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料
水
確
保
の
た
め
に
現
在
の
千
鳥
ヶ
淵
と
牛
ヶ
渕
の
二

つ
の
飲
料
水
ダ
ム
を
整
備
し
た
。

　
千
鳥
ヶ
淵
は
小
さ
な
河
川
を
ダ
ム
に
よ
っ
て
堰
き
止

め
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
一
九
六
三
年
の
首
都
高
速

道
路
の
工
事
に
伴
う
発
掘
で
そ
の
工
法
が
立
証
さ
れ
た
。

　
神
田
上
水
も
早
く
か
ら
整
備
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
現

在
の
文
京
区
関
口
（
も
と
も
と
は
堰
口
）
で
神
田
川
か

ら
導
水
し
た
の
は
干
満
の
影
響
や
水
路
の
勾
配
な
ど
を

工
夫
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ
の
給
水
用
勾
配
は

一
・
五
一
パ
ー
ミ
ル
程
度
の
緩
や
か
な
も
の
だ
っ
た
と

い
う
。

　
動
力
や
機
械
力
の
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
土
地
の
傾

斜
や
落
差
と
い
う
〝
高
さ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
〞
を
生
か
す

必
要
が
あ
る
が
、
江
戸
の
技
術
者
は
都
市
計
画
に
土
地

の
高
低
差
を
う
ま
く
利
用
し
た
。

　
天
下
普
請
に
な
っ
て
か
ら
は
、
江
戸
城
の
建
築
や
江

戸
の
町
割
り
、
日
比
谷
の
埋
め
立
て
な
ど
が
急
ピ
ッ
チ

で
進
み
、
一
六
一
四
年
に
は
江
戸
の
お
城
や
区
画
の
基

本
は
ほ
ぼ
概
成
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
八
ッ
場
ダ
ム

一
つ
を
見
て
も
現
在
の
ほ
う
が
何
か
と
ス
ロ
ー
モ
ー
で

資
金
の
回
転
が
遅
い
の
だ
。
江
戸
人
の
都
市
計
画
の
正

し
さ
・
土
木
技
術
の
高
さ
と
整
備
の
速
度
に
は
驚
き
を

禁
じ
得
な
い
。
い
ま
高
度
な
技
術
力
を
誇
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
十
分
に
活
か
せ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
東
京
・
首
都
圏
へ
の
一
極
集
中
が
続
く
一
方
で
、
地

方
の
崩
壊
や
消
滅
が
今
後
現
実
の
問
題
と
な
る
と
し
て

大
き
な
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
東
京
は
、
徳
川
家
康
の

江
戸
開
府
か
ら
発
展
し
始
め
た
が
、
北
海
道
を
含
む
四

島
を
眺
め
る
と
、
日
本
の
中
心
と
し
て
ず
い
ぶ
ん
い
い

位
置
に
存
在
し
て
い
る
と
の
感
が
あ
る
。

　
東
西
の
位
置
的
バ
ラ
ン
ス
が
い
い
の
で
あ
る
。
江
戸

時
代
が
二
六
〇
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
江
戸
と
い
う
場
所
も
大
い
に
寄
与

し
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
。

家
康
は
江
戸
開
発
を
何
か
ら
始
め
た
の
か

　
家
康
の
権
力
掌
握
の
過
程
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お

こ
う
。

　
一
五
九
〇
年
　
家
康
、
江
戸
に
移
封
・
二
五
〇
万
石

　
一
五
九
八
年
　
豊
臣
秀
吉
死
去

　
一
六
〇
〇
年
　
関
ヶ
原
の
戦
い
・
東
軍
大
勝

　
一
六
〇
三
年
　
家
康
、
征
夷
大
将
軍
の
宣
下

　
一
六
〇
五
年
　
秀
忠
、
将
軍
宣
下

　
　
　
　
　
　
　
家
康
、
駿
府
に
隠
退

　
一
六
一
四
年
　
大
坂
冬
の
陣

　
一
六
一
五
年
　
大
坂
夏
の
陣
、
豊
臣
秀
頼
自
害

　
　
　
　
　
　
　
元げ

ん

な和
偃え

ん

武ぶ

　
家
康
は
、
一
五
九
〇
年
に
鎌
倉
円
覚
寺
領
江
戸
前
島

の
対
岸
（
日
比
谷
入
江
を
は
さ
ん
で
）
の
江
戸
城
に
入

家
康
は
、江
戸
を
選
ん
だ
の
か
、

押
し
つ
け
ら
れ
た
の
か

　「
家
康
は
葦
原
が
広
が
る
貧
し
い
漁
村
だ
っ
た
江
戸

を
秀
吉
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
見
事
に
整

備
し
て
天
下
の
中
心
と
し
て
の
江
戸
に
育
て
上
げ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
神
と
し
て
あ
が
め
奉
ら
れ
る
の
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
神
君
神
話
が
江
戸

時
代
に
入
る
と
作
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
話
は
家
康
の
神
格
性
を
高
め
る
た
め

に
作
り
出
さ
れ
た
「
家
康
神
話
」
な
の
だ
と
い
う
の
が

今
日
の
通
説
の
よ
う
だ
。
実
際
は
、
秀
吉
は
家
康
の
江

戸
へ
の
関
心
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
江
戸
に
移

封
す
る
措
置
を
し
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
家
康
は
江
戸
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の

か
と
い
う
と
、
前
述
し
た
「
鎌
倉
・
円
覚
寺
」
が
江
戸

前
島
を
所
領
と
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。

　
古
く
か
ら
、
伊
勢
・
熊
野
と
浅
草
・
品
川
の
港
を
結

ぶ
海
岸
沿
い
の
海
道
が
東
西
の
物
流
を
担
っ
て
い
た
。

そ
の
海
上
交
通
を
伊
勢
神
宮
の
関
係
者
た
ち
が
行
っ
て

い
た
こ
と
が
、
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
は
推
測
す
る
に
、
海
上
で
は
つ
ね
に
獲
物
を
狙
う

海
賊
が
い
る
が
最
高
権
威
の
伊
勢
神
宮
の
関
係
者
と
な

れ
ば
海
賊
も
強
奪
を
手
控
え
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
た

城
し
た
（
以
下
の
記
述
は
、
主
に
鈴
木
理ま

さ
お生
氏
の
『
江
戸
は
こ

う
し
て
造
ら
れ
た
』﹇
ち
く
ま
学
芸
文
庫
﹈
に
よ
る
）。

　
ま
ず
行
っ
た
の
が
、
日
比
谷
入
江
に
流
れ
込
ん
で
い

た
平
川
を
付
け
替
え
、
道
三
堀
に
ぶ
つ
け
て
（
現
在
の

日
本
橋
川
）、
日
比
谷
の
埋
め
立
て
を
準
備
し
た
こ
と

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
道
三
堀
の
隅
田
川
か
ら
先
に

は
小
名
木
川
と
い
う
海
岸
に
沿
う
運
河
を
整
備
し
た
。

　
さ
ら
に
そ
の
先
に
は
、
こ
れ
も
海
岸
に
沿
っ
て
新
川

を
整
備
し
て
、
製
塩
業
が
盛
ん
だ
っ
た
行
徳
か
ら
江
戸

へ
の
塩
の
輸
送
を
確
実
な
も
の
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
河

川
は
現
在
で
も
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
、
東
京
の
運
河
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
ま
ず
塩
の
確
保
を
す
る
と
と
も
に
、
一 

六
五
〇
年
ご
ろ
に
完
成
す
る
利
根
川
の
東
遷
事
業
（
河

口
が
江
戸
湾
か
ら
銚
子
に
付
け
変
わ
っ
た
）
と
連
携
し

た
舟
運
に
よ
る
広
域
的
な
物
流
幹
線
の
整
備
を
実
施
し

た
の
だ
っ
た
。
北
か
ら
太
平
洋
沿
岸
に
沿
う
よ
う
に
運

ば
れ
て
き
た
物
資
は
、
房
総
半
島
を
迂
回
す
る
こ
と
な

く
、
銚
子
を
経
て
利
根
川
を
遡
上
し
て
江
戸
に
届
く
こ

と
に
な
り
、
輸
送
の
安
全
と
効
率
が
飛
躍
的
に
改
善
さ

れ
た
。

　
引
き
続
い
て
行
っ
た
の
が
水
道
事
業
だ
っ
た
。
鈴
木

氏
に
よ
る
と
、
江
戸
城
が
八
王
子
城
よ
り
下
の
支
城
レ

ベ
ル
の
地
位
に
留
ま
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
付
近
に
飲

料
水
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
飲

か
ら
で
は
な
い
か
。

　
近
畿
・
中
部
・
関
東
な
ど
に
広
く
分
布
す
る
伊
勢
神

宮
の
荘
園
の
な
か
で
も
そ
の
約
半
分
が
関
東
に
存
在
す

る
よ
う
に
、
伊
勢
神
宮
と
関
東
の
結
び
つ
き
は
強
か
っ

た
。
関
東
の
拠
点
港
湾
は
古
く
か
ら
浅
草
と
品
川
だ
っ

た
が
、
そ
の
中
間
点
と
し
て
の
江
戸
前
島
は
重
要
な
位

置
に
あ
た
る
。

　
こ
う
し
た
河
川
の
河
口
部
を
伊
勢
湾
で
も
江
戸
湾
で

も
な
ぜ
か
円
覚
寺
が
所
領
し
て
い
た
。
円
覚
寺
文
書
に

は
、
伊
勢
湾
圏
と
鎌
倉
と
の
日
常
的
な
海
上
交
通
の
模

様
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
を
浜
松
・
岡
崎

方
面
で
育
っ
て
き
た
家
康
が
知
ら
な
い
わ
け
が
な
い
と

岡
野
友
彦
氏
（『
家
康
は
な
ぜ
江
戸
を
選
ん
だ
か
』﹇
教
育
出

版
﹈）
は
言
う
の
で
あ
る
。

　
家
康
が
広
域
物
流
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
と
考

え
る
と
、
江
戸
入
り
の
早
い
段
階
で
、
平
川
・
小
名
木

川
・
新
川
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
利
根
川
を
東
遷
さ

せ
、
近
畿
・
中
部
地
方
と
東
北
地
方
と
の
流
通
の
中
心

地
と
し
て
の
江
戸
を
育
て
よ
う
と
考
え
た
と
し
て
も
不

思
議
は
な
い
。

　
家
康
が
天
下
人
に
な
っ
て
か
ら
も
江
戸
に
留
ま
っ
た

こ
と
を
謎
だ
と
言
う
学
者
も
い
る
が
、
東
北
か
ら
九
州

ま
で
を
「
全
国
」
と
認
識
す
れ
ば
日
本
の
中
心
と
な
る

江
戸
か
ら
動
く
は
ず
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。

江戸という選択
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