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成
子
町
の
下
水
道
事
情
②

　

前
回
は
『
町
方
書
上
』
の
「
成
子
町
」
の
下

水
に
関
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
当
時
成
子
町
が
管
理
す
る
二
つ
の
下
水

が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
青
梅
街
道
を

挟
ん
だ
常
圓
寺
の
向
か
い
側
か
ら
街
道
を
横
断

し
て
、
常
圓
寺
の
背
後
の
柏
木
村
に
流
れ
込
む

下
水
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
下
水
は
「
横
切

下
水
」
と
呼
ば
れ
る
。
今
回
は
成
子
町
に
あ
っ

た
と
い
う
も
う
一
つ
の
下
水
に
つ
い
て
み
て
み

よ
う
。

一　

當
町
并
淀
橋
町
堺
横
町
、
両
町
掛
リ
下

水
、
長
両
側
ニ
而
三
百
五
拾
間
程
、
幅
弐

尺當
町
ゟ
淀
橋
町
江
流
申
候

右
下
水
石
橋
壱
ケ
所
、
下
水
之
幅
弐
尺
、

橋
之
幅
壱
間
四
尺

〈
書
き
下
し
〉

一　

當
町
な
ら
び
に
淀
橋
堺
横
町
、
両
町
掛

か
り
下
水

長
さ
両
側
に
て
三
五
〇
間
程
、
幅
弐
尺

當
町
よ
り
淀
橋
町
へ
流
し
申
し
候

右
下
水
石
橋
壱
ケ
所
、
下
水
の
幅
弐
尺
、

橋
の
幅
壱
間
四
尺

〈
意
訳
〉

一　

當
町
（
成
子
町
）
と
淀
橋
町
の
堺
（
境
）

に
あ
る
横
町
の
、
ふ
た
つ
の
町
で
管
理
す

る
下
水
で
あ
る
。

長
さ
は
両
側
で
三
五
〇
間
ほ
ど
、
幅
は
二

尺
で
あ
る
。
當
町
（
成
子
町
）
か
ら
淀
橋

町
へ
流
し
て
い
る
。
右
の
下
水
に
は
石
橋

が
一
か
所
、
下
水
の
幅
は
二
尺
で
、
橋
の

幅
は
一
間
四
尺
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
下
水
は
「
當
町
」
＝
成
子
町
と

「
淀
橋
堺
横
町
」
が
「
掛
か
り
」
＝
管
理
す
る

下
水
で
あ
る
と
い
う
。
淀
橋
町
は
成
子
町
の
隣

町
で
、
そ
の
堺
（
境
）
に
あ
る
「
横
町
」
と
成

子
町
が
こ
の
下
水
を
使
用
し
、
そ
の
管
理
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
横
町
」と
は
、

前
回
も
触
れ
た
よ
う
に
表
通
り
か
ら
横
へ
入
っ

た
町
筋
の
こ
と
で
あ
り
、
文
化
十
三
年
（
一
八

一
六
）
年
に
伊
能
忠
敬
が
測
量
し
作
成
し
た
絵

図
（【
図
】）
を
み
る
と
、
成
子
町
と
淀
橋
町
の

境
界
に
道
が
通
り
、
そ
の
両
側
に
「
成
子
町
」

「
淀
橋
町
」
と
そ
れ
ぞ
れ
町
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
一
方
の
「
成
子
町
」
と
記
さ
れ
た
町

を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
下
水
は
長
さ
が
両
側
に
て
三

百
五
十
間
（
お
よ
そ
六
百
三
十
㍍
）
ほ
ど
の
長

さ
で
あ
る
と
い
う
。【
図
】か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

成
子
町
は
青
梅
街
道
の
両
側
に
向
か
い
あ
っ
て

町
屋
が
並
ん
で
お
り
、
こ
の
町
屋
に
沿
っ
て
敷

か
れ
た
下
水
は
淀
橋
町
に
流
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
青

梅
街
道
は
常
圓
寺
か

ら
中
野
方
面
へ
向

か
っ
て
神
田
川
と

交
差
す
る
ま
で
道
は

下
っ
て
お
り
、
成
子

町
か
ら
淀
橋
町
へ
流

れ
る
下
水
は
、
最
終

的
に
は
神
田
川
に
流

れ
込
ん
で
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
「
幅
弐

尺
」（
約
六
十
㌢
メ
ー

ト
ル
）
の
下
水
に
は
、

「
壱
間
四
尺
」
の
石

橋
が
一
ヶ
所
か
か
っ

て
い
た
と
い
う
。
二

尺
と
い
う
幅
は
前
回
の
「
横
切
下
水
」
と
同
じ

幅
で
、
そ
の
規
格
が
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
が
、
そ
こ
に
か
か
っ
て
い
た
石
橋
は
、
お

そ
ら
く
成
子
町
と
淀
橋
町
の
「
横
町
」
と
下
水

が
交
差
す
る
と
こ
ろ
（【
図
】
の
★
）
に
架
か
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
成
子
町
と
淀
橋
町
の
境
の
横

町
の
道
幅
が
「
壱
間
四
尺
」
＝
約
三
㍍
ほ
ど
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
町
方
書
上
』
の
隣
町
の
「
淀

橋
町
」
を
み
る
と
、
下
水
に
関
す
る
記
述
が
な

い
。
江
戸
の
町
々
の
下
水
は
城
下
の
建
設
当
初

か
ら
整
備
さ
れ
、
十
七
世
紀
頃
に
は
お
よ
そ
確

立
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
管
理
は
、
当

初
は
専
門
の
奉
行
が
置
か
れ
、
度
々
下
水
の
浚さ

ら

い
を
き
ち
ん
と
行
う
よ
う
命
じ
る
な
ど
、
日
常

の
維
持
管
理
に
つ
い
て
の
お
触
れ
も
出
さ
れ
て

い
た
が
、
次
第
に
そ
れ
は
町
々
の
自
治
に
委
ね

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
費
用
な
ど
も
町
が
負
担

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
成
子
町

か
ら
流
れ
て
く
る
下
水
は
、
当
然
隣
の
淀
橋
町

も
利
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
維

持
管
理
は
成
子
町
が
請
け
負
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

武
家
屋
敷
、
寺
院
、
そ
し
て
町
屋
が
入
り
組

む
江
戸
城
下
を
流
れ
る
下
水
は
、
現
代
で
い
え

ば
「
イ
ン
フ
ラ
」
と
い
う
、
社
会
が
共
有
す
る

生
活
の
基
盤
と
な
る
施
設
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
こ
う
し
た
公
共
施
設
の
維
持
管
理
は
、

城
下
に
住
む
人
々
が
社
会
と
し
て
維
持
管
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
江

戸
の
町
は
身
分
や
階
層
を
越
え
、
人
々
の
協
力

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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【図】朱線の部分が「横町」と思われる。その右側が成子町、左側が淀橋町となっている。


