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水
は
船
を
利
用
し
て
物
資
を
運
ぶ
水
路
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
羽
村

の
名
主
ら
が
新
政
府
に
船
の
通
行
を
請
願
し
、

明
治
３
（
１
８
７
０
）
年
に
こ
れ
が
認
可
。

羽
村
か
ら
内
藤
新
宿
（
現
在
の
新
宿
御
苑
付

近
）
ま
で
、
船
が
運
航
さ
れ
ま
し
た
。
中
流

域
の
村
々
も
通
船
事
業
に
参
画
す
る
よ
う
に

な
り
、
武
蔵
野
市
域
で
は
、
現
在
の
桜
堤
に

あ
る
新
橋
付
近
に
船
だ
ま
り
や
物
揚
げ
場
が

設
け
ら
れ
、
境
村
の
年
寄
（
村
役
人
）
斧
右

衛
門
と
組
頭
佐
七
が
問
屋
を
し
て
い
た
こ
と

が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

武
蔵
野
市
域
で
ど
の
よ
う
な
荷
が
積
み
込

ま
れ
て
い
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
す
。
現
在

の
立
川
市
の
河
岸
か
ら
は
、
八
王
子
の
市い
ち

で

取
引
さ
れ
た
薪し
ん

炭た
ん

、
織
物
な
ど
が
積
ま
れ
て

い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
武
蔵
野
市
域

か
ら
も
近
く
の
村
で
採
れ
た
農
作
物
な
ど
が

積
ま
れ
、
都
市
部
へ
と
運
ば
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
玉
川
上
水

の
船
の
行
き
来
は
、
明
治
５
（
１
８
７
２
）

年
に
は
禁
止
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
船
の

増
加
に
よ
っ
て
上
水
が
汚
れ
、
市
中
の
用
水

に
支
障
を
き
た
す
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で

し
た
。
わ
ず
か
２
年
の
こ
と
で
し
た
が
、
玉

川
上
水
を
船
が
行
き
交
い
、
武
蔵
野
と
都
心

を
つ
な
い
で
い
た
光
景
は
、
水
運
が
栄
え
た

江
戸
の
ま
ち
の
面
影
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

市
民
ら
の
声
が 

清
流
を
よ
み
が
え
ら
せ
た

　

昭
和
に
入
る
と
東
京
の
人
口
急
増
に
対
応

す
る
た
め
、
各
地
に
貯
水
池
や
浄
水
場
が
建

設
さ
れ
ま
す
。
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
に

東
村
山
浄
水
場
が
建
設
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま

で
玉
川
上
水
の
水
を
浄
化
し
て
い
た
新
宿
・

淀
橋
浄
水
場
の
機
能
を
移
管
す
る
こ
と
に
な

り
、
淀
橋
は
閉
鎖
。
こ
れ
に
伴
い
、
玉
川
上

水
の
機
能
は
羽
村
の
取
水
口
か
ら
小
平
監
視

所
（
立
川
市
）
ま
で
と
な
り
、
武
蔵
野
市
域

の
玉
川
上
水
も
こ
の
時
点
で
流
れ
が
止
ま
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
ご
み
が
投
げ
捨
て
ら
れ
る
な

ど
、
玉
川
上
水
の
荒
廃
が
進
む
こ
と
に
。
ま

た
、
東
京
都
で
は
機
能
し
て
い
な
い
部
分
を

埋
め
て
道
路
に
す
る
計
画
が
持
ち
上
が
り
ま

す
。
し
か
し
、
当
時
、
武
蔵
野
市
在
住
だ
っ

た
野
田
宇
太
郎
（
詩
人
・
文
芸
評
論
家
）
を

は
じ
め
、
金
子
光
晴
や
中
村
草
田
男
な
ど
の

詩
人
・
文
化
人
ら
が
昭
和
41
（
１
９
６
６
）

年
に
「
玉
川
上
水
を
守
る
会
」
を
発
足
。
次

第
に
賛
同
す
る
市
民
ら
の
声
も
広
が
り
、
上

水
の
暗あ
ん

渠き
ょ

化
・
道
路
化
を
防
ぐ
だ
け
で
な
く
、

周
囲
の
自
然
の
保
全
を
求
め
る
請
願
を
都
議

会
に
提
出
し
ま
し
た
。
野
田
ら
は
、
上
水
の

復
活
と
と
も
に
、
明
治
期
に
作
家
・
国
木
田

独
歩
が
『
武
蔵
野
』
で
描
い
た
玉
川
上
水
周

辺
の
桜
並
木
や
雑
木
林
の
美
し
い
景
観
を
後

世
に
残
す
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
の

結
果
、
昭
和
61
（
１
９
８
６
）
年
、
都
の
進

め
る
「
マ
イ
タ
ウ
ン
東
京
」
構
想
の
中
に
玉

川
上
水
の
清
流
復
活
事
業
が
取
り
入
れ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
武
蔵
野
市
長
も
「
貴
重
な
水
辺
と

緑
を
取
り
戻
そ
う
と
、
玉
川
上
水
を
守
る
市

民
運
動
が
武
蔵
野
市
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

清
流
復
活
の
早
期
実
現
と
、
玉
川
上
水
を
歴

史
的
遺
産
と
し
て
保
存
す
る
史
跡
指
定
を
東

京
都
に
対
し
働
き
か
け
、
マ
イ
タ
ウ
ン
構
想

の
中
に
清
流
復
活
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
（
大
意
）」
と
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い

ま
す
（『
玉
川
上
水
清
流
の
復
活
』
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
よ
り
）。

　

こ
う
し
て
、
玉
川
上
水
の
流
れ
は
よ
み
が

え
り
、
周
囲
の
自
然
の
景
観
と
と
も
に
今
も

私
た
ち
に
安
ら
ぎ
を
与
え
続
け
て
い
ま
す
。

平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
に
は
、
暗
渠
部
を

除
く
約
30
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
、「
江
戸
初
期

の
水
利
技
術
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
土
木

遺
産
」
と
し
て
国
の
史
跡
に
も
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
近
年
で
は
「
玉
川
上
水
を
世
界
遺
産

に
」
と
の
声
が
上
が
る
な
ど
、
そ
の
価
値
に

再
び
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

水
の
流
れ
は
決
し
て
当
た
り
前
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
熱
意
や
苦

心
の
証
し
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と

に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
大
切
に
使
っ
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
た

武
蔵
野
の
水

　

武
蔵
野
と
水
、
人
々
と
の
関
わ
り
は
、
今

か
ら
お
よ
そ
３
万
年
前
の
旧
石
器
時
代
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
関
東
平
野
の
南
西
部
、

現
在
の
荒
川
と
多
摩
川
に
は
さ
ま
れ
た
武
蔵

野
台
地
は
、
富
士
・
箱
根
方
面
か
ら
の
火
山

灰
が
堆
積
し
て
つ
く
ら
れ
た
広
漠
と
し
た
原

野
で
、
水
が
容
易
に
得
ら
れ
る
土
地
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
台
地
の
崖

下
か
ら
の
湧
き
水
、
井
の
頭
池
や
善
福
寺
池

な
ど
の
池
や
、
そ
こ
か
ら
流
れ
出
る
神
田
川

や
善
福
寺
川
な
ど
の
河
川
の
水
を
求
め
て
周

辺
に
人
々
が
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現

在
の
井
の
頭
恩
賜
公
園
・
井
の
頭
池
の
周
辺

で
は
旧
石
器
時
代
か
ら
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
、

人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

時
代
が
下
り
、
徳
川
家
康
が
江
戸
幕
府
を

開
き
、
江
戸
の
ま
ち
が
発
展
す
る
一
方
、
明

暦
３
（
１
６
５
７
）
年
の
大
火
を
き
っ
か
け

に
人
々
が
郊
外
へ
と
移
り
住
む
よ
う
に
な
り
、

原
野
が
広
が
っ
て
い
た
武
蔵
野
に
も
い
く
つ

も
の
村
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
々
は
畑
作
に
よ
り
生
計
を
立
て
て
い
ま
し

た
。
水
の
乏
し
い
台
地
上
で
は
人
々
の
暮
ら

し
に
と
っ
て
水
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の

だ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
雨
が
長
期
間
降
ら

す
る
分
水
が
作
ら
れ
、
台
地
の
村
々
に
水
が

引
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
吉
祥
寺
村
な
ど

早
い
時
期
に
開
か
れ
た
武
蔵
野
市
域
の
村
々

で
は
、
境
村
に
分
水
が
引
か
れ
た
以
外
は
、

玉
川
上
水
の
水
を
使
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
享
保
７
（
１
７
２
２
）
年
に

江
戸
幕
府
は
全
国
的
に
新
田
開
発
を
奨
励
し
、

武
蔵
野
で
は
新
た
に
新
田
が
開
か
れ
ま
し
た
。

新
た
に
開
か
れ
た
武
蔵
野
新
田
に
は
玉
川
上

水
か
ら
の
分
水
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
武
蔵

野
新
田
の
村
々
に
は
水
料
と
い
う
使
用
料
は

免
除
さ
れ
ま
し
た
。
武
蔵
野
市
域
で
は
、
関

前
新
田
に
分
水
が
引
か
れ
、
主
に
飲
み
水
と

し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
か
ら
は
想
像
し
づ
ら
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
明
治
の
一
時
期
、
玉
川
上

参考文献／『武蔵野の玉川上水』『水と武蔵野』『玉川上水をあるく』（武蔵野ふるさと歴史館）、『玉川上水事典』（小平市玉川上水を守る会）ほか 取材・文／さくらい伸　　取材協力／武蔵野ふるさと歴史館

武蔵野ヒストリー武蔵野にまつわる歴史を
楽しみながら学ぶ

▲関前新田普請所見分絵図　天保9（1838）年10月
（武蔵野市保管 井口家文書）

玉川上水と武蔵野市 水と人をめぐる物語

発展を遂げる江戸のまちの飲み水を確保するため、
羽村から四谷大木戸まで約43キロメートルを開

かい

渠
きょ

で通水した玉川上水。
昭和期、その流れは一時途絶えたものの、復活を望む市民らの声で見事によみがえりました。

命と暮らしに欠かせない水を確保しようと力を注いだ人々に思いをはせながら、武蔵野市と水の物語をたどります。

な
い
時
に
は
「
雨
乞
い
」
を
し
た
よ
う
で
す
。

『
武
蔵
野
市
史
』
編
さ
ん
の
際
の
民
俗
調
査

に
よ
る
と
、
吉
祥
寺
村
の
人
々
は
井
の
頭
池

の
水
に
神
聖
な
力
を
見み

出い
だ

し
、
そ
の
水
を
酒

だ
る
に
入
れ
て
武
蔵
野
八
幡
宮
ま
で
運
び
、

神
仏
に
見
立
て
た
丸
太
に
か
け
て
降
雨
を

願
っ
た
と
い
い
ま
す
。

江
戸
と
郊
外
を
つ
な
い
だ 

玉
川
上
水
の
流
れ

　

武
蔵
野
に
住
む
人
々
と
水
と
の
関
わ
り
に

変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
承
応
２
（
１
６

５
３
）
年
に
江
戸
幕
府
が
開
い
た
玉
川
上
水

で
す
。
江
戸
の
ま
ち
の
発
展
と
と
も
に
人
口

が
増
加
し
、
飲
み
水
の
需
要
が
高
ま
っ
た
こ

と
か
ら
、
老
中
松
平
伊
豆
守
信
綱
を
総
奉
行

と
し
て
玉
川
上
水
が
開
か
れ
ま
し
た
。
多
摩

川
の
水
を
羽
村
の
取
水
口
か
ら
取
り
入
れ
、

四
谷
大
木
戸
ま
で
約
43
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ

た
っ
て
開
渠
で
通
水
す
る
玉
川
上
水
を
、
当

時
の
土
木
技
術
で
開
削
す
る
の
は
並
大
抵
の

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
工
事
を

請
け
負
っ
た
玉
川
兄
弟
（
庄
右
衛
門
と
清
右

衛
門
）
の
指
揮
の
も
と
、
着
工
か
ら
わ
ず
か

７
カ
月
で
完
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

玉
川
上
水
の
中
流
域
は
武
蔵
野
台
地
の
高

い
場
所
を
通
る
よ
う
に
開
削
さ
れ
ま
し
た
。

玉
川
上
水
か
ら
は
野
火
止
用
水
を
は
じ
め
と

▲玉川御上水通船揚場問屋連名控　
明治4（1871）年11月
（武蔵野市所蔵 平野家文書）

羽村取水堰

奥多摩町

武蔵野市 新宿区

多摩川

開渠（ふたのない水路）部分 暗渠（地下水路）部分

玉川上水

▲玉川上水の現況
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水
は
船
を
利
用
し
て
物
資
を
運
ぶ
水
路
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
羽
村

の
名
主
ら
が
新
政
府
に
船
の
通
行
を
請
願
し
、

明
治
３
（
１
８
７
０
）
年
に
こ
れ
が
認
可
。

羽
村
か
ら
内
藤
新
宿
（
現
在
の
新
宿
御
苑
付

近
）
ま
で
、
船
が
運
航
さ
れ
ま
し
た
。
中
流

域
の
村
々
も
通
船
事
業
に
参
画
す
る
よ
う
に

な
り
、
武
蔵
野
市
域
で
は
、
現
在
の
桜
堤
に

あ
る
新
橋
付
近
に
船
だ
ま
り
や
物
揚
げ
場
が

設
け
ら
れ
、
境
村
の
年
寄
（
村
役
人
）
斧
右

衛
門
と
組
頭
佐
七
が
問
屋
を
し
て
い
た
こ
と

が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

武
蔵
野
市
域
で
ど
の
よ
う
な
荷
が
積
み
込

ま
れ
て
い
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
す
。
現
在

の
立
川
市
の
河
岸
か
ら
は
、
八
王
子
の
市い
ち

で

取
引
さ
れ
た
薪し
ん

炭た
ん

、
織
物
な
ど
が
積
ま
れ
て

い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
武
蔵
野
市
域

か
ら
も
近
く
の
村
で
採
れ
た
農
作
物
な
ど
が

積
ま
れ
、
都
市
部
へ
と
運
ば
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
玉
川
上
水

の
船
の
行
き
来
は
、
明
治
５
（
１
８
７
２
）

年
に
は
禁
止
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
船
の

増
加
に
よ
っ
て
上
水
が
汚
れ
、
市
中
の
用
水

に
支
障
を
き
た
す
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で

し
た
。
わ
ず
か
２
年
の
こ
と
で
し
た
が
、
玉

川
上
水
を
船
が
行
き
交
い
、
武
蔵
野
と
都
心

を
つ
な
い
で
い
た
光
景
は
、
水
運
が
栄
え
た

江
戸
の
ま
ち
の
面
影
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

市
民
ら
の
声
が 

清
流
を
よ
み
が
え
ら
せ
た

　

昭
和
に
入
る
と
東
京
の
人
口
急
増
に
対
応

す
る
た
め
、
各
地
に
貯
水
池
や
浄
水
場
が
建

設
さ
れ
ま
す
。
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
に

東
村
山
浄
水
場
が
建
設
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま

で
玉
川
上
水
の
水
を
浄
化
し
て
い
た
新
宿
・

淀
橋
浄
水
場
の
機
能
を
移
管
す
る
こ
と
に
な

り
、
淀
橋
は
閉
鎖
。
こ
れ
に
伴
い
、
玉
川
上

水
の
機
能
は
羽
村
の
取
水
口
か
ら
小
平
監
視

所
（
立
川
市
）
ま
で
と
な
り
、
武
蔵
野
市
域

の
玉
川
上
水
も
こ
の
時
点
で
流
れ
が
止
ま
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
ご
み
が
投
げ
捨
て
ら
れ
る
な

ど
、
玉
川
上
水
の
荒
廃
が
進
む
こ
と
に
。
ま

た
、
東
京
都
で
は
機
能
し
て
い
な
い
部
分
を

埋
め
て
道
路
に
す
る
計
画
が
持
ち
上
が
り
ま

す
。
し
か
し
、
当
時
、
武
蔵
野
市
在
住
だ
っ

た
野
田
宇
太
郎
（
詩
人
・
文
芸
評
論
家
）
を

は
じ
め
、
金
子
光
晴
や
中
村
草
田
男
な
ど
の

詩
人
・
文
化
人
ら
が
昭
和
41
（
１
９
６
６
）

年
に
「
玉
川
上
水
を
守
る
会
」
を
発
足
。
次

第
に
賛
同
す
る
市
民
ら
の
声
も
広
が
り
、
上

水
の
暗あ
ん

渠き
ょ

化
・
道
路
化
を
防
ぐ
だ
け
で
な
く
、

周
囲
の
自
然
の
保
全
を
求
め
る
請
願
を
都
議

会
に
提
出
し
ま
し
た
。
野
田
ら
は
、
上
水
の

復
活
と
と
も
に
、
明
治
期
に
作
家
・
国
木
田

独
歩
が
『
武
蔵
野
』
で
描
い
た
玉
川
上
水
周

辺
の
桜
並
木
や
雑
木
林
の
美
し
い
景
観
を
後

世
に
残
す
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
の

結
果
、
昭
和
61
（
１
９
８
６
）
年
、
都
の
進

め
る
「
マ
イ
タ
ウ
ン
東
京
」
構
想
の
中
に
玉

川
上
水
の
清
流
復
活
事
業
が
取
り
入
れ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
武
蔵
野
市
長
も
「
貴
重
な
水
辺
と

緑
を
取
り
戻
そ
う
と
、
玉
川
上
水
を
守
る
市

民
運
動
が
武
蔵
野
市
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

清
流
復
活
の
早
期
実
現
と
、
玉
川
上
水
を
歴

史
的
遺
産
と
し
て
保
存
す
る
史
跡
指
定
を
東

京
都
に
対
し
働
き
か
け
、
マ
イ
タ
ウ
ン
構
想

の
中
に
清
流
復
活
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
（
大
意
）」
と
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い

ま
す
（『
玉
川
上
水
清
流
の
復
活
』
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
よ
り
）。

　

こ
う
し
て
、
玉
川
上
水
の
流
れ
は
よ
み
が

え
り
、
周
囲
の
自
然
の
景
観
と
と
も
に
今
も

私
た
ち
に
安
ら
ぎ
を
与
え
続
け
て
い
ま
す
。

平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
に
は
、
暗
渠
部
を

除
く
約
30
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
、「
江
戸
初
期

の
水
利
技
術
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
土
木

遺
産
」
と
し
て
国
の
史
跡
に
も
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
近
年
で
は
「
玉
川
上
水
を
世
界
遺
産

に
」
と
の
声
が
上
が
る
な
ど
、
そ
の
価
値
に

再
び
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

水
の
流
れ
は
決
し
て
当
た
り
前
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
熱
意
や
苦

心
の
証
し
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と

に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
大
切
に
使
っ
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
た

武
蔵
野
の
水

　

武
蔵
野
と
水
、
人
々
と
の
関
わ
り
は
、
今

か
ら
お
よ
そ
３
万
年
前
の
旧
石
器
時
代
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
関
東
平
野
の
南
西
部
、

現
在
の
荒
川
と
多
摩
川
に
は
さ
ま
れ
た
武
蔵

野
台
地
は
、
富
士
・
箱
根
方
面
か
ら
の
火
山

灰
が
堆
積
し
て
つ
く
ら
れ
た
広
漠
と
し
た
原

野
で
、
水
が
容
易
に
得
ら
れ
る
土
地
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
台
地
の
崖

下
か
ら
の
湧
き
水
、
井
の
頭
池
や
善
福
寺
池

な
ど
の
池
や
、
そ
こ
か
ら
流
れ
出
る
神
田
川

や
善
福
寺
川
な
ど
の
河
川
の
水
を
求
め
て
周

辺
に
人
々
が
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現

在
の
井
の
頭
恩
賜
公
園
・
井
の
頭
池
の
周
辺

で
は
旧
石
器
時
代
か
ら
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
、

人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

時
代
が
下
り
、
徳
川
家
康
が
江
戸
幕
府
を

開
き
、
江
戸
の
ま
ち
が
発
展
す
る
一
方
、
明

暦
３
（
１
６
５
７
）
年
の
大
火
を
き
っ
か
け

に
人
々
が
郊
外
へ
と
移
り
住
む
よ
う
に
な
り
、

原
野
が
広
が
っ
て
い
た
武
蔵
野
に
も
い
く
つ

も
の
村
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
々
は
畑
作
に
よ
り
生
計
を
立
て
て
い
ま
し

た
。
水
の
乏
し
い
台
地
上
で
は
人
々
の
暮
ら

し
に
と
っ
て
水
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の

だ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
雨
が
長
期
間
降
ら

す
る
分
水
が
作
ら
れ
、
台
地
の
村
々
に
水
が

引
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
吉
祥
寺
村
な
ど

早
い
時
期
に
開
か
れ
た
武
蔵
野
市
域
の
村
々

で
は
、
境
村
に
分
水
が
引
か
れ
た
以
外
は
、

玉
川
上
水
の
水
を
使
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
享
保
７
（
１
７
２
２
）
年
に

江
戸
幕
府
は
全
国
的
に
新
田
開
発
を
奨
励
し
、

武
蔵
野
で
は
新
た
に
新
田
が
開
か
れ
ま
し
た
。

新
た
に
開
か
れ
た
武
蔵
野
新
田
に
は
玉
川
上

水
か
ら
の
分
水
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
武
蔵

野
新
田
の
村
々
に
は
水
料
と
い
う
使
用
料
は

免
除
さ
れ
ま
し
た
。
武
蔵
野
市
域
で
は
、
関

前
新
田
に
分
水
が
引
か
れ
、
主
に
飲
み
水
と

し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
か
ら
は
想
像
し
づ
ら
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
明
治
の
一
時
期
、
玉
川
上

参考文献／『武蔵野の玉川上水』『水と武蔵野』『玉川上水をあるく』（武蔵野ふるさと歴史館）、『玉川上水事典』（小平市玉川上水を守る会）ほか 取材・文／さくらい伸　　取材協力／武蔵野ふるさと歴史館

武蔵野ヒストリー武蔵野にまつわる歴史を
楽しみながら学ぶ

▲関前新田普請所見分絵図　天保9（1838）年10月
（武蔵野市保管 井口家文書）

玉川上水と武蔵野市 水と人をめぐる物語

発展を遂げる江戸のまちの飲み水を確保するため、
羽村から四谷大木戸まで約43キロメートルを開

かい

渠
きょ

で通水した玉川上水。
昭和期、その流れは一時途絶えたものの、復活を望む市民らの声で見事によみがえりました。

命と暮らしに欠かせない水を確保しようと力を注いだ人々に思いをはせながら、武蔵野市と水の物語をたどります。

な
い
時
に
は
「
雨
乞
い
」
を
し
た
よ
う
で
す
。

『
武
蔵
野
市
史
』
編
さ
ん
の
際
の
民
俗
調
査

に
よ
る
と
、
吉
祥
寺
村
の
人
々
は
井
の
頭
池

の
水
に
神
聖
な
力
を
見み

出い
だ

し
、
そ
の
水
を
酒

だ
る
に
入
れ
て
武
蔵
野
八
幡
宮
ま
で
運
び
、

神
仏
に
見
立
て
た
丸
太
に
か
け
て
降
雨
を

願
っ
た
と
い
い
ま
す
。

江
戸
と
郊
外
を
つ
な
い
だ 

玉
川
上
水
の
流
れ

　

武
蔵
野
に
住
む
人
々
と
水
と
の
関
わ
り
に

変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
承
応
２
（
１
６

５
３
）
年
に
江
戸
幕
府
が
開
い
た
玉
川
上
水

で
す
。
江
戸
の
ま
ち
の
発
展
と
と
も
に
人
口

が
増
加
し
、
飲
み
水
の
需
要
が
高
ま
っ
た
こ

と
か
ら
、
老
中
松
平
伊
豆
守
信
綱
を
総
奉
行

と
し
て
玉
川
上
水
が
開
か
れ
ま
し
た
。
多
摩

川
の
水
を
羽
村
の
取
水
口
か
ら
取
り
入
れ
、

四
谷
大
木
戸
ま
で
約
43
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ

た
っ
て
開
渠
で
通
水
す
る
玉
川
上
水
を
、
当

時
の
土
木
技
術
で
開
削
す
る
の
は
並
大
抵
の

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
工
事
を

請
け
負
っ
た
玉
川
兄
弟
（
庄
右
衛
門
と
清
右

衛
門
）
の
指
揮
の
も
と
、
着
工
か
ら
わ
ず
か

７
カ
月
で
完
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

玉
川
上
水
の
中
流
域
は
武
蔵
野
台
地
の
高

い
場
所
を
通
る
よ
う
に
開
削
さ
れ
ま
し
た
。

玉
川
上
水
か
ら
は
野
火
止
用
水
を
は
じ
め
と

▲玉川御上水通船揚場問屋連名控　
明治4（1871）年11月
（武蔵野市所蔵 平野家文書）

羽村取水堰

奥多摩町

武蔵野市 新宿区

多摩川

開渠（ふたのない水路）部分 暗渠（地下水路）部分

玉川上水

▲玉川上水の現況




