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１ 

近
代
自
治
体
制
の
成
立 

 

飯
能
市
域
を
構
成
し
て
い
る
８
つ
の

地
区
、
す
な
わ
ち
精
明
、
加
治
、
旧
飯

能
、
南
高
麗
、
原
市
場
、
名
栗
、
東
吾

野
、
吾
野
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
明
治

二
二
年
四
月
に
誕
生
し
た
近
代
自
治
体

制
と
し
て
の
行
政
村
に
あ
た
る
。 

 

埼
玉
県
は
、
明
治
二
一(

一
八
八
八)

年
四
月
の
「
町
村
制
」
の
公
布
に
伴
い
、

町
村
合
併
の
基
本
事
項
を
定
め
た
。
そ

れ
は
、
新
町
村
の
規
模
は
三
〇
〇
～
五

〇
〇
戸
を
標
準
と
し
、
合
併
す
る
場
合

は
町
村
吏
員
や
議
員
、
惣
代
人
な
ど
の

意
向
を
聴
取
す
る
こ
と
、
新
市
町
村
名

は
合
併
す
る
町
村
の
中
で
大
き
な
町
村

名
を
用
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
れ
を
元
に
合
併
見
込
案
が
作
成

さ
れ
た
。
多
く
の
場
合
、
明
治
一
七
年

七
月
に
で
き
た
連
合
戸
長
役
場
の
区
域

が
基
準
と
な
っ
た
。 

 

２ 

加
治
村
誕
生
の
際
の
地
域
間
対
立 

 

加
治
村
誕
生
の
約
半
年
前
、
明
治
二

一
年
九
月
二
日
、
高
麗
郡
書
記
松
原
茂

久
は
岩
沢
村
連
合
戸
長
役
場
に
出
向
き
、

惣
代
人
、
村
会
議
員
、
重
立
を
召
喚
し

て
独
立
村(

近
代
行
政
村)

編
制
の
諮
問

を
行
っ
た
。
こ
の
前
月
矢
颪
村
は
飯
能

町
へ
の
組
み
入
れ
を
企
図
し
、
岩
淵
村

は
加
治
村
へ
の
合
併
を
願
い
出
て
い
た
。

し
か
し
同
日
、
郡
書
記
松
原
に
対
し
岩

沢
・
笠
縫
・
川
寺
・
矢
颪
・
前
ヶ
貫
・
阿

須
・
落
合
の
七
ヶ
村
で
加
治
村
を
組
織

す
る
こ
と
が
上
申
さ
れ
た
。 

 

一
方
で
役
場
の
位
置
に
つ
い
て
は
一

致
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
岩

沢
・
阿
須
と
笠
縫
の
過
半(

仮
に
「
東
グ

ル
ー
プ
」
と
す
る)

は
役
場
の
位
置
を
岩

沢
村
と
し
た
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の

四
ヶ
村
と
笠
縫
村
の
一
部
（「
西
グ
ル
ー

プ
」
と
す
る)
は
川
寺
の
役
場
設
置
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
。
東
グ
ル
ー
プ
の
三

ヶ
村
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
領
主
が

ほ
ぼ
同
じ
で
、
幕
末
に
は
旗
本
金
田
貞

之
助
の
所
領
と
な
っ
て
い
た
。
一
方
西

グ
ル
ー
プ
の
方
は
、
前
ヶ
貫
と
そ
こ
か

ら
分
か
れ
た
矢
颪
村
こ
そ
江
戸
中
期
以

降
上
総
国
久
留
里
藩
黒
田
領
で
あ
っ
た

が
、
川
寺
村
と
落
合
村
は
そ
れ
ぞ
れ
幕

府
領
と
別
の
旗
本
の
相
給(

一
つ
の
村

を
複
数
の
領
主
で
治
め
る
こ
と)

で
あ

っ
た
。
ま
た
落
合
村
は
さ
ら
に
成
木
川

で
隔
て
ら
れ
て
い
た
。
今
の
と
こ
ろ
西

グ
ル
ー
プ
の
村
々
が
ま
と
ま
っ
た
理
由

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
東
西
の

対
立
は
、
合
併
後
の
学
校
統
合
問
題
（
三

つ
の
分
校
が
並
立
し
て
い
る
状
況
の
解

消)

に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。 

 

３ 

入
間
川
に
分
断
さ
れ
る
加
治
村 

 

そ
も
そ
も
加
治
村
域
は
入
間
川
に
よ

っ
て
地
形
的
に
分
断
さ
れ
て
い
た
。
矢

颪
に
残
っ
て
い
る
記
録
を
見
る
と
、
江

戸
時
代
の
寛
保
二(

一
七
四
二)

年
か
ら

明
治
四
三(

一
九
一
〇)

年
ま
で
に
少
な

く
と
も
二
七
回
の
水
害
に
遭
っ
て
い
る
。

平
均
す
れ
ば
約
六
年
に
一
回
の
割
合
と

な
り
、
ま
さ
に
水
害
の
常
襲
地
域
で
あ

っ
た
。 

 

ま
た
明
治
二
二
年
四
月
に
初
代
加
治

村
長
に
就
任
し
た
中
村
忠
三
九
は
、
村

長
辞
任
後
の
明
治
二
六
年
、
入
間
川
の

存
在
が
地
域
の
一
致
団
結
を
妨
げ
て
い

る
と
し
、
道
路
橋
梁
の
改
修
工
事
が
不

可
欠
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
河
岸
段
丘
が
発
達
し
た
こ
の
地
域

で
は
、
川
を
渡
る
に
は
段
丘
か
ら
河
原

ま
で
下
り
て
橋
を
渡
り
、
再
び
段
丘
を

登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
度
重

な
る
水
害
で
橋
が
流
さ
れ
る
た
め
、
物

資
の
運
搬
や
人
の
移
動
の
点
で
大
き
な

障
害
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
入
間
川
で
隔
て

ら
れ
た
村
々
が
合
併
を
望
ん
だ
理
由
の

一
つ
に
秣
場(

入
会
地)

の
存
在
が
考
え

ら
れ
る
。
加
治
丘
陵
を
擁
す
る
阿
須
村

に
は
、
谷
ヶ
貫(

現
入
間
市)

に
抜
け
る

道
の
東
側
の
山
に
岩
沢
・
笠
縫
と
の
、

ま
た
今
井(

現
青
梅
市)

に
近
い
西
側
の

山
林
は
、
岩
沢
・
笠
縫
・
川
寺
・
落
合
と

の
入
会
地
が
あ
っ
た
。
秣
場
か
ら
刈
り

取
っ
た
草
は
田
畑
に
漉
き
込
ん
だ
り
、

焼
い
て
「
草
木
灰
」
に
す
る
な
ど
肥
料

を
得
る
原
資
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
か
ら
は
柴
や
薪
な
ど
の
燃
料
、
屋

根
葺
き
の
萱
な
ど
を
採
取
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
と
ま
っ
た
山
林
原
野

を
も
た
な
い
入
間
川
北
岸
の
村
か
ら
す

れ
ば
、
入
会
地
は
農
業
中
心
の
生
活
に

は
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
中
村
忠
三
九
は
村
内
を
通

る
三
つ
の
道
路
を
、
改
修
や
橋
梁
工
事

に
県
の
補
助
を
受
け
ら
れ
る
補
助
道
に

編
入
す
る
運
動
に
邁
進
し
て
い
く
。
村

内
に
あ
っ
た
三
つ
の
学
校
が
加
治
尋
常

小
学
校
に
統
合
さ
れ
る
の
は
そ
れ
か
ら

一
六
年
後
の
明
治
四
一
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。 

 

む
す
び
に 

 

加
治
村
は
太
平
洋
戦
争
さ
な
か
の
昭

和
一
八(

一
九
四
三)

年
に
飯
能
町
と
合

併
す
る
。
戦
後
、
絹
織
物
業
や
林
業
と

い
っ
た
地
場
産
業
が
衰
退
し
て
い
き
、

加
治
村
の
誕
生
と
入
間
川 

 
～
飯
能
大
橋
が
象
徴
す
る
も
の
～ 

尾
崎
泰
弘 
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飯
能
の
町
は
東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と

な
っ
た
。
入
間
川
の
北
側
の
地
域
で
は

田
畑
が
宅
地
に
姿
を
変
え
人
口
が
増
加

し
て
い
っ
た
。
入
間
川
の
南
側
は
北
斜

面
に
あ
た
る
た
め
開
発
は
遅
れ
て
い
た

が
、
昭
和
五
八
年
に
飯
能
南
台
土
地
区

画
整
理
事
業
の
工
事
が
始
ま
り
、
平
成

元
年
に
新
た
に
美
杉
台
と
名
付
け
ら
れ

た
街
と
飯
能
駅
を
結
ぶ
飯
能
大
橋
が
開

通
し
た
。 

 

加
治
村
誕
生
時
の
東
西
の
対
立
と
そ

の
原
因
を
思
う
時
、
恐
ら
く
飯
能
で
最

も
巨
大
で
堅
固
な
飯
能
大
橋
の
存
在
は
、

そ
れ
を
克
服
し
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
完
成
は
、

加
治
村
の
誕
生
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
年
後

の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

（
飯
能
市
立
博
物
館
館
長
） 

 

〈
参
考
文
献
〉 

飯
能
市
『
飯
能
市
史(

資
料
編
Ⅳ) 

行
政

一
』 

 

昭
和
五
五(

一
九
八
〇)

年
一
一

月 飯
能
市
教
育
委
員
会
『
名
栗
の
歴
史

（
下
）』 

平
成
二
二(

二
〇
一
〇)

年
三

月 白
井
哲
哉
・
須
田
努
編
『
地
域
の
記
録

と
記
憶
を
問
い
直
す
』 

平
成
二
八(

二

〇
一
六)

年
四
月 

 

自
分
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
昔
ど

う
で
あ
っ
た
か
を
知
る
資
料
の
一
つ
に

「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
私
は
南
高
麗
地
区
の
大
字
「
下

畑
」
に
生
ま
れ
育
っ
て
い
ま
す
が
、
物

心
つ
い
て
か
ら
今
ま
で
の
こ
と
は
自
身

の
記
憶
に
あ
る
訳
で
す
が
、
生
ま
れ
る

前
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
文
献
を
当

た
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
南
高
麗
で
は

「
南
高
麗
郷
土
史
」
が
平
成
八
年
に
編

纂
さ
れ
て
い
て
、
郷
土
の
様
子
は
こ
れ

を
紐
解
け
ば
、
ほ
ぼ
分
か
り
ま
す
。
今

回
ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
の
屋
号
と
小
字

名
に
つ
い
て
紹
介
し
、
人
々
が
使
う
こ

と
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
事

柄
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
す
。 

 

下
畑
の
屋
号 

屋
号
は
、
敬
称
を
付
け
ず
に
そ
の
家

を
呼
べ
る
の
で
便
利
で
す
。
昔
は
仕
事

も
住
む
と
こ
ろ
も
同
じ
で
集
落
に
暮
ら

す
人
々
の
結
び
つ
き
は
非
常
に
強
く
、

そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
様
々
な
職
業
も

暮
ら
し
に
密
着
し
て
い
ま
し
た
。 

屋
号
も
職
業
・
家
業
に
ち
な
ん
だ
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
豆
腐
屋 

下
駄
屋 

畳
屋 

く
る
ま 

店 

新
み
せ 

ま
ん
じ
ゅ

う
屋 

鍛
冶
屋 

材
木
屋 

よ
い
と 

う
す

や 

左
官
屋 

花
火
屋 

便
利
屋 

十
三

文
屋
（
じ
ゅ
う
さ
ん
も
や
） 

こ
れ
ら
の
屋
号
が
そ
こ
に
住
む
人
々

か
ら
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
は

異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。「
う
す
や
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
屋
号
の
家
人
に
「
臼
」

を
作
っ
た
道
具
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す

か
」
と
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
「
一
切
な

い
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
と
な
る
と
か

な
り
古
く
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、
臼
を
作
っ
て
い

た
の
で
な
く
、
臼
で
穀
物
を
挽
く
生
業

だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
「
く

る
ま
」
と
い
う
屋
号
の
家
は
、
大
八
車

で
も
作
る
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
と
思

う
と
そ
う
で
な
く
、
大
き
な
水
車
が
あ

っ
た
家
の
よ
う
で
す
。「
よ
い
と
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
家
は
、
代
々
建
築
大
工
の

仕
事
を
し
て
い
た
家
で
、
家
を
建
て
る

時
「
よ
い
と
ま
け
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
地
固
め
を
す
る
の
で
そ
う
呼
ば
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。 

一
方
、
家
の
あ
る
場
所
、
形
態
に
よ

っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
屋
号
も
あ
り
ま
す
。

谷
津 

わ
た
っ
ぱ 

上 

中 

澤 

石
橋 

道

下 

中
島 

山
根 

 

「
谷
津
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
家
は
、

現
在
「
谷
津
」
と
い
う
地
形
に
家
が
建

っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
聞
い
て

身
近
な
郷
土
史 

久
下 

文
男 

 

下畑の空撮写真 

飯能大橋 
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み
た
と
こ
ろ
、
谷
津
と
言
わ
れ
る
地
形

の
所
か
ら
昔
引
っ
越
し
た
の
だ
が
、
屋

号
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
と
の
こ
と
で
し

た
。「
わ
た
っ
ぱ
」
の
屋
号
は
「
渡
し
場
」

昔
、
下
畑
か
ら
都
県
境
を
流
れ
る
「
成

木
川
」
か
ら
対
岸
に
行
く
に
は
橋
が
無

く
、
渡
し
場
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
近

く
に
あ
る
家
な
の
で
「
わ
た
っ
ぱ
」
と

い
う
屋
号
な
の
で
す
。 

ま
だ
あ
り
ま
す
が
、
屋
号
も
昔
の
暮

ら
し
の
様
子
が
わ
か
る
民
俗
な
の
で
、

き
ち
ん
と
調
べ
て
記
録
し
て
お
き
た
い

も
の
と
思
い
ま
す
。 

 

下
畑
の
小
字
（
こ
あ
ざ
） 

「
土
地
宝
典
」
と
い
う
便
利
な
地
図
帳

が
あ
り
ま
す
。
大
字
、
小
字
、
地
番
、
地

目
、
面
積
（
坪
・
㎡
）
が
表
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
昔
か
ら
あ
っ
た
の
で
す
が
、
昭

和
60
年
３
月
に
帝
国
地
図
と
い
う
と

こ
ろ
が
復
刻
し
ま
し
た
。
賛
助
員
を
募

っ
て
頒
布
し
た
よ
う
で
す
が
、
下
畑
で

も
こ
こ
に
名
を
連
ね
て
い
る
ご
家
庭
に

は
所
蔵
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
（
17
軒
） 

土
地
宝
典
を
見
な
が
ら
、
大
字
下
畑

の
小
字
名
を
紹
介
し
ま
す
。
渡
戸
真
土 

渡
戸
原 

保
入 

前 

宮
倉 

宮
原 

伊
野

間
沢 

保
入
沢 

釜
下
沢 

曽
根 

西
ノ

入 

日
向
山 

深
久
保 

釜
下 

保
入
沢
東

平 

吹
ヶ
入 

筧
口 

伊
野
間 

宮
ノ
上 

穴
郷 

穴
郷
御
殿
ヶ
入 

 

ひ
と
昔
前
の
地
元
の
人
は
こ
の
小
字

名
を
聞
け
ば
ど
こ
と
直
ぐ
わ
か
っ
た
は

ず
で
す
。
興
味
あ
る
小
字
名
い
く
つ
か
。

「
日
向
山
」
こ
こ
は
確
か
に
ひ
な
た
な

で
す
。「
筧
口
」
＝
「
か
け
い
ぐ
ち
」
と

読
む
の
だ
と
思
い
ま
す
「
カ
ケ
ヒ
」
は

長
い
竹
を
地
上
に
掛
け
渡
し
て
、
水
を

通
す
も
の
で
す
の
で
、
こ
の
字
の
所
に

は
水
口
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

行
っ
て
み
る
と
確
か
に
水
の
出
そ
う
な

場
所
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
「
宮
」
が
付

く
の
が
３
つ
あ
り
ま
す
が
、
宮
は
お
宮

で
す
の
で
神
社
が
関
係
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
宮
原
」
に
あ
る

「
八
幡
神
社
」
の
こ
と
と
思
え
、
現
在

で
も
丁
重
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
釜
下

（
か
ま
し
た
）
は
文
字
通
り
釜
の
下
の

よ
う
な
所
。
渡
戸
真
土
は
「
ま
つ
ち
」

と
し
て
土
質
の
良
い
所
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
昔
の
人
た
ち
が
い
か
に
土

天保 3年辰年 12月下畑集落絵図 

土地宝典 
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地
を
良
く
見
つ
め
て
い
た
か
が
分
か
り

ま
す
「
小
字
か
ら
解
き
明
か
す
郷
土
の

地
理
」
ま
と
め
て
み
た
い
テ
ー
マ
で
す
。 

（
当
会
理
事
） 

飯
能
祭
り
で
私
た
ち
の
耳
に
な
じ
ん

で
い
る
祭
囃
子
は
江
戸
祭
囃
子
の
流
れ

を
汲
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
そ
の
江
戸
祭
囃
子
の
源
が
江
戸

で
流
行
っ
た
里
神
楽
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

里
神
楽
は
、
神
社
の
祭
礼
時
に
奉
納

さ
れ
る
、
神
話
を
題
材
と
し
た
黙
劇
で

構
成
さ
れ
る
舞
に
囃
子(

神
楽
囃
子)

が

伴
っ
た
祭
礼
芸
能
で
す
。 

江
戸
に
お
け
る
里
神
楽
（
い
わ
ゆ
る

江
戸
里
神
楽
）
は
、
寛
文
～
貞
享
年
間

（
一
六
六
一
～
八
八
年)

頃
に
古
い
形

の
埼
玉
県
の
鷲
宮
神
楽
「
土
師
の
舞
」

が
江
戸
に
入
っ
て
広
ま
っ
た
と
さ
れ
ま

す
。
も
と
も
と
は
神
事
舞
を
舞
っ
て
い

た
も
の
が
、
江
戸
に
入
っ
た
後
の
文
化

文
政
年
間(

一
八
〇
四
～
三
〇
年)

の
頃

に
、
江
戸
で
興
行
し
た
壬
生
狂
言
、

能
、
歌
舞
伎
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
独

自
に
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
賑

や
か
な
囃
子
、
華
麗
な
衣
裳
、
道
化
、

滑
稽
味
を
加
え
た
洗
練
さ
れ
た
所
作
な

ど
に
よ
り
、
演
劇
性
、
娯
楽
性
を
高

め
、
庶
民
の
人
気
を
博
し
、
隆
盛
を
み

ま
し
た
。 

江
戸
市
中
に
は
、
諸
大
名
の
勧
請
し

た
神
社
も
含
め
神
社
の
数
が
多
く
、
そ

れ
ら
の
神
社
が
一
年
に
一
度
の
大
祭
だ

け
で
な
く
、
毎
月
の
月
次
祭
に
も
里
神

楽
を
奉
納
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と

や
、
さ
ら
に
江
戸
に
は
稲
荷
社
が
多

く
、
そ
の
稲
荷
社
の
例
祭
に
も
里
神
楽

が
盛
ん
に
奉
納
さ
れ
た
こ
と
も
神
楽
人

気
を
支
え
る
土
台
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

江
戸
市
中
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
状

況
な
の
で
す
か
ら
、
近
郷
・
周
辺
地
域

に
お
い
て
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
神
社

が
存
在
す
る
わ
け
で
、
こ
の
江
戸
里
神

楽
は
、
以
後
周
辺
地
域
に
伝
承
さ
れ
て

い
き
、
里
神
楽
の
隆
盛
を
現
出
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

こ
う
し
て
演
劇
性
・
娯
楽
性
に
磨
き

を
か
け
ら
れ
た
江
戸
里
神
楽
は
、
地
域

を
問
わ
ず
、
諸
所
の
神
社
祭
礼
で
興
行

さ
れ
江
戸
庶
民
の
心
を
と
ら
え
て
い
た

の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
広
ま
っ
た
里
神
楽

は
、
江
戸
庶
民
の
求
め
に
沿
う
か
た
ち

で
変
化
を
遂
げ
ま
す
。
舞
を
支
え
る
神

楽
囃
子
が
よ
り
軽
快
で
、
よ
り
華
や
か

な
も
の
へ
と
変
化
を
遂
げ
て
い
き
ま

す
。
特
に
能
管
や
篠
笛
に
よ
る
流
麗
、

軽
妙
な
メ
ロ
デ
ィ
は
太
鼓
と
絡
み
人
々

を
夢
中
に
さ
せ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

の
う
ち
に
囃
子
だ
け
を
楽
し
む
と
い
う

動
き
や
、
自
分
た
ち
も
囃
子
を
演
奏
し

て
み
た
い
と
思
う
者
が
出
て
き
て
も
不

自
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
う
い
う
な
か
で
、
神
楽
師
が
地
域

の
人
々
に
神
楽
囃
子
を
伝
授
す
る
こ
と

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

神
楽
師
も
ま
た
、
神
楽
興
行
の
場
と

は
別
の
場
で
、
神
楽
囃
子
を
演
奏
し
、

人
々
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

や
が
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
人
々
に

好
ま
れ
て
演
奏
さ
れ
て
い
た
神
楽
囃
子

に
手
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
楽
器
編
成

も
工
夫
さ
れ
、
よ
り
音
楽
的
に
洗
練
さ

れ
た
新
し
い
囃
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
囃
子
が
江
戸
祭

囃
子
で
す
。 

こ
の
江
戸
祭
囃
子
の
創
始
に
つ
い
て

は
、
享
保
年
間(

一
七
一
六
～
三
六
年)

武
州
葛
飾
郡
金
町
村(

東
京
都
葛
飾
区

金
町)

の
香
取
大
明
神
の
神
主
・
能
勢

環
が
始
め
た
と
い
う
説
が
も
っ
と
も
広

く
一
般
に
流
布
し
て
い
ま
す
。
能
勢
環

は
音
律
を
工
夫
創
作
し
、
こ
れ
を
「
和

歌
ば
や
し
」
と
名
づ
け
村
内
の
若
者
に

教
え
ま
し
た
。
そ
の
囃
子
を
明
神
の
祭

礼
に
は
も
ち
ろ
ん
、
近
郷
近
在
の
祭
礼

に
同
村
の
若
者
が
出
張
し
、
神
社
の
境

内
に
屋
台
を
設
け
拍
子
面
白
く
は
や
し

た
て
神
霊
を
慰
め
た
の
が
始
ま
り
で
、

「
和
歌
ば
や
し
」
が
転
じ
て
「
馬
鹿
ば

や
し
」
に
な
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
以
降
、
天
下
泰
平
・
国
家
安
全

の
奉
納
囃
子
と
し
て
江
戸
市
中
に
ま
で

大
流
行
し
各
地
の
祭
礼
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
囃
子
が
、

里
神
楽
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
祭
囃
子 

和
田 

強 
 

｢里神楽 若山社中 (2011.8.6住吉神社祭礼にて) 
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後
に
「
葛
西
囃
子
」
と
称
さ
れ
る
の
で

す
。 葛

飾
区
周
辺
で
活
躍
し
た
能
勢
環
の

ほ
か
に
、
西
小
松
川
村
（
東
京
都
江
戸

川
区
小
松
川
）
鎮
守
の
天
祖
神
社
神

官
・
秋
元
式
弥
が
、
囃
子
連
中
を
組
織

し
て
江
戸
川
に
伝
わ
る
葛
西
囃
子
を
近

郷
に
奨
励
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
盛
ん
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。 

そ
の
後
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
以

来
、
関
東
代
官
・
は
こ
れ
を
奨
励
し
、

毎
年
「
葛
西
ば
や
し
」
代
表
者
推
薦
会

に
て
名
人
を
選
出
、
神
田
明
神
の
祭
礼

で
将
軍
上
覧
の
も
と
演
奏
さ
せ
た
こ
と

か
ら
、
急
激
に
各
地
に
伝
播
し
た
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

以
上
が
葛
西
囃
子
誕
生
に
か
か
わ
る

伝
承
で
す
が
、
こ
の
葛
西
囃
子
を
源
流

に
し
て
江
戸
市
中
及
び
周
辺
地
域
に
大

流
行
し
た
囃
子
が
江
戸
祭
囃
子
な
の
で

す
。
そ
こ
か
ら
、
次
の
点
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
能
勢
環
に

し
ろ
秋
元
式
弥
に
し
ろ
、
両
者
が
神
職

で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と

は
、
両
者
が
里
神
楽
に
携
わ
っ
て
い
た

い
わ
ゆ
る
神
楽
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら

里
神
楽
の
神
楽
師
が
神
楽
囃
子
を
も
と

に
祭
囃
子
を
創
り
出
し
た
こ
と
及
び
囃

子
連
を
組
織
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
里

神
楽
か
ら
祭
囃
子
が
生
み
出
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。 

以
上
、
愚
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
今
後
、
ま
た
機
会
が
あ
れ

ば
、
江
戸
祭
囃
子
と
里
神
楽
の
曲
目
、

五
人
編
成
の
囃
子
誕
生
と
そ
の
魅
力
、

江
戸
祭
囃
子
と
里
神
楽
の
交
流
な
ど
に

つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
当
会
理
事
）    

平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
二
年
）
に
数

え
方
に
よ
っ
て
は
１
０
０
０
に
も
な
る

飯
能
の
橋
を
調
査
し
ま
し
た
。
途
中
、

特
に
石
橋
と
石
橋
供
養
塔
に
魅
力
を
感

じ
、「
橋
梁
台
帳(

橋
の
カ
ル
テ
）
に
な

い
橋
」
と
し
て
調
査
を
続
け
て
い
ま

す
。
表
で
お
分
か
り
の
様
に
飯
能
の
石

橋
は
、
自
然
石
や
板
状
の
石
が
３
～
５

枚
並
ぶ
桁
橋
と
石
を
組
ん
だ
苅
生
の
１

基
が
あ
り
ま
す
。
残
る
飯
能
市
で
初
め

て
の
立
体
交
差
と
な
っ
た
日
之
出
橋

（
上
畑─

下
直
竹
の
境
い
）
の
下
「
旧

日
之
出
橋
」
は
調
査
途
中
で
す
。 

石
橋
の
認
定
や
知
識
に
関
し
て
は
、

日
本
の
石
橋
を
守
る
会 

中
村
ま
さ
あ

き
氏
と
贄
田
（
に
え
だ
）
岳
和
氏
に
引

き
続
き
ご
教
授
頂
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 

表
中
に
お
名
前
を
掲
載
し
た
方
々
と

本
会
会
員
の
久
下
文
男
氏
、
内
野
博
司

氏
に
は
、
調
査
に
ご
協
力
頂
き
ま
し
た

こ
と
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
参
考
と
な
る
資
料
を
編
集
し
て

下
さ
っ
た
多
く
の
皆
様
、
加
え
『
南
高

麗
郷
土
史
』（
平
成
八
年 

南
高
麗
郷
土

史
研
究
会
発
行
）
に
は
、
詳
細
な
橋
の

記
載
が
多
く
、
足
元
の
力
持
ち
、
市
民

権
の
な
い
橋
た
ち
を
広
い
視
野
で
記
録

し
て
下
さ
っ
た
事
に
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。 

（
当
会
監
事
） 

飯
能
の
石
橋
と
石
橋
供
養
塔 

加
藤 

栄
子 

 

芦苅場 小谷野家裏の石橋の石 

寛政十年の銘文 

飯能まつり (2013.11.6) 

清川橋下の石橋供養塔 
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所在地 
橋名・架橋年 他  

(橋名は呼称含む) 
石橋(幅×長さ×厚さ×枚数) 他 備 考 

中峰 

井上の子安

観音近く 

釈が橋 読み不明 

石橋勧化帳より 

寶曆十二年午十月吉日 

(1762年) 

41×216×23cm×桁石 4本 

両側に宛（縁石）計 6本の凹型 

並列 石の中央部に膨らみ 

平成の初め、縁石を倒し拡幅。 

『東吾野郷土史』 P178 石橋勧化帳 

大野氏（屋号 石橋）：「はしか除け」に遠方から

も親子が来た。橋の下をくぐる時、梯子を貸し

たらお菓子が貰えた。 

飯能東谷路 

(西武鉄道武蔵

丘車両基地) 

木綿沢石橋 

寶曆十三年癸未歳正月吉

日(1763年) 

40×200×２０cm×桁石 3本 

並列 ＊橋名は当時の取材から 

馬頭観音は石橋方向を見ている。 

『飯能の石仏』 P161、246 

正 馬頭観音、左 石橋供養塔、右 架橋年 

丸山清氏：「ゆうのさわのいしばし」と呼んだ 

河原町 

自治会館前 

石橋供養塔のみ 

正 石橋供羪塔 

裏面 寛政九丁巳中秋吉日

(1797年) 

旧岩根橋のところ 能仁寺参道の小川

か？元石橋らしきサイズの石が、飯能河原

水天宮近くの民家の軒先にあり。聞いた

が不明の返答 

『飯能の石仏』 P165、250 左 左り聖徳太

子みたけ道、右 右子のごんげんみち 

横山健児氏：自治会館の靴脱ぎ石を起こすと

文字が彫られていて驚いた。 

中山三叉路 

聖望学園、 

水種稲荷近く 

石橋供養塔のみ 

享和四甲子年(1804年) 

北西方向に旧道で繋がる見返り坂や涙橋

の記録がある。ただ、中山地区は堀が多い

ので特定は困難。 

『吾妻天満宮本開帳記念誌』 P23 

『飯能の石仏』 P166、250 正 南無遍照金

剛左 熊谷坂戸道、右 所沢江戸道 石橋供養 

中山 

加治神社 

境内に移動 

観音橋と丹生橋 

明和五年(1768年) 

寛政三年(1791年) 

明和五年 40×216×25cm×4本 

寛政三年 40×186×21cm×4本 

桁石 ＊明和五年が観音橋のよう 

中藤栄祥 『武州高麗郡中山村記録 』 

P235、236 石橋架設銘文(解説文付) 

『吾妻天満宮本開帳記念誌』 P25 

中居 

清泰寺入口 

石橋供養塔のみ 石橋は撤去し、墓地への階段として再利

用した。 

『飯能の石仏』 P177、262 

左 中居村□□吉日、右 願主観心 村中 

青木交差点 

西南角 

石橋供養塔のみ 交差点近くの住人によると近くの小川に

架橋。場所は忘れた。 

『飯能の石仏』 P177、262 

「石橋供」までしか読めず、「養塔」は地中。 

元は 

飯能第一 

中学校校庭 

桁石は所在不明 

寛文九己酉年(1６69年)  

S氏記憶 

昭和 19年までは、校庭を流れる藤田堀

(テニスコート近く)に架橋。 

＊この頃は暗渠ではなかった。 

双柳 S氏：笠縫の島崎さんの寄付と聞いた。

外して双柳秀常寺へ運んだ。 

秀常寺住職：長福寺墓地園に運び、不明 

元は東飯能

駅構内 

紺屋(こうや)橋 

＊屋号から 

構内を流れる藤田堀支流か？この辺り

は、笠縫の稲荷原と呼んだ。 

青木晃平氏：加治公民館隣に紺屋(こうや)と

いう家があり、この家の人が架けた。 

岩沢 

白髪白山 

神社境内 

橋名不明 

元文四年未九月 

(１７３９年) 

40×185×26㎝ 2本 御影石 

大正初期、武蔵野鉄道軌道施設工事の

際、鳥居前の小川から撤去。 

山崎修二氏『阿須ふるさと散歩』 

西野長治氏手書き看板より： 桁石には「川賈

代金以造立也」と彫られている。 

笠縫 

石橋３基 

①榎戸 119番地 

②榎戸 145番地 

③新堀 233番地 

①１尺×４尺×４本 桁石 

②１尺×６尺×４本 桁石 

③約６尺 自然石かも 

調査 山崎修二氏 

①②は笠縫正願寺の宝篋印塔を囲む 

③は道路側面から覗くと僅かに見える 

前ケ貫 

清川橋下 

成木川左岸 

石橋供養塔のみ  

維持文化六己巳正月吉日

(1809年) 

調査 山崎修二氏：清川橋下の水路に架橋

されていた。 

＊現在も水路(空堀)は在り。 

『飯能の石仏』 P147、238 

正 石橋供(養)、左 高麗郡前･･以下欠損 

＊清川橋工事完成まで別の場所に保管中 

下畑 

保入沢(ほに

ゅうさわ) 

石橋２基 

保入(ほのいり)橋 

寛政十三年(1801年) 

石橋供養塔は、白い卵型。

土手に半埋没 

近くの秋葉大権現石・庚申塔に移動 

自然石 100×220×30cm 

自然石  85×140×30cm 

桁石 3本  38×240×18cm 

『飯能の石仏』P136、230 

正 石橋供養塔、左 寛政十三年□□□ 

正月 施主下畠村 念佛講中 □は判読不可 

＊橋名と小字読み『南高麗郷土史』参考 

苅生  

赤根ヶ峠道 

橋名不明 明治時代 

工兵の訓練で架橋 

石造(自然石を組んだ)アーチ橋  

水面から要石まで約 1．２ｍ 

アーチ底をコンクリートで固定(後の補強か不

明) 現在は崩れ始めていて、渡るのは危険。 

上赤工畑中 寛政四壬子歳ハ月良辰

(1792年) 

石橋、石橋供養塔共に現地確認できず。 

＊どなたか情報を下さい 

『飯能の石仏』 P125、221 

芦苅場 

小谷野家前 

小谷野家の石橋 

寛政十(1798年)  

一般的な桁石が 3枚残っている 

トラックが通過して石橋が割れた 

奉□石橋□ 寛政十霜月□ 武州高麗 足苅場

邑下分 ＊□は判読できない個所 
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本
像
は
、
大
字
飯
能
に
所
在
す
る
松

林
山
善
導
寺
の
観
音
堂
の
本
尊
で
す
。

飯
能
市
内
に
多
く
み
ら
れ
る
法
衣

ほ

う

え

垂
下

す

い

か

像
の
一
例
で
、
法
光
寺
や
金
錫
寺
の
地

蔵
菩
薩
坐
像
と
作
り
が
似
て
お
り
、
十

四
世
紀
後
半
の
南
北
朝
期
の
詫
磨
派

た

く

ま

は

系

の
鎌
倉
仏
師
の
製
作
と
推
定
さ
れ
ま

す
。
丁
寧
に
結
い
上
げ
ら
れ
た
宝ほ

う

髻け
い

、

正
面
と
背
面
で
強
く
カ
ー
ブ
を
描
く
天

冠
台
、
ど
こ
か
初
々
し
さ
を
見
せ
る

豊
頬

ほ
う
き
ょ
う

丸
顔

ま
る
が
お

の
少
年
の
様
な
面
貌
、
頭

奥
・
体
奥
が
厚
く
猫
背
気
味
の
体
躯
、

複
雑
で
装
飾
的
な
衣
文
を
刻
む
厚
手
の

着
衣
等
の
彫
刻
表
現
は
、
宋
元
美
術
の

影
響
を
受
け
た
後
期
宋
風
彫
刻
の
特
徴

を
十
分
に
表
し
て
い
ま
す
。 

 

幾
千
代
も
松
井
久
し
く
善
道

よ
し
み
ち

や 

今
も
御
法

み

の

り

の
誓
い
新
た
に 

 

こ
れ
は
高
麗
坂
東
三
十
三
観
音
の
、

十
一
番
札
所
の
御
詠
歌
で
す
。
現
在
は

入
間
市
野
田
の
円
照
寺
が
十
一
番
で
す

が
、
昭
和
初
期
の
頃
ま
で
は
善
導
寺
が

札
所
で
し
た
。
善
導
寺
は
地
主
の
持
ち

寺
で
、
当
時
二
代
に
渡
り
札
所
が
続
き

ま
し
た
が
、
そ
の
後
に
朱
印
等
が
円
照

寺
に
移
管
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

御
詠
歌
の
歌
詞
に
は
そ
の
札
所
の
山

号
寺
号
や
所
在
地
の
名
前
を
織
り
込
む

こ
と
が
多
く
、
こ
の
御
詠
歌
に
も
地
名

(
小
字
「
松
井
戸
」)

や
寺
号
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
か
つ
て
善
導
寺

が
札
所
だ
っ
た
こ
と
が
偲
ば
れ
ま
す
。 

札
所
が
移
っ
て
か
ら
も
地
元
の
人
か

ら
は
大
事
に
さ
れ
て
い
て
、
ヨ
モ
ギ
摘

み
の
時
季
に
あ
た
る
四
月
中
旬
の
祭
り

は
途
絶
え
た
こ
と
が
な
い
と
の
こ
と
。

以
前
は
杵
と
臼
で
搗
い
た
草
餅
を
振
る

舞
っ
た
こ
と
か
ら
「
草
餅
観
音
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

善
導
寺
の
嶌
田
住
職
は
も
と
も
と
市

外
在
住
で
し
た
が
、
定
年
で
飯
能
に
戻

る
準
備
を
し
な
が
ら
お
堂
の
修
理
と
僧

籍
を
取
得
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
多
峯
主

山
の
下
山
道
に
整
備
す
る
計
画
も
あ
る

と
の
こ
と
で
、
多
く
の
人
が
立
ち
寄
る

場
所
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 
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 編
集
後
記 

一
昨
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
り
、
当
会
の
活
動
も
大
き
く
制
限

を
受
け
て
き
ま
し
た
が
今
年
度
は
な
ん

と
か
「
郷
土
は
ん
の
う
」
を
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
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史
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大
野
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祭りの日 （平成三十一年撮影） 


