船
に
よ
る
の
が

常
で
し
た
。

　

吉
蔵
は
夏
の
渡
し
船
の

風
景
も
描
い
て
い
ま
す
。

船
が
下
流
に
流
さ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の

で
し
ょ
う
か
。
川
に
は
ロ

ー
プ
が
張
っ
て
あ
り
ま
す
。

荷
馬
車
の
乗
っ
た
船
は
、

こ
の
ロ
ー
プ
に
船
を
引
っ

掛
け
て
、
船
頭
が
棹
で
船

を
操
っ
て
い
ま
す
。
も
う

▲ 根川の親水公園
▲ 多摩川河畔丸芝鮎漁場

▲ 日野の渡しの雪景色▲ 日野の渡し船
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一
隻
の
船
は
、
二
人
の
船
頭
が
船
の
と
も
と

へ
さ
き
に
立
ち
、
棹
を
使
っ
て
い
ま
す
。
船

頭
が
蓑
を
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

小
雨
が
降
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
番
傘
を

さ
し
た
丸
髷
の
着
物
姿
の
女
性
や
菅
笠
の
旅

人
な
ど
が
、
船
着
き
場
で
待
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
や
や
下
流
に
、
近
代
的
な
コ
ン
ク
リ

ー
ト
製
の
橋
が
架
か
っ
た
の
は
大
正
十
五
年

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

　

日
野
の
渡
し
の
辺
り
に
近
年
、
立
日
（
た

っ
ぴ
）
橋
が
架
か
り
、
立
川
駅
南
口
か
ら
真

っ
直
ぐ
に
延
び
る
道
が
日
野
に
続
い
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
モ
ノ
レ
ー
ル
も
走
っ
て
お
り
、

た
い
へ
ん
な
様
変
わ
り
で
す
。

多
摩
川
の
昔

　

こ
れ
は
、
青
梅
に
生
ま
れ
立
川
で
花
屋
さ
ん
を
営
ん
で
い
た
郷
土
史
家
の
三
田
鶴
吉
氏

が
語
っ
た
多
摩
川
に
ま
つ
わ
る
話
で
す
（「
多
摩
川
中
流
域
の
漁
労
具
」）。

　
『
近
く
の
川
原
で
は
、
砂
利
の
採
掘
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
手
掘
り
で
、
木

箱
に
入
れ
荷
馬
車
で
駅
ま
で
運
ん
で
い
ま
し
た
。
多
摩
川
の
砂
利
は
、
関
東
大
震
災
後
の

東
京
の
復
興
に
大
い
に
貢
献
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
不
景
気
で
、
農
家
の
人
た
ち
は
手
間

賃
稼
ぎ
に
、
砂
利
ふ
る
い
や
ト
ロ
ッ
コ
押
し
に
出
て
い
ま
し
た
。
砂
利
穴
と
い
わ
れ
る
掘

り
跡
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
天
然
の
プ
ー
ル
で
し
た
。
泳
い
で
い
て
背
が
と

ど
く
か
な
と
思
っ
て
立
っ
て
み
る
と
、
底
が
深
く
て
足
が
た
た
ず
溺
れ
た
子
供
も
い
ま
し

た
。
…

　

川
遊
び
に
行
っ
て
も
、
川
の
水
は
い
つ
も
き
れ
い
で
し
た
。
そ
れ
に
魚
も
た
く
さ
ん
い

ま
し
た
し
、
川
に
入
る
と
、
川
底
の
砂
利
や
足
の
先
が
透
き
通
っ
て
は
っ
き
り
見
え
ま
し

た
。
…
…
魚
が
体
中
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
突
っ
つ
く
の
で
、
と
て
も
く
す
ぐ
っ
た
く
て
入
っ

て
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
流
れ
か
ら
は
想
像
も
で
き
ま
せ
ん
が
、

昔
の
川
は
そ
れ
ほ
ど
豊
か
で
し
た
。
…

　

昔
は
多
摩
川
が
増
水
す
る
と
、
上
流
か
ら
た
く
さ
ん
の
流
木
が
流
れ
て
き
て
、
川
の
水

が
引
い
た
後
、
川
岸
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
ま
し
た
。
流
木
は
誰
が
拾
っ
て
も
良
い
こ
と
に

な
っ
て
い
て
、
当
時
は
燃
料
や
生
活
用
材
と
し
て
重
要
な
も
の
で
し
た
。
流
木
拾
い
は
一

番
先
に
見
つ
け
た
人
が
、
流
木
の
上
に
石
を
一
つ
の
せ
て
お
く
だ
け
で
、
他
の
人
は
誰
も

手
を
つ
け
ま
せ
ん
。
何
日
た
っ
て
も
そ
の
流
木
が
川
岸
に
あ
っ
た
も
の
で
す
。
…

　

立
川
あ
た
り
の
農
家
で
は
、
わ
ら
ぶ
き
屋
根
を
押
さ
え
る
「
押
し
ぶ
ち
」
に
、
筏
乗
り

の
使
っ
た
筏
棹
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
筏
乗
り
が
、
手
に
し
た
棹
が
流

さ
れ
た
時
の
た
め
に
何
本
か
ス
ペ
ア
を
用
意
し
、
下
流
で
用
済
み
な
っ
た
も
の
を
こ
の
辺

り
の
人
に
売
り
払
い
、
そ
れ
が
彼
ら
の
小
遣
い
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
』

（
文
責　

地
田
）

参
考
資
料

「
立
川
村
十
二
景
を
描
い
た
父
」　

馬
場
啓　

け
や
き
出
版

「
武
蔵
野
も
の
が
た
り
」　

三
浦
朱
門　

集
英
社
新
社

「
今
昔
写
真
集　

た
ち
か
わ
」　

立
川
市
教
育
委
員
会

「
立
川
飛
行
場
史
」　

三
田
鶴
吉　

自
費
出
版

「
多
摩
川
中
流
域
の
漁
労
具
」　

安
斉
忠
雄　

立
川
市
教
育
委
員
会

「
立
川
市
の
あ
ゆ
み
」　

立
川
市
教
育
委
員
会

「
江
戸
・
東
京
の
下
水
道
の
は
な
し
」　

東
京
下
水
道
史
探
訪
会　

技
報
堂
出
版

探
訪
余
話

　

立
川
で
少
青
年
時
代
を
過
ご
し
た
方
の
ト
イ
レ
や
下
水
道
に
関
す
る
思
い
出
の
記
を

「
江
戸
・
東
京
の
下
水
道
の
は
な
し
」（
技
報
堂
出
版
）
か
ら
引
用
し
、
昭
和
二
十
年
代

後
半
か
ら
四
十
年
代
前
半
に
お
け
る
状
況
を
再
現
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
『
家
の
ト
イ
レ
は
廊
下
の
突
当
た
り
に
あ
り
、
小
便
器
と
大
便
器
と
に
分
か
れ
て
い
る

汲
取
り
便
所
で
あ
っ
た
。
一
ヶ
月
に
一
度
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
汲
取
り
の
お
じ
さ
ん
が
来
て
、

ひ
し
ゃ
く
で
肥
桶
に
汲
取
っ
て
持
っ
て
行
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
バ
キ
ュ

ー
ム
カ
ー
に
代
わ
っ
た
の
は
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
二
十
五

年
頃
、
家
の
庭
は
今
で
い
う
家
庭
菜
園
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
私
の
母
が
農
家
の
出

身
で
あ
っ
た
た
め
か
、
野
菜
の
肥
料
と
し
て
自
分
で
も
時
々
屎
尿
を
汲
取
っ
て
与
え
て
い

▲ 日野の渡しの碑
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た
。
…

　

そ
の
頃
、
ま
だ
水
道
は
引
か
れ
て
お
ら
ず
、
近
所
の
家
二
軒
が
共
同
で
使
う
井
戸
が
家

の
台
所
寄
り
の
空
地
に
あ
っ
た
。
台
所
か
ら
の
雑
排
水
は
、
庭
の
隅
に
掘
っ
た
穴
に
流
れ

込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
吸
い
込
み
式
排
水
溜
め
で
あ
る
。
長
い
間
使
っ
て

い
る
と
吸
込
み
が
悪
く
な
り
、
父
を
手
伝
っ
て
下
に
貯
ま
っ
た
ヘ
ド
ロ
を
掻
い
掘
り
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
家
の
屋
根
に
降
っ
た
雨
や
井
戸
端
か
ら
の
水
は
、
地
面
に
溝
を

掘
り
生
活
道
路
を
経
由
し
て
表
の
道
の
側
溝
へ
流
し
て
い
た
。
…

　

立
川
の
町
に
、
陸
軍
の
飛
行
場
が
武
蔵
野
の
雑
木
林
を
切
り
拓
い
て
つ
く
ら
れ
た
の
は

大
正
十
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
飛
行
場
が
で
き
る
ま
で
は
、
雨
水
は
地
面
に
吸
わ
れ
て
お

り
、
雨
の
多
い
頃
に
は
涌
き
水
が
そ
こ
こ
こ
に
湧
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
飛
行
場
が
で
き
て
か
ら
は
、
格
納
庫
を
は
じ
め
と
す
る
大
き
な
屋
根
や
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
舗
装
さ
れ
た
道
路
や
滑
走
路
に
降
っ
た
雨
は
、
行
き
場
が
な
く
な
り
町
の
中
に
流
れ

出
て
し
ま
い
、
大
雨
の
た
び
に
市
街
地
が
水
浸
し
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

飛
行
場
か
ら
の
排
水
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
懸
案
事
項
と
な
り
、
昭
和

十
九
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
素
掘
り
の
排
水
路
が
開
削
さ
れ
、
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離

れ
た
多
摩
川
ま
で
つ
な
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
緑
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
護
岸
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
垂
直
の
も
の
に
改
修
さ
れ
、
や
が
て
覆
蓋
化
さ
れ
、
下
水
道
管
と
し

て
使
わ
れ
た
。
…

　

水
道
が
引
か
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
下
水

道
の
工
事
が
大
通
り
を
中
心
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
町
の
そ
こ
こ
こ
に
ヒ
ュ
ー
ム
管

の
置
き
場
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
私
の
家
の
吸
い
こ
み
式
排
水
溜
が
そ
の
後
も
長
く
あ
っ
た

こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
下
水
管
は
雨
水
を
排
除
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
家
の
台
所
の
排
水
が
表
の
車
道
の
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
下
水
管
に
パ
イ
プ
で
つ
な

が
っ
た
の
は
、私
が
中
学
校
を
卒
業
す
る
頃
（
昭
和
三
十
四
年
）
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
の
当
時
は
ま
だ
終
末
処
理
場
が
建
設
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ト
イ
レ
は
相
変
わ
ら
ず
汲
取
り

式
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
デ
パ
ー
ト
な
ど
の
大
型
店
舗
が
進
出
し
て
き
た
。
そ
れ

ら
の
店
に
あ
る
客
用
の
ト
イ
レ
は
水
洗
化
さ
れ
て
い
た
。
駅
前
に
あ
っ
た
公
衆
ト
イ
レ
と

は
雲
泥
の
差
の
き
れ
い
さ
で
あ
っ
た
の
で
、
よ
く
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ
ら
の
店

の
水
洗
ト
イ
レ
か
ら
の
排
水
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
つ
く
ら
れ
た
浄
化
槽
で
そ
れ
な
り
に

汚
水
処
理
を
受
け
た
後
に
、
そ
の
処
理
水
の
み
が
下
水
管
に
排
水
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
…

　

多
摩
川
の
日
野
橋
の
側
に
終
末
処
理
場
が
で
き
た
の
は
、
確
か
昭
和
四
十
三
年
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
、
と
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
経
ち
、
家
を
増
改
築
し
た
時
に

ト
イ
レ
を
水
洗
化
し
た
。
こ
の
時
、
大
と
小
を
兼
ね
る
便
器
に
変
わ
っ
た
』


