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貴重な水です大切に�

水道週間６月１日～７日�
～届けます　未来に安心　水道水～�

　

６
月
１
日
か
ら
１
週
間
、
第　

回
水
道
週
間
が
全
国
で
一
斉
に
開

４５

催
さ
れ
ま
す
。
普
段
何
気
な
く
使
用
し
て
い
る
飲
み
水
な
ど
生
活
に

利
用
で
き
る
水
は
無
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
水
を
多
く
使
用
す
る
夏

に
向
け
、
限
り
あ
る
大
切
な
水
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

水
道
週
間
の
催
し
と
し
て
、
水
道
に

関
す
る
疑
問
、
質
問
に
お
答
え
す
る

「
水
道
な
ん
で
も
相
談
」
と
水
道
に
ま

つ
わ
る
パ
ネ
ル
の
展
示
等
を
実
施
し
ま

す
。
お
気
軽
に
お
出
か
け
下
さ
い
。

○
日
時　

６
月
３
日
（
火
）
午
前　

時
１０

〜
午
後
３
時

○
会
場　

ぽ
っ
ぽ
町
田
屋
外
広
場

□問
 

水
道
部
庶
務
課
11
７
２
１
・
３
３
２

７

が
あ
り
ま
す
。

☆
蛇
口
や
ト
イ
レ
な
ど
で
、
使
用
し
て

い
な
い
の
に
水
が
流
れ
て
い
る
。

☆
水
道
管
の
上
の
地
面
が
ぬ
れ
て
い

る
。

☆
受
水
タ
ン
ク
の
モ
ー
タ
ー
が
水
道
を

使
用
し
な
い
深
夜
で
も
動
い
て
い
る
。

漏
水
の
発
見
は
簡
単

　

漏
水
は
メ
ー
タ
で
発
見
で
き
ま
す
。

家
中
の
蛇
口
を
全
部
締
め
て
、
水
道
メ

ー
タ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
（
銀
色
の
円
盤
）

の
動
き
を
確
か
め
て
下
さ
い
。
パ
イ
ロ

ッ
ト
が
少
し
で
も
動
い
て
い
れ
ば
漏
水

の
合
図
で
す
。
発
見
し
た
場
合
は
、
早

急
に
お
近
く
の
都
指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
で
修
理
し
て
下
さ
い
。

漏
水
を
発
見
し
た
ら
次
の
電
話
番
号
へ

〈
公
道
・
私
道
・
宅
内
メ
ー
タ
ま
で
〉

平
日
＝
給
水
課
11
７
２
１
・
３
２
５
７

休
日
・
夜
間
＝
多
摩
水
道
管
理
室
11
０

４
２
・
５
２
１
・
３
３
３
１

〈
宅
内
か
ら
メ
ー
タ
ま
で
〉

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

〈
都
営
住
宅
〉

平
日
＝
11
７
２
９
・
５
８
５
１

休
日
・
夜
間
＝
11　

・
３
４
０
９
・
２

０３

２
８
０

〈
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
〉

平
日
＝
11
７
２
９
・
５
８
５
１

休
日
・
夜
間
＝
11　

・
３
４
９
９
・
１

０３

４
０
８

〈
都
市
基
盤
整
備
公
団
（
賃
貸
）
〉

平
日
＝
各
管
理
事
務
所

休
日
・
夜
間
＝
11
０
４
２
・
３
７
６
・

０
０
５
１

〈
都
市
基
盤
整
備
公
団
（
分
譲
）
〉

各
管
理
組
合
の
連
絡
方
法
で

〈
ア
パ
ー
ト
・
マ
ン
シ
ョ
ン
等
〉

各
管
理
人
へ

　

水
道
は
、
ご
使
用
に
な
る
そ
れ
ぞ
れ

の
方
の
責
任
で
維
持
管
理
を
し
て
い
た

だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
こ
の

く
ら
い
な
ら
」
と
見
逃
し
て
し
ま
う
漏

水
。
漏
水
を
見
逃
し
て
い
る
と
、
知
ら

な
い
う
ち
に
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
の
料

金
に
な
り
ま
す
。

漏
水
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う

　

こ
ん
な
時
は
、
漏
水
し
て
い
る
場
合

　

水
道
管
や
器
具
に
欠
陥
が
あ
っ
た

り
、
工
事
方
法
が
適
正
で
な
い
と
、
漏

水
し
た
り
、
飲
用
に
適
さ
な
い
水
と
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
、
東
京
都
の
給
水
条
例

に
よ
り
、
家
庭
に
水
道
を
引
き
込
む
工

事
な
ど
は
す
べ
て
「
東
京
都
指
定
給
水

装
置
工
事
事
業
者
」
が
施
工
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

水
道
を
新
設
す
る
場
合
は
も
ち
ろ

ん
、
増
・
改
築
な
ど
で
建
築
業
者
が
仲

立
ち
す
る
場
合
で
も
、
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か

め
て
下
さ
い
。
無
資
格
業
者
が
施
工
し

た
場
合
は
、
後
日
工
事
の
や
り
直
し
と

な
り
、
費
用
が
二
重
に
か
か
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

□問
 

水
道
部
給
水
課
11
７
２
１
・
３
２
４

６

　

水
道
料
金
は
、
町
田
市
指
定
の
金
融

　

水
道
局
（
町
田
市
水
道
部
）
の
名
を

か
た
る
悪
質
業
者
に
ご
注
意
下
さ
い
。

水
道
局
（
町
田
市
水
道
部
）
で
は
、
次

の
よ
う
な
こ
と
は
、
一
切
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。

◎
引
っ
越
し
て
き
た
時
＝
蛇
口
か
ら
水

水
道
な
ん
で
も
相
談

漏
水
を
防
ぐ
た
め
に

こ
ん
な
時
は
水
道
部
へ
連
絡
を

悪
質
訪
問
に
ご
注
意
を

水
道
料
金
の
お
支
払
い
は

受
水
タ
ン
ク
の
掃
除
を

○
お
客
様
か
ら
の
ご
依
頼
の
な
い
水
質

検
査

○
蛇
口
な
ど
の
器
具
類
、
浄
水
器
の
交

換
・
販
売
・
斡
旋

○
水
道
メ
ー
タ
交
換
代
金
や
水
質
・
漏

水
調
査
代
金
の
請
求

○
水
道
管
の
清
掃

○
お
客
様
の
家
を
訪
問
し
て
の
水
道
料

金
の
集
金
（
引
っ
越
し
時
の
清
算
等
を

除
く
）

○
銀
行
口
座
等
へ
の
水
道
料
金
の
振
り

込
み
依
頼

　

中
高
層
の
ビ
ル
や
住
居
で
は
、
浄
水

場
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
水
圧
で
は
給
水

で
き
な
い
た
め
、
い
っ
た
ん
水
を
受
水

タ
ン
ク
に
た
め
、
こ
こ
か
ら
ポ
ン
プ
等

そ
の
７

町
田
市
長寺

田　

和
雄

　

前
回
の
本
シ
リ
ー
ズ
で
、
戦
後
一
時

期
町
田
で
小
学
校
の
先
生
を
勤
め
な
が

ら
、
や
が
て
ビ
ク
タ
ー
の
作
詞
家
と
な

り
、
「
街
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
マ
ン
」
な

ど
、
数
々
の
ヒ
ッ
ト
を
生
ん
だ
宮
川
哲

夫
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
予
想
以
上
に

各
方
面
か
ら
反
響
が
あ
り
、
宮
川
の
出

身
地
で
あ
る
大
島
の
町
長
さ
ん
か
ら

は
、
「
わ
が
郷
土
の
誇
り
で
あ
る
宮
川

先
生
を
よ
く
ぞ
書
い
て
く
れ
た
」
と
お

礼
の
電
話
が
あ
り
、
ま
た
、
宮
川
夫
人

が
ご
健
在
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
わ

か
り
、
こ
れ
ま
た
「
三
十
年
近
く
も
前

に
亡
く
な
っ
た
宮
川
を
懐
か
し
い
町
田

の
広
報
で
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
て

…
」
と
感
謝
さ
れ
た
り
、
そ
の
他
、
数

人
の
方
か
ら
便
り
を
い
た
だ
い
た
り

で
、
私
自
身
感
激
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

宮
川
を
作
詞
家
の
先
輩
と
し
て
敬
愛

す
る
星
野
哲
郎
は
、
自
著
「
紙
の
舟
」

で
、
宮
川
の
「
公
園
の
手
品
師
」
を
ラ

ジ
オ
で
聴
き
、
こ
れ
か
ら
の
道
を
教
え

ら
れ
た
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
た
と
告
白

し
て
い
る
。
作
詞
家
仲
間
の
酒
の
席
で

は
、
世
の
中
の
悲
哀
を
ひ
と
り
で
背
負

っ
た
よ
う
な
彫
り
の
深
い
顔
で
、
「
星

野
さ
ん
、
あ
な
た
は
魂
で
歌
を
書
い
て

　

昭
和
十
八
年
、
町
田
国
民
学
校
初
等

科
六
年
（
現
・
町
田
第
一
小
学
校
）
の

私
の
ク
ラ
ス
担
任
は
、
師
範
学
校
を 
卆 お

え
た
ば
か
り
の
元
気
な
近
藤
元
（
鶴
川

出
身
）
先
生
で
あ
っ
た
。
児
童
た
ち
を

野
外
に
連
れ
出
し
た
り
、
合
唱
を
教
え

た
り
、
遠
く
津
久
井
の
城
山
ま
で
徒
歩

行
軍
を
し
た
り
で
、
子
供
た
ち
に
は
人

気
が
あ
っ
た
先
生
だ
が
、
豊
島
師
範
で

宮
川
の
学
友
だ
っ
た
。
近
藤
は
そ
の

後
、
稲
城
市
立
第
四
小
学
校
の
校
長
と

な
っ
た
。
宮
川
は
近
藤
か
ら
校
歌
を
つ

く
っ
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
た
そ
う
だ

が
、
校
歌
だ
け
は
勘
弁
し
て
と
監
修
だ

け
引
き
受
け
た
と
い
う
。
近
藤
は
そ
の

後
稲
城
市
の
教
育
長
を
勤
め
た
が
、
す

で
に
故
人
と
な
っ
て
い
る
。
あ
の
、
何

も
か
も
が
不
足
勝
ち
で
あ
っ
た
戦
時
下

い
ま
す
か
…
」
と
、
云
わ
れ
た
り
、
こ

れ
を
読
ん
で
と
宮
川
か
ら
線
の
い
っ
ぱ

い
引
か
れ
た
「
八
木
重
吉
詩
集
」
を
贈

ら
れ
た
り
、
こ
う
い
う
先
輩
は
宮
川
さ

ん
だ
け
だ
っ
た
と
云
っ
て
い
る
。

　

八
木
重
吉
と
い
え
ば
、
町
田
（
相

原
）
が
生
ん
だ 
夭  
折 
の
詩
人
で
あ
る
。

よ
う 
せ
つ

宮
川
も
ま
た
夭
折
と
も
云
え
る
若
さ
で

世
を
去
っ
た
。
何
事
か
通
じ
あ
う
二
つ

の
詩
人
の
魂
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
宮
川
と
い
う
詩
人
を
全
く 
識 
ら
な

し

か
っ
た
が
、
私
個
人
に
と
っ
て
も
一
つ

だ
け
印
象
的
な
関
係
が
あ
る
。

ふ
た
た
び

宮
川
哲
夫
に
つ
い
て

詩集「公園の手品師」

で
、
各
階
へ
送
る
方
式
を
と
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
受
水
タ
ン
ク
の
維
持
管
理
は

建
物
の
所
有
者
の
責
任
で
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
保
守
点
検
は
定
期
的

に
行
い
、
少
な
く
と
も
年
１
回
は
タ
ン

ク
の
清
掃
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

受
水
タ
ン
ク
の
水
質
に
異
常
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
町
田
保
健
所

（
11
７
２
２
・
０
６
２
１
）
へ
。

が
で
る
場
合
で
も
、
す
ぐ
に
「
開
始
届

け
」
を
出
し
て
下
さ
い
。
お
届
け
い
た

だ
か
な
い
と
使
用
開
始
年
月
日
、
使
用

者
名
の
確
認
が
で
き
ず
、後
日
、料
金
を

巡
る
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
り
ま
す
。

◎
引
っ
越
し
て
い
く
時
＝
遅
く
と
も
７

日
前
ま
で
に
水
道
部
に
ご
連
絡
下
さ

い
。
水
道
は
引
っ
越
し
当
日
ま
で
ご
使

用
に
な
れ
ま
す
。

◎
料
金
請
求
書
な
ど
の
郵
送
先
を
変
更

す
る
時

◎
家
の
取
り
壊
し
な
ど
で
水
道
を
廃
止

す
る
と
き

◎
水
道
所
有
者
・
使
用
者
が
変
わ
る
時

□問
 

水
道
部
業
務
課
11
７
２
１
・
３
２
１

１
、
３
２
１
４
、
３
２
１
９

◎
水
質
に
異
常
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
時

□問
 

水
道
部
施
設
課
11
７
２
１
・
３
２
６

９
水
道
工
事
・
修
理
は
、

東
京
都
指
定
給
水

装
置
工
事
事
業
者
で

機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
お

支
払
い
い
た
だ
け
ま
す
。
お
支
払
い
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

□問
 

水
道
部
業
務
課
11
７
２
１
・
３
２
１

４

に
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
励
ま
し
な

が
ら
、
全
力
で
教
育
に
取
り
組
ん
で
い

た
青
年
教
師
群
像
の
姿
が
、
近
藤
先
生

を
通
じ
て
、
宮
川
も
か
く
あ
っ
た
ろ
う

と
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

宮
川
夫
人
か
ら
は
、
「
公
園
の
手
品

師
」
と
題
す
る
宮
川
哲
夫
遺
稿
詩
集
を

は
じ
め
、 
沢  
山 
の
貴
重
な
遺
品
（
原
稿

た
く 
さ
ん

・
写
真
・
雑
誌
）
を
贈
ら
れ
た
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
整
理
し
た
う
え
で
、
市
民

に
も
開
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

「
公
園
の
手
品
師
」
の
詩
集
の
デ
ザ
イ

ン
・
装
丁
は
版
画
家
の
故
・
畦
地
梅
太

郎
（
町
田
市
名
誉
市
民
）
が
担
当
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
た
不
思
議
に
町
田
に
縁

の
あ
る
話
で
あ
る
。

　

宮
川
の
町
田
時
代
の
作
品
、
「
街
の

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
マ
ン
」
も
「
ガ
ー
ド
下

の
靴
み
が
き
」
も
、
そ
の
日
の
暮
ら
し

に
も
こ
と
欠
く
、
貧
し
い
人
た
ち
が
そ

れ
で
も
健
気
に
生
き
よ
う
と
す
る
姿
が

歌
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
優
し
さ
に
あ

ふ
れ
、
そ
し
て
島
の
出
身
と
は
思
え
な

い
都
会
の
哀
愁
を
歌
っ
た
詩
人
と
し

て
、
も
う
一
度
見
直
さ
れ
て
い
い
詩
人

の
一
人
で
あ
る
と
思
う
。


