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平
成
二
五
年
十
一
月
、『
大
田
区
ま
ち
な
か
・
ま
ち
か
ど
遺
産
／

六
郷
用
水
』
と
題
さ
れ
た
講
座
が
開
か
れ
ま
し
た
。
プ
レ
ゼ
ン
タ
ー

は
当
時
大
田
区
立
鄕
土
博
物
館
学
芸
員
の
北
村
敏
さ
ん
で
す
。
ち
ょ

う
ど
、
鄕
土
博
物
館
で
同
タ
イ
ト
ル
の
特
別
展
を
担
当
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
お
話
し
を
伺
っ
た
も
の
で
す
。
北
村
さ
ん
は
現
在
の
仕
事

が
忙
し
く
、
原
稿
を
書
く
余
裕
が
な
い
と
の
こ
と
で
、
私
が
六
郷
用

水
の
概
略
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）、
小
田
原
北
条
氏
を
滅
ぼ
し
た
徳
川

家
康
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
、
三
河
か
ら
関
東
へ
国
替
え
を
命
じ
ら

れ
ま
す
。
家
康
は
江
戸
に
腰
を
据
え
る
事
を
念
頭
に
、
将
来
を
見
越

し
江
戸
の
基
盤
整
備
を
始
め
ま
す
。 

二
つ
の
大
き
な
事
業
と
し
て
、
ま
ず
は
物
流
の
拠
点
と
し
て
の
運

河
の
整
備
を
行
い
ま
す
。
当
時
物
資
の
運
搬
は
、
船
が
主
体
の
水
運

に
頼
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
人
口
増
を
見
越
し
、
新
田
開
発
を
積

極
的
に
進
め
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
で
開
削
さ
れ
た
の
が
六
郷
用

水
で
す
。
当
時
の
大
田
区
の
平
野
部
分
は
六
郷
領
で
あ
り
、
平
ら
な

土
地
な
の
で
稲
作
に
は
適
し
て
い
ま
し
た
が
、
水
利
の
便
が
悪
く
ほ

と
ん
ど
荒
れ
地
と
湿
地
帯
で
し
た
。
豊
富
な
水
さ
え
供
給
で
き
れ
ば
、

六
郷
領
は
豊
か
な
農
村
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
考
え

ら
れ
た
の
が
、
多
摩
川
中
流
か
ら
取
水
す
る
灌
漑
用
水
路
を
造
る
こ

と
で
し
た
。 

 

家
康
の
命
を
受
け
工
事
の
指
揮
を
取
っ
た
の
は
、
小
泉
次
大
夫
で

す
。
次
大
夫
は
元
今
川
家
の
家
臣
で
す
が
、
徳
川
家
康
に
従
っ
て
江

戸
に
来
ま
し
た
。
河
川
の
制
御
を
得
意
と
す
る
一
族
出
身
の
た
め
、

家
康
に
六
郷
用
水
と
二
ヶ
領
用
水
開
削
を
進
言
し
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
二
ヶ
領
用
水
と
は
多
摩
川
の
対
岸
、
川
崎
側
の
稲
毛
領
と
川

崎
領
の
二
つ
の
領
地
に
水
を
供
給
し
た
こ
と
か
ら
「
二
ヶ
領
用
水
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
用
水
路
で
す
。
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
に
住

む
農
民
を
徴
用
し
て
、
開
削
工
事
は
六
郷
用
水
側
と
二
ヶ
領
用
水
側

と
で
交
互
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。 

 

ま
ず
は
測
量
。
次
大
夫
は
多
摩
川
と
台
地
部
分
が
接
近
し
て
い
る

多
摩
川
浅
間
神
社
付
近
か
ら
取
水
で
き
な
い
か
考
え
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
た
だ
こ
の
地
点
か
ら
の
取
水
は
多
摩
川
の
水
位
が
低
く
、

当
時
の
技
術
で
は
汲
み
上
げ
て
取
水
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
断
念
し

ま
す
。
そ
し
て
、
最
適
の
取
水
口
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
こ
こ
か
ら

約
一
〇
キ
ロ
上
流
の
狛
江
市
和
泉
地
点
で
す
。 

 

多
摩
川
沿
い
に
は
河
岸
段
丘
と
し
て
の
国
分
寺
崖
線
が
続
い
て

い
ま
す
。
六
郷
用
水
は
こ
の
崖
線
の
す
そ
野
を
削
る
よ
う
に
少
し
で

も
高
い
位
置
を
キ
ー
プ
し
な
が
ら
開
削
さ
れ
た
の
で
す
。
暴
れ
川
と

呼
ば
れ
て
い
た
多
摩
川
は
大
雨
ご
と
に
氾
濫
を
繰
り
返
し
て
お
り
、

高
い
位
置
に
造
ら
な
い
と
、
低
い
位
置
で
は
氾
濫
に
飲
み
込
ま
れ
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

水
と
緑
の
六
郷
用
水
を 

三
橋 

昭 
  

高砂橋(昭和29年) 

左からの流れが六郷用水。 

中央上部から西嶺町を流れる湧

水が合流する。 
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狛
江
市
和
泉
の
標
高
は
お
よ
そ
二
六
ｍ
。
南
北
引
き
分
け
と
呼
ば

れ
る
地
点
（
一
本
の
本
流
が
池
上
、
大
森
方
面
の
北
堀
と
蒲
田
、
糀

谷
方
面
の
南
堀
に
分
か
れ
る
）
が
標
高
約
八
ｍ
。
こ
の
勾
配
差
を
利

用
し
、
更
な
る
末
端
ま
で
も
自
然
流
下
さ
せ
用
水
は
流
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
各
村
々
に
小
堀
が
張
り
巡
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
設
計
に

二
年
も
の
月
日
を
費
や
し
た
と
は
い
え
、
ま
だ
近
代
測
量
術
が
日
本

に
入
っ
て
く
る
前
の
時
代
、
そ
の
工
事
の
正
確
さ
は
驚
嘆
に
価
し
ま

す
。
一
説
に
は
夜
間
提
灯
を
点
し
て
そ
の
高
低
差
を
測
っ
た
と
か
、

線
香
の
明
か
り
を
頼
り
に
計
っ
た
と
か
様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、

記
録
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、

分
か
り
ま
せ
ん
。 

徳
川
幕
府
開
府
以
前
の
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
測
量
開
始
し
た

六
郷
用
水
の
工
事
は
慶
長
一
六
年(

一
六
一
一)

の
完
了
ま
で
足
掛

け
一
四
年
も
の
大
工
事
で
し
た
。
実
際
に
工
事
を
担
当
し
た
の
は
六

郷
領
の
村
々
の
農
民
で
す
。
人
数
も
道
具
も
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
有
名
な
玉
川
上
水
は
わ
ず
か
一
年
で
完
成
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
工
期
の
違
い
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

江
戸
幕
府
の
成
立
は
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）、
そ
の
七
年
後
に

六
郷
用
水
は
完
成
し
て
い
ま
す
が
、
玉
川
上
水
の
完
成
は
承
応
二
年
(

一
六
五
三)

で
、
徳
川
幕
府
成
立
五
〇
年
後
で
あ
り
、
幕
府
も
安
定

し
、
財
力
も
あ
る
こ
と
か
ら
五
千
両
の
資
金
を
投
入
し
て
の
一
大
土

木
事
業
な
の
で
す
。（
も
っ
と
も
、
五
千
両
で
は
足
り
な
か
っ
た
よ

う
で
す
）
従
っ
て
工
事
人
足
を
多
数
投
入
し
て
、
一
年
で
完
成
さ
せ

ま
し
た
。
と
あ
る
デ
ー
タ
を
元
に
自
分
が
試
算
し
た
と
こ
ろ
、
一
日

三
〇
〇
人
程
度
の
人
足
が
働
い
て
い
な
い
と
、
一
年
程
で
の
完
成
は

無
理
な
計
算
に
な
り
ま
す
。 

 

六
郷
用
水
が
出
来
て
ど
の
程
度
田
ん
ぼ
の
面
積
が
広
が
っ
た
の

か
、
実
は
そ
れ
以
前
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
分
か
ら
な
い
の
で

す
が
、
宝
暦
二
年(

一
七
五
二)

以
降
の
記
録
を
見
る
と
確
実
に
増
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
ピ
ー
ク
は
明
治
三
一
年(

一

八
九
八)

で
す
。
そ
の
時
の
面
積
は
一
〇
一
二
町
三
反
七
畝
二
四
歩
。

（
一
町
は
お
よ
そ
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
現
大
田
区
区
域
は
、
こ
の
頃
ま

で
が
さ
ほ
ど
の
変
化
も
無
く
緩
や
か
に
推
移
し
た
三
〇
〇
年
、
一
面

田
ん
ぼ
が
広
が
る
の
ど
か
な
農
村
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
激
変

の
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

大
森
近
辺
を
中
心
に
、
宅
地
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
と
は
言
え
、

ま
だ
ま
だ
田
ん
ぼ
の
面
積
が
旧
六
郷
領
の
総
面
積
の
半
分
以
上
を

占
め
て
い
た
大
正
末
期
、
急
激
な
宅
地
化
が
進
み
ま
す
。
そ
の
要
因

は
私
鉄
網
が
整
備
さ
れ
、
山
手
線
の
内
側
ま
で
通
勤
圏
に
な
っ
た
こ

と
。
村
々
で
は
耕
地
整
理
も
進
み
、
宅
地
の
提
供
が
進
ん
だ
こ
と
、

ま
た
、
黒
澤
工
場
し
か
り
、
新
潟
鐵
工
し
か
り
、
高
砂
香
料
等
々
大

正
時
代
に
入
る
と
、
大
き
な
工
場
が
陸
続
と
進
出
し
て
き
ま
す
。
そ

し
て
何
よ
り
、
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
関
東
大
震
災
で

す
。
壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
下
町
な
ど
か
ら
、
比
較
的
被
害
の
少
な

か
っ
た
大
田
区
エ
リ
ア
に
、
家
を
失
っ
た
人
達
が
続
々
移
住
し
て
き

て
、
一
気
に
宅
地
化
が
進
み
ま
し
た
。 

 
そ
の
結
果
田
ん
ぼ
が
激
減
し
、
灌
漑
用
水
と
し
て
の
役
目
を
終
え

た
六
郷
用
水
は
、
生
活
排
水
路
と
し
て
一
気
に
ド
ブ
と
化
し
ま
す
。
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そ
の
後
、
隅
々
ま
で
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
六
郷
用
水
は
、
こ
れ
幸

い
と
ば
か
り
に
下
水
整
備
の
た
め
大
小
の
土
管
を
埋
め
ら
れ
、
下
水

路
網
と
な
り
、
ご
く
一
部
を
除
き
暗
渠
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

し
て
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
植
え
込
み
に
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
歩
道
に

姿
を
変
え
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
よ
く
気
を
つ
け
て
街
を
散
策
す

る
と
、
片
側
だ
け
に
植
込
み
が
あ
る
道
が
結
構
目
に
付
き
ま
す
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
、
姿
を
変
え
た
六
郷
用
水
路
跡
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違

い
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

  

紙
面
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
蒲
田
周
辺
の
変
化
に
絞
っ
て
辿
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。
の
ど
か
な
農
村
地
帯
で
あ
っ
た
蒲
田
に
は
大
正
初
め

頃
よ
り
大
型
の
工
場
が
進
出
し
、
一
気
に
都
市
化
が
進
み
ま
す
。
そ

ん
な
企
業
の
一
つ
、
松
竹
キ
ネ
マ
蒲
田
撮
影
所
が
出
来
た
の
は
大
正

九
年(

一
九
二
〇)

、
蒲
田
の
街
は
突
然
、
女
優
、
男
優
が
闊
歩
す
る

華
や
か
な
街
に
な
り
ま
し
た
。
毎
週
土
曜
日
に
開
か
れ
た
縁
日
は
、

遠
く
か
ら
俳
優
の
姿
を
求
め
て
や
っ
て
来
る
人
も
多
く
、
と
て
も
賑

わ
っ
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
撮
影
所
に
は
松
竹
橋
と
い
う
橋
を
渡
ら
な
い
と
入
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
橋
の
下
を
流
れ
て
い
た
の
が
六
郷
用
水
の
主
要
な
支
流
、

逆
（
さ
か
さ
）
川
で
す
。
元
を
辿
れ
ば
そ
の
流
れ
は
、
現
在
区
役
所

に
な
っ
て
い
る
建
物
の
中
央
を
貫
き
、
Ｊ
Ｒ
線
路
の
下
を
流
れ
、
東

急
蒲
田
駅
の
脇
を
流
れ
る
御
園
堀
か
ら
続
い
て
い
る
流
れ
で
す
。
こ

の
御
園
堀
は
六
郷
用
水
南
堀
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
支
流
の
一
つ
に

な
り
ま
す
。 

 

現
在
ア
ロ
マ
ス
ク
エ
ア
の
広
場
植
込
み
の
一
角
に
松
竹
橋(

映
画

「
キ
ネ
マ
の
天
地
」
の
セ
ッ
ト
だ
っ
た
も
の)

の
標
柱
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
映
画
「
キ
ネ
マ
の
天
地
」
完
成
記
念
に
、
松
竹
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。「
キ
ネ
マ
の
天
地
」
は
ご
覧
に
な
っ
た
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
松
竹
蒲
田
撮
影
所
に
働
く
若
者
の
人
間
模
様

を
生
き
生
き
と
描
い
た
名
作
で
す
。
標
柱
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所

は
、
ほ
ぼ
以
前
松
竹
橋
が
架
か
っ
て
い
た
場
所
で
、
区
役
所
方
面
を

眺
め
る
と
建
物
正
面
が
見
え
、
反
対
側
は
現
在
遊
歩
道
と
な
っ
て
い

る
さ
か
さ
川
通
り
へ
と
繋
が
り
、
そ
の
先
で
呑
川
へ
と
落
ち
込
み
ま

す
。
逆
川
と
い
う
名
前
は
増
水
時
の
呑
川
か
ら
逆
流
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。 

蒲
田
大
通
り
か
ら
蒲
田
八
幡
へ
と
向
か
う
ポ
プ
ラ
ー
ド
２
が
逆

川
と
交
差
す
る
地
点
に
架
か
っ
て
た
の
が
蒲
田
橋
で
す
。「
蒲
田
」

と
い
う
名
前
が
こ
の
橋
に
付
け
ら
れ
た
の
は
重
要
で
す
。
か
つ
て
蒲

田
町
役
場
や
、
蒲
田
区
の
区
役
所
も
近
く
に
設
け
ら
れ
こ
こ
ら
一
帯

が
蒲
田
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
橋
名
が
「
蒲
田
橋
」
と
付
け

ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
昭
和
に
造
ら
れ
た
蒲
田
橋
の
親
柱
が

二
つ
、
呑
川
の
側
壁
添
い
に
移
築
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
余
談
で
す

が
、
こ
の
蒲
田
橋
が
ど
の
程
度
の
規
模
の
橋
で
あ
っ
た
の
か
を
想
像

で
き
る
よ
う
に
、
さ
か
さ
川
通
り
を
整
備
し
た
と
き
に
四
つ
の
真
鍮

製
？
ア
ン
カ
ー
ポ
イ
ン
ト
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

そ
の
ア
ン
カ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
る
と
、
橋
の
幅
と
長
さ
が
想
像

で
き
ま
す
。 

 

現
在
、
六
郷
用
水
が
開
渠
と
な
っ
て
い
る
の
は
沼
部
の
復
元
水
路
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と
田
園
調
布
か
ら
世
田
谷
区
等
々
力
、
岡
本
方
面
を
流
れ
る
丸
子
川

（
現
在
は
多
摩
川
の
支
流
扱
い
で
一
級
河
川
と
な
り
、
名
前
も
丸
子

川
と
な
っ
て
い
る
）
の
み
で
す
。
た
だ
水
の
確
保
が
難
し
い
と
は
言

え
、
今
後
水
路
と
な
っ
て
復
活
出
来
そ
う
な
場
所
も
い
く
つ
か
あ
り

ま
す
。
復
元
水
路
が
あ
ち
こ
ち
に
出
来
る
こ
と
で
、
歴
史
に
裏
打
ち

さ
れ
た
水
と
緑
に
包
ま
れ
た
い
こ
い
の
空
間
が
増
え
る
こ
と
を
切

に
願
い
ま
す
。 

                 

                        

丸子橋架橋のため、 

盛り土された中原街道部分に流れていた六郷用水路 

上は現在、下は昭和29年の写真 


