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日
野
市
の
用
水
路
は
、
古
代

の
も
の
も
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
歴
史
的
に
見
て
も
、
人
が
住
み

や
す
い
場
所
で
あ
っ
た
。
今
あ
る
農

業
ゾ
ー
ン
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
変

遷
を
経
て
い
る
の
か
な
ど
、
皆
さ
ん

に
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
今
後
こ
の

ま
ち
の
目
指
す
姿
が
示
せ
る
の
で
は

と
考
え
て
い
ま
す
。

�
�　

私
は
、
日
野
市
は
都
市
型
の

魅
力
と
農
村
的
魅
力
が
複
合
出
来
れ

ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
か
ら

で
も
遅
く
は
な
い
の
で
、
今
残
っ
て

い
る
農
地
、
緑
の
ゾ
ー
ン
を
残
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

�
�　

自
然
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

の
価
値
、
こ
れ
は
住
ん
で
い
る
人
に

と
っ
て
有
難
い
価
値
で
す
よ
ね
。
住

む
場
所
に
こ
れ
だ
け
豊
か
な
自
然
が

あ
り
、
菜
園
な
ど
も
出
来
る
。
こ
の

価
値
が
分
か
っ
て
く
れ
れ
ば
誇
り
に

も
な
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
は
週
末
に
な
る

と
、
近
郊
の
農
村
に
あ
る
レ
ス
ト
ラ

ン
へ
食
事
に
出
掛
け
ま
す
。
日
野
市

は
、
そ
ん
な
風
に
活
用
さ
れ
る
地
域

に
な
り
得
る
と
思
い
ま
す
。

�
�　

フ
ラ
ン
ス
の
ミ
シ
ュ
ラ
ン

�
�
�
�
で
高
尾
山
が
な
ぜ
評
価
さ

れ
る
か
と
い
う
と
、
都
心
か
ら
一
時

�
�　

世
田
谷
区
と
か
練
馬
区
な

ど
、　

区
内
で
も
農
業
を
守
ろ
う
と

２３

い
う
動
き
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
作

っ
た
作
物
を
直
売
所
で
売
り
、
地
域

の
方
が
美
味
し
い
と
買
っ
て
く
れ
て
、

そ
れ
が
自
分
の
生
き
が
い
に
も
な
る
。

都
市
型
農
業
の
活
動
が
人
々
を
つ
な

ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
き
っ
か
け
に

な
り
ま
す
ね
。

�
�　

日
本
は
近
代
化
に
向
け
工
業

の
面
は
一
所
懸
命
だ
っ
た
け
れ
ど
、

農
業
の
評
価
が
低
か
っ
た
で
す
。
こ

れ
か
ら
は
、
も
う
一
度
農
業
を
見
直

し
て
い
か
な
く
て
は
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
農
家
が
農
業
だ
け

で
生
活
出
来
る
仕
掛
け
、
特
に
若
い

人
た
ち
が
農
業
に
魅
力
を
感
じ
る
仕

組
み
を
作
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。

�
�　

農
業
を
や
っ
て
み
た
い
都
市

市
民
が
増
え
て
い
ま
す
。
私
の
と
こ

ろ
の
学
生
も
農
家
と
親
し
く
な
っ
て

作
業
を
手
伝
っ
た
り
し
て
、
若
い
人

も
、
感
覚
的
に
農
業
が
重
要
だ
と
分

か
っ
て
き
た
。

　

実
際
、
日
野
市
に
も
、
体

験
農
園
や
、
農
家
の
手
伝
い

を
す
る
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
誕
生
し
て
き
て
い
る
。

　

今
ま
で
は
、
農
家
の
人
た

ち
が
厳
し
い
状
況
の
中
、
黙

々
と
働
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
し
た
が
、
農
家
と

市
民
が
協
働
関
係
の
持
て
る

政
策
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

�
�　

農
家
の
人
だ
け
で
な

く
、
み
ん
な
で
農
業
、
農
地

を
取
り
巻
く
景
観
を
守
っ
て

い
く
、
そ
ん
な
仕
掛
け
も
作

る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

�
�　

用
水
路
の
一
番
の
目
的
は 
灌  かん

 
漑 
で
し
た
が
、水
車
で
動
力
に
な
り
、

が
い遊

び
場
に
も
な
っ
て
い
た
。
歴
史
的

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
役
目
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。

　

仮
に
、
農
業
が
出
来
な
い
環
境
に

な
っ
て
も
用
水
路
に
価
値
が
無
い
な

ん
て
こ
と
は
な
く
、　

世
紀
の
我
々

２１

に
と
っ
て
は
、
用
水
路
の
あ
る
風
景

は
、
過
去
の
日
野
市
の
原
風
景
を
思

い
出
さ
せ
る
と
同
時
に
生
活
環
境
と

し
て
十
分
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。

な
道
は
、
車
の
社
会
に
は
良
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
人
間
は
歩
き
た
く
な

い
も
の
で
す
よ
。

�
�　
　

世
紀
の
ま
ち
づ
く
り
、
地

２１

域
づ
く
り
は
人
が
主
体
で
す
。
車
の

通
る
道
も
整
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
と
住
民
の
生
活
す
る
区

域
は
分
け
て
考
え
る
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
う
ね
る
道

や
川
を
残
す
、
ま
た
昔
の
景
色
を
思

い
出
し
そ
の
姿
を
復
元
す
る
よ
う
な

ま
ち
づ
く
り
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

�
�　

か
つ
て
の
農
あ
る
風
景
が
残

さ
れ
て
そ
の
中
に
新
し
い
家
も
建
っ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
発
想
で
は
、

こ
の
風
景
を
乱
開
発
な

ど
と
悪
い
方
向
で
見
て

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
も

新
し
い
田
園
都
市
の
姿

と
し
て
大
切
に
し
な
く

て
は
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

そ
う
い
う
視
点
で
見

る
と
、
日
野
市
の
か
な

り
広
い
地
域
が
評
価
す

べ
き
場
所
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

ト
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
、
自
分
た

ち
が
行
っ
て
い
る
活
動
を
分
か
り
や

す
く
紹
介
し
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

も
大
変
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

行
政
や
専
門
家
が
こ
の
よ
う
な
場

所
で
説
明
を
す
る
の
は
当
た
り
前
か

も
し
れ
な
い
け
ど
、
農
家
の
女
性
が

前
面
に
出
て
行
動
出
来
る
。
大
変
素

晴
ら
し
い
地
域
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
新
潟
県
越

１０
後
妻
有
（
十
日
町
市
・
津
南
町
）
で

「
大
地
の
芸
術
祭
」
と
い
う
も
の
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
限
界
集
落
�
�

�
�
で
過
疎
化
し
て
い
る
地
域
で
す

が
、
そ
こ
に
ア
ー
ト
を
持
ち
込
ん
で

話
題
に
な
り
ま
し
た
。

　

世
界
中
か
ら
芸
術
家
が
来
る
の
で

す
が
、
地
元
の
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
が

芸
術
家
と
交
流
し
、
製
作
や
表
現
の

お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
き
っ
か
け
で
女
性
の
力

が
活
性
化
し
、
地
域
・
ま
ち
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
押
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
。

　

日
野
市
に
も
、
市
内
の
女
性
た
ち

が
主
と
な
り
共
同
で
作
物
を
栽
培
し
、

イ
ベ
ン
ト
し
た
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
ガ
ー
デ
ン
と
な
っ
て
い
る
農
園

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
新
し
い
形
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
活
動
で
す
ね
。

�
�　

こ
の
よ
う
な
地
域
の
個
々
の

活
動
が
ま
ち
全
体
に
広
が
っ
て
い
っ

た
ら
理
想
的
で
す
。

　

日
野
市
は
、市
内
に
駅
が
分
散
し
、

へ
そ
、い
わ
ゆ
る
核
が
な
い
の
で
す
。

農
業
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
そ
れ
ぞ

れ
の
農
作
物
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
所
に
良
い
物
が
あ
る
。
私
は
そ
の

個
々
の
良
さ
を
生
か
せ
ば
良
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

�
�　

市
民
の
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ

考
え
て
、
自
分
た
ち
に
あ
っ
た
も
の

を
作
り
出
し
て
い
く
、
地
域
に
合
わ

せ
た
多
様
性
が
い
い
で
す
ね
。
マ
ニ

ュ
ア
ル
化
、
画
一
化
し
て
は
駄
目
で

す
ね
。

　

例
え
ば
、
日
野
宿（
日
野
駅
周
辺
）

を
例
に
挙
げ
る
と
、
そ
こ
は
、
か
つ

て
宿
場
で
小
さ
な
都
市
を
育
ん
で
い

た
。
ま
た
、
新
選
組
な
ど
歴
史
の
記

憶
も
あ
り
、
用
水
も
縦
横
に
流
れ
て

い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
場
所
が
市
の
代
表
す

る
場
所
と
し
て
個
性
・
求
心
力
を
発

揮
し
て
、
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
�
�

�
�
や
レ
ス
ト
ラ
ン
を
作
っ
て
市
の

農
産
物
販
売
や
、
地
元
野
菜
を
使
っ

た
料
理
を
出
し
た
り
す
る
と
、
ま
ち

に
メ
リ
ハ
リ
が
出
て
く
る
と
思
い
ま

す
。

　

豊
か
な
田
園
を
抱
え
た
き
ら
っ
と

光
る
小
さ
な
ま
ち
が
出
来
る
と
す
ご

く
良
い
。
田
園
の
良
さ
も
あ
り
、
街

道
沿
い
は
ま
ち
の
華
や
ぎ
を
持
っ
て

い
て
。
お
互
い
が
共
存
す
る
質
の
高

い
地
域
が
出
来
る
と
い
い
で
す
ね
。

�
�　

今
後
の
政
策
は
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
横
断
的
に
考
え
て
い
く
こ
と

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
農
業
を
ま
ち
の
活
性
化

に
結
び
つ
け
た
り
、
福
祉
に
結
び
つ

け
た
り
。
す
で
に
、
障
害
者
施
設
で

は
、
バ
ラ
作
り
な
ど
を
し
て
、
大
変

良
い
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
高
齢
者
に
つ
い
て
も
農
業

が
認
知
症
な
ど
に
も
効
果
的
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

�
�　

こ
れ
ま
で
、
私
た
ち
が
研
究

報
告
を
出
し
て
も
、
行
政
の
縦
割
り

で
他
の
管
轄
の
部
署
に
伝
わ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
行
政
の
管

轄
の
垣
根
を
超
え
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
地
域
づ
く
り
を
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

�
�　

今
回
、
先
生
の
研
究
所
で
作

ら
れ
た
『
水
の
郷　

日
野　

農
あ
る

風
景
の
価
値
と
そ
の
継
承
』�
�
�
�

と
い
う
本
の
中
に
記
述
が
あ
る
の
で

す
が
、
新
選
組
と
農
と
か
用
水
路
を

合
わ
せ
て
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
発
想

は
こ
れ
ま
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
発
想
に
よ
り
、

ま
ち
づ
く
り
の
可
能
性
は
ま
す
ま
す

広
が
る
と
思
い
ま
す
。

【用語解説】
注１　スローフード…その土地の伝統的な食
文化や食材を見直す運動、またその食品。
注２　ミシュラン…フランスミシュラン社の
ガイドブックの総称。レストランの格付けで
知られている。平成１９年から、同ガイドで高
尾山が最高ランクの観光地に選出されている。
注３　限界集落…過疎化などで人口の５０㌫以
上が６５歳以上の高齢者で社会的共同生活の維
持が困難になった集落。
注４　アンテナショップ…自治体などが、そ

の地方の製品紹介などを目的として開設する
店舗。
注５　『水の郷　日野　農ある風景の価値と
その継承』…平成２２年１１月発行、現在第２刷
発行。編者・法政大学エコ地域デザイン研究
所、発行所・鹿島出版会。第２刷の著作権使
用料は、「ひの緑のトラスト」に寄付される。
注６　スローシティ…競争と効率とスピード
を優先する社会から、人々が自然と食のつな
がりを持ってゆったりと暮らす人間サイズの
まちを目指す運動。
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間
程
度
で
あ
ん
な
に
景
色
の
美
し
い

場
所
が
あ
る
。
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
す
ね
。

　

個
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
誇
り
を
感

じ
ら
れ
て
面
白
い
ま
ち
に
人
は
集
ま

り
ま
す
。
東
京
近
郊
で
、
こ
ん
な
に

用
水
路
が
あ
る
地
域
は
な
い
わ
け
で

す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
、
オ
ン
リ
ー

ワ
ン
、
１
つ
し
か
な
い
、
誇
れ
る
と

こ
ろ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

�
�　

地
域
が
持
っ
て
い
る
良
さ
を

生
か
し
た
ま
ち
を
作
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

�
�　

こ
れ
ま
で
の
ま
ち
づ
く
り

は
、
道
や
川
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
て
全

て
画
一
化
し
よ
う
と
し
た
。

　

し
か
し
、
集
落
の
中
を
通
っ
て
い

る
道
や
川
な
ど
は
、
そ
の
土
地
の
地

形
に
合
わ
せ
て
曲
が
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
れ
は
人
間
の
バ
イ
オ
リ
ズ
ム

に
合
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
っ
す
ぐ

�
�　

歴
代
の
行
政
は
日
野
市
の
環

境
の
良
さ
を
基
本
に
し
て
き
ま
し
た
。

崖
線
の
緑
な
ど
を
出
来
る
だ
け
早
く

公
有
化
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う

な
取
り
組
み
が
住
民
に
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
環
境
を
し
っ
か
り
次
世

代
に
繋
ご
う
と
い
う
住
民
の
意
識
は

非
常
に
高
い
で
す
。

�
�　

転
入
さ
れ
た
方
が
、
日
野
市

の
環
境
の
良
さ
を
認
め
て
活
動
し
て

い
る
。そ
う
い
う
方
が
多
い
で
す
ね
。

こ
れ
が
印
象
的
で
す
。

　

私
は
、
今
回
の
研
究
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
日
野
市
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
パ
ネ
リ
ス

▲東豊田地区の水田（撮影：井上博司）

▲新井地区の田畑と向島用水（撮影：鈴木知之）


