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淀
橋
浄
水
場
―

東
京
の
「
近
代
水
道
」
そ
の
二

◯
淀
橋
町
と
浄
水
場

　

近
代
水
道
の
整
備
に
お
け
る
行
政
区
画
と
水
道
を

巡
る
問
題
は
、
淀
橋
浄
水
場
の
目
前
に
お
い
て
も
存

在
し
た
。
実
は
操
業
を
開
始
し
た
明
治
三
十
一
年
か

ら
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
ま
で
、
一
滴
の
水
も
そ

の
浄
水
場
が
立
地
す
る
淀
橋
町
に
は
供
給
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
淀
橋
浄
水
場
が
立
地
す
る
東

京
府
豊
多
摩
郡
淀
橋
町
は
、
当
時
の
水
道
条
例
に
基

づ
き
、
東
京
府
下
で
は
あ
る
が
「
東
京
市
」
で
は
な

い
た
め
、
そ
の
給
水
区
域
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
淀
橋
町
の
住
民
は
、「
…

目
の
前
に
浄
水
を
控
え
な
が
ら
塀
一
つ
外
の
町
民
は

悪
い
飲
料
水
に
困
り
抜
い
て
も
一
滴
も
飲
ま
せ
て
も

ら
え
な
い
…
」（
大
正
十
二
年
七
月
二
十
八
日
「
読

売
新
聞
」
記
事
）
と
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
浄
水
を

湛
え
る
施
設
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、
水
質
の
悪
い

井
戸
水
等
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
生
活
を
送
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

○
淀
橋
町
と
し
て
の
努
力

　

浄
水
場
を
目
前
に
し
な
が
ら
そ
の
水
を
使
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
が
続
く
中
、
大
正
八

年
頃
よ
り
淀
橋
町
で
上
下
水
道
布
設
の
要
望
が
高
ま

り
、
淀
橋
浄
水
場
か
ら
の
分
譲
水
を
水
源
と
す
る
町

営
水
道
計
画
が
立
て
ら
れ
た
が
、
当
時
の
町
財
政
で

は
そ
の
負
担
に
耐
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
中
止
に

な
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
四
月
に
、

町
が
児
童
の
飲
料
水
検
査
を
行
っ
た
結
果
、
そ
の
水

質
が
極
め
て
不
良
で
、
衛
生
上
放
置
で
き
な
い
と
い

う
理
由
で
水
道
布
設
が
決
定
し
た
。
そ
の
手
始
め
と

し
て
、
町
内
の
小
学
校
と
沿
道
消
火
栓
の
給
水
の
認

可
を
申
請
し
、
大
正
十
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
を

は
さ
み
つ
つ
も
、
段
階
的
に
そ
の
工
事
が
進
め
ら
れ
、

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
三
月
、
全
工
事
が
完
了
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
淀
橋
町
内
に
お
い
て
、
三
七
四

五
戸
が
水
道
を
使
用
（
昭
和
五
年
九
月
当
時
）
す
る

事
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
、
昭
和
七
年
三

月
時
点
で
は
、
町
内
の
人
口
約
六
万
人
の
内
、
給
水

人
口
が
約
二
万
二
千
人
ほ
ど
に
な
っ
た
と
い
う
。

◯
当
時
の
水
道
料
金
は
？

　

こ
う
し
て
よ
う
や
く
淀
橋
町
に
も
浄
水
場
の
水
が

給
水
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
た
め
の
負
担

は
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
水

道
料
金
は
、
一
ヵ
月
十
㎥
（
一
㎥
は
千
リ
ッ
ト
ル
）

ま
で
の
使
用
で
一
円
五
十
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
。（
大

正
時
代
の
頃
、
一
日
一
人
あ
た
り
の
水
の
使
用
料
は

約
百
二
十
リ
ッ
ト
ル
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。）
ち
な

み
に
、
昭
和
初
期
の
物
価
は
、
米
十
㎏
＝
三
円
二
十

銭
、
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
＝
十
銭
、
映
画
館
入
場
料
＝
三

十
銭
、
ビ
ー
ル
大
瓶
一
本
＝
四
十
二
銭
、
公
務
員
初

任
給
が
七
十
五
円
ほ
ど
の
時
代
で
あ
っ
た
。

◯
浄
水
場
の
移
転
計
画

　

昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
、
移
転
に
伴
っ
て
閉

鎖
し
た
淀
橋
浄
水
場
で
あ
る
が
、
実
は
、
竣
工
（
明

治
四
十
四
年
）
か
ら
半
世
紀
も
た
た
な
い
大
正
末
期

か
ら
そ
の
移
転
に
つ
い
て
公
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
理
由
は
、
地
元
で
あ
る
新
宿
の
街
と
し
て

の
発
展
に
障
害
と
な
る
と
い
う
背
景
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

浄
水
場
が
建
設
さ
れ
た
当
時
、
新
宿
付
近
は
い
わ

ゆ
る
東
京
市
近
郊
の
農
村
地
帯
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
大
正
末
期
に
入
る
と
、
新
宿
は
銀
座
と
並
ぶ
ほ

ど
の
大
商
業
地
、
盛
り
場
と
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
。

本
来
、
新
宿
は
東
京
市
郊
外
の
地
で
あ
っ
た
が
、
明

治
以
降
、
東
京
市
域
の
人
口
の
急
激
な
増
加
の
結
果
、

新
宿
の
よ
う
な
隣
接
す
る
周
辺
郊
外
地
域
へ
人
口
が

移
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
隣
接

す
る
五
郡
八
十
二
市
町
村
が
、
昭
和
七
年
（
一
九
三

二
）
十
月
一
日
、
東
京
市
へ
と
編
入
さ
れ
、
淀
橋
町

は
淀
橋
区
と
し
て
新
し
い
二
十
区
の
一
つ
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
水
道
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
市
と

区
別
さ
れ
た
形
で
の
給
水
か
ら
東
京
市
と
し
て
一
元

化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
具
体
的
に
は
水
道
料
金
の

減
額
な
ど
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
宿

は
江
戸
時
代
か
ら
甲
州
街
道
、
青
梅
街
道
の
宿
場
町

で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
交
通
の
要
所
と
し
て
、
明

治
以
降
、
山
手
線
、
中
央
線
、
京
王
線
、
市
電
な
ど
、

東
京
市
と
郊
外
を
結
ぶ
交
通
機
関
の
要
所
と
し
て
新

た
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
街
の
発
展
を
促
し
た
と
い
う
。

さ
ら
に
は
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
東
京
市
域
に
大
き

な
被
害
が
及
ん
だ
一
方
で
、
郊
外
の
新
宿
は
比
較
的

被
害
が
軽
微
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
よ
り
商
業

地
と
し
て
の
新
宿
の
発
展
を
維
持
、
促
進
す
る
要
因

と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
新
宿
の
発
展
の
中

で
、
淀
橋
町
の
七
十
三
万
余
坪
の
内
、
約
十
万
坪
の

広
大
な
土
地
を
占
め
、
さ
ら
に
そ
の
中
心
で
あ
る
新

宿
駅
に
近
接
す
る
淀
橋
浄
水
場
の
移
転
を
求
め
る
声

が
持
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

◯
戦
後
の
移
転
ま
で
役
割
を
果
た
す

　

こ
の
時
の
移
転
問
題
は
、
結
局
見
送
り
と
な
っ
た

が
、
先
に
触
れ
た
東
京
市
が
拡
張
さ
れ
た
昭
和
七
年

に
も
起
こ
っ
て
お
り
、
特
に
浄
水
場
が
近
接
す
る
新

宿
駅
西
口
付
近
の
鉄
道
、
道
路
の
路
線
改
良
計
画
が
、

浄
水
場
の
移
転
を
前
提
と
し
て
立
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
移
転
に
向
け
て
の
具
体
案
も
練
ら
れ

た
。
ち
な
み
に
浄
水
場
の
移
転
は
地
元
民
か
ら
の
要

望
が
強
か
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
要
望
に
浄
水
場
跡

地
に
高
層
建
築
物
の
建
設
を
反
対
す
る
意
見
が
盛
り

込
ま
れ
て
お
り
、
戦
後
の
副
都
心
計
画
と
全
く
相
反

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

淀
橋
町
の
ほ
か
新
宿
に
生
活
す
る
人
々
に
水
を
供

給
す
る
存
在
の
は
ず
が
、
街
の
発
展
の
障
害
と
な
る

と
し
て
移
転
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
、
矛
盾
し
た
状

況
に
お
か
れ
て
き
た
浄
水
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
計

画
は
日
本
が
戦
争
に
向
け
て
動
き
出
す
の
に
伴
っ
て

白
紙
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
や
は
り
毎
日
の
市
民
生
活

の
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
浄
水
場
を
、
容

易
に
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
戦
争
は
浄
水
場
に
と
っ
て
も
大
き
な
危
機
で

あ
っ
た
。
特
に
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
五
月
二

十
五
日
〜
二
十
六
日
の
空
襲
で
は
、
浄
水
場
の
事
務

所
や
原
水
ポ
ン
プ
な
ど
が
焼
失
し
た
と
い
う
。
幸
い

浄
水
、
送
水
施
設
の
被
害
が
少
な
か
っ
た
た
め
配
水

量
が
一
時
五
十
％
ま
で
減
少
し
た
だ
け
で
済
ん
だ
と

い
う
が
、
戦
後
、
施
設
の
改
良
を
重
ね
つ
つ
「
新
宿

副
都
心
計
画
」
が
具
体
化
、
実
行
さ
れ
る
昭
和
四
十

年
ま
で
浄
水
場
は
そ
の
機
能
を
果
た
し
、
新
宿
と
と

も
に
歩
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

（
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