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こ
の
た
び
、
多
く
の
先
輩
の
方
々
が

豊
富
な
知
識
を
活
か
し
て
調
査
研
究
を

さ
れ
、
築
き
上
げ
て
き
た
飯
能
郷
土
史

研
究
会
の
会
長
を
お
受
け
し
重
責
を
感

じ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
会
を
会
員
の
皆
様
と
と
も
に
発

展
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
会
員
の
皆

様
に
は
ご
協
力
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

飯
能
郷
土
史
研
究
会
は
昭
和
四
十
八

年(

１
９
７
３)

に
設
立
さ
れ
、
今
年
（
令

和
五
年)

で
五
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。 

会
誌
「
郷
土
は
ん
の
う
」
も
昭
和
五

十
三
年
に
会
の
研
究
発
表
誌
と
し
て
創

刊
号
を
発
行
し
、
以
降
毎
年
発
行
し
て

き
ま
し
た
。
令
和
二
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍

で
活
動
を
制
限
さ
れ
休
刊
し
ま
し
た
が
、

翌
令
和
三
年
度
は
役
員
の
皆
様
と
博
物

館
館
長
の
ご
協
力
に
よ
り
、
第
四
十
一

号
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
の
飯
能
郷
土
史
研
究
会
は
、

飯
能
地
域
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
古
い

歴
史
・
文
化
に
関
す
る
情
報
を
、
会
員

の
皆
様
と
と
も
に
調
査
収
集
し
、
ま
た

記
録
・
保
存
し
、
例
会
・
講
演
会
等
で
、

会
員
の
皆
様
は
も
ち
ろ
ん
、
会
員
以
外

の
多
く
の
方
々
に
も
伝
承
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
会
の
趣
旨
に

賛
同
す
る
方
々
を
お
誘
い
し
、
ま
た
募

集
を
行
い
、
会
員
を
増
や
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

本
稿
は
令
和
４
年
12
月
10
日
、
令
和

５

年
2

月
18

日
に
行
わ
れ
た
例
会

「
飯
能
の
古
い
話
を
語
る
会
～
郷
土
史

研
究
会
会
員
が
見
た
昭
和
」
の
内
容
の

一
部
を
抜
粋
・
編
集
し
て
掲
載
す
る
も

の
で
す
（
構
成 

関
根
）。 

当
日
は
高
澤
等
副
会
長
を
進
行
役
と

し
、
清
水
澄
一
会
長
・
浅
見
賢
治
理
事

を
主
な
語
り
手
と
し
て
、
様
々
な
内
容

に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。 

上
水
道
の
話 

高
澤 

飯
能
の
上
下
水
道
に
つ
い
て

お
話
を
ち
ょ
っ
と
伺
い
た
い
な
と
思
い

ま
す
。 

浅
見 

水
道
は
あ
の
、
こ
れ
私
は
す

ご
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
深
谷
と
秩
父

と
飯
能
は
埼
玉
県
で
三
番
目
に
で
き
た

わ
け
で
す
よ
。
飯
能
の
人
た
ち
は
そ
う

い
う
時
代
の
流
れ
に
よ
っ
て
ね
、
そ
の

水
道
を
作
る
と
い
う
ね
、
意
気
込
み
を

持
つ
と
い
う
、
動
か
な
け
れ
ば
、
そ
ん

な
埼
玉
県
で
三
番
目
に
で
き
る
わ
け
は

な
い
わ
け
で
す
か
ら
ね
。 

そ
う
い
う
そ
の
連
帯
な
ん
か
っ
て
い

う
ね
、
意
気
込
み
が
す
ご
か
っ
た
な
、

と
い
う
風
に
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。 

清
水 

昭
和
3
年
頃
で
す
か
。
3
年

頃
だ
ん
だ
ん
世
帯
数
も
多
く
な
っ
て
、

井
戸
が
枯
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。 

そ
れ
で
、
井
戸
水
が
な
く
て
、
あ
の
高

麗
横
丁
に
あ
っ
た
井
上
酒
造
な
ん
か
も

あ
ち
こ
ち
の
井
戸
か
ら
汲
ん
で
担
い
で

水
を
求
め
て
た
の
と
、
そ
れ
と
、
い
ち

ば
ん
困
っ
て
た
の
が
街
の
中
の
糸
を
紡

い
で
い
た
工
場
で
す
ね
。
あ
れ
が
繭
を

茹
で
る
こ
と
が
で
き
な
く
っ
て
い
た
わ

け
で
す
ね
。
景
気
が
当
時
は
生
糸
も
よ

か
っ
た
し
、 

材
木
屋
さ
ん
も
良
か
っ
た

し
、
そ
れ
で
、
水
道
を
引
こ
う
と
い
う

こ
と
で
い
た
ん
で
す
け
ど
、
な
ん
せ
飯

能
は
井
戸
が
少
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
で
、

掘
っ
て
も
な
か
な
か
出
な
い
。 

そ
れ
で
、
い
ま
観
音
寺
の
前
に
ず
っ

と
孫
の
孫
、
ひ
孫
み
た
い
の
が
い
る
ん

で
す
け
ど
、
佐
渡
屋
っ
て
い
う
家
が
あ

っ
た
ん
で
す
。
佐
渡
屋
っ
て
い
う
の
は
、

佐
渡
の
金
山
を
掘
っ
て
た
人
。
そ
の
当

時
の
久
下
分
村
と
飯
能
村
で
金
を
出
し

て
、
人
足
に
来
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
か
な
り
そ
の
佐
渡
屋
っ
て
い

う
家
が
佐
渡
か
ら
職
人
を
連
れ
て
き
て

飯
能
の
井
戸
を
掘
っ
た
ん
だ
け
ど
も
、

な
か
な
か
水
が
出
ず
、
仕
事
を
取
れ
な

か
っ
た
と
。 

そ
れ
で
じ
ゃ
あ
山
の
中
に
掘
っ
た
ら

出
る
の
か
っ
て
い
う
こ
と
で
、
試
し
に

掘
っ
た
の
が
、
今
現
在
天
覧
山
の
中
段

に
井
戸
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、 

あ
れ
は
あ
の
井
戸
を
掘
っ
て
、
そ
れ
で

そ
の
後
、
明
治
天
皇
が
飯
能
へ
来
る
っ

て
い
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
馬
の
水

を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
て
い

う
こ
と
で
、
天
皇
陛
下
が
乗
っ
て
き
た

馬
で
す
か
、
そ
の
井
戸
か
ら
酌
ん
だ
水

が
冷
た
く
て
、
そ
れ
を
飲
ま
し
た
と
い

う
風
な
話
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。 

で
す
か
ら
、
町
中
自
体
に
井
戸
が
か

な
り
無
か
っ
た
の
が
、
昭
和
5
年
で
す

か
、
水
道
山
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
、

飯
能
の
古
い
話
を
語
る
会 

郷
土
史
研
究
会
会
員
が
見
た
昭
和 

 

清
水 

澄
一 

 

浅
見 

賢
治 

会
長
を
お
受
け
し
て 

清
水 

澄
一 

 

２月例会の様子 
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県
か
ら
名
栗
川
の
取
水
の
許
可
が
出
た

ん
で
す
ね
。 

そ
れ
で
、
か
な
り
威
勢
が
つ
い
て
、

今
で
い
う
水
道
山
へ
送
水
し
て
、
当
時

は
町
中
だ
け
な
ら
十
分
高
さ
か
ら
し
て
、

あ
の
自
然
流
下
で
水
が
間
に
合
っ
た
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
。 

そ
の
後
、
川
寺
だ
と
か
双
柳
だ
と
か

（
配
水
範
囲
が
）
広
く
な
っ
た
の
で
、

水
圧
が
低
い
と
い
う
こ
と
で
、
か
な
り

苦
労
し
た
と
い
う
話
で
す
ね
。
で
す
か

ら
、
さ
っ
き
浅
見
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ

う
に
、
水
道
の
事
業
っ
て
い
う
の
は
埼

玉
県
で
も
三
番
目
ぐ
ら
い
な
ん
で
、
飯

能
と
し
て
は
か
な
り
画
期
的
な
事
業
じ

ゃ
な
か
っ
た
か
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。 

 

ま
あ
、
い
ま
現
在
そ
の
材
木
屋
が
廃

れ
た
と
か
、
糸
屋
が
ダ
メ
に
な
っ
た
と

か
っ
て
言
っ
た
っ
て
、
結
局
最
後
に
残

っ
た
の
は
水
道
管
だ
け
が
残
っ
て
る
わ

け
で
す
ね
。
そ
の
辺
で
、
い
ま
銅
像
に

な
っ
て
る
双
木
さ
ん
で
す
か
、
あ
の
方

が
ど
れ
だ
け
苦
労
し
た
か
っ
て
い
う
の

は
、
あ
の
飯
能
の
旧
市
内
の
人
は
わ
か

っ
て
い
る
。 

私
は
昭
和
12
年
に
生
ま
れ
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
物
を
覚
え
て
い

る
段
階
で
は
、
水
道
は
、
水
は
蛇
口
を

ひ
ね
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
街
中
で
も
水
道
料
金

を
払
う
の
が
大
変
な
ん
で
、
水
道
を
引

い
て
な
い
家
が
か
な
り
多
か
っ
た
ん
で

す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
バ
ケ
ツ
持
っ
て

も
ら
い
に
来
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
い

ろ
ん
な
洗
濯
だ
と
か
洗
い
物
な
ん
か
は

井
戸
水
で
す
け
ど
、
飲
料
水
に
つ
い
て

は
、
水
道
を
引
い
て
あ
る
家
に
水
を
も

ら
い
に
歩
い
た
と
い
う
の
が
ち
ょ
っ
と

あ
り
ま
す
。 

関
根 

双
木
町
長
の
胸
像
が
戦
中
に

も
あ
っ
て
、
供
出
さ
れ
た
と
い
う
話
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
が
。 

清
水 

水
道
山
の
番
人
を
し
て
い
た

初
野
さ
ん
っ
て
い
う
人
が
居
て
。
お
そ

ら
く
初
野
さ
ん
の
住
ん
で
た
処
の
庭
に

あ
っ
た
の
が
古
い
供
出
し
た
像
だ
と
思

う
ん
で
す
。
か
な
り
小
さ
い
も
の
だ
っ

た
と
い
う
風
に
聞
い
て
ま
す
け
ど
も
ね
。 

 

関
根 

昔
の
文
化
新
聞
を
読
む
と
、

赤
痢
と
か
が
よ
く
起
き
て
い
た
ら
し
く

て
、
そ
れ
は
水
道
の
改
善
と
一
緒
に
だ

ん
だ
ん
起
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い

う
感
じ
な
ん
で
し
ょ
う
か
。 

清
水 

そ
れ
は
下
水
を
流
し
た
の
が

井
戸
水
に
入
っ
て
、
そ
れ
を
飲
ん
で
た

関
係
で
す
ね
。
当
時
ま
だ
町
中
の
下
水

っ
て
い
う
の
は
、
各
家
庭
で
か
な
り
、

吸
い
込
み
井
戸
を
掘
っ
て
流
し
て
た
わ

け
な
の
、
市
内
で
は
ね
。
井
戸
よ
り
は

本
来
な
ら
深
く
掘
れ
ば
い
い
も
の
を
、

井
戸
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん

で
す
よ
ね
、
長
い
間
に
。
山
の
方
だ
っ

た
ら
い
い
け
ど
、
街
中
で
そ
う
い
う
の

を
何
軒
も
や
っ
た
ら
、
捨
て
た
水
が
井

戸
へ
浸
透
し
て
、
そ
れ
を
今
度
ま
た
飲

ん
で
る
と
い
う
こ
と
で
発
生
し
た
と
い

う
こ
と
な
ん
で
。
そ
れ
で
飲
み
水
の
方

が
改
善
さ
れ
て
治
っ
て
い
っ
た
、
病
気

現在の井戸跡 
コンクリートで蓋をされている。 

水天宮 鳥居奉納者御芳名 

「昭和九年戌年十二月五日戌日之建」

とあり、各町の衛生組合長の名前が

見える。赤痢鎮静祈願という。 

 
双木町長の銅像 

上水道建設に尽力した双木利一氏(明治 11

年 3月 2日生、昭和 14年 8月 8日没)を称え

ようと、山下虎吉氏を発起人代表として旧原町

地区が胸像建設を進め、清水多嘉示氏（武蔵野

美術大学教授、文化功労者）に製作を依頼した。

土地は荒井栄氏（荒井歯科醫院）の提供を受け

た。昭和 26年 11月 23日の除幕式には花火が

打ち上げられ、二百数十名が集まった。長男で

当主である双木利夫氏が謝辞を述べ、お孫さん

が除幕の綱を引いたという。 
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が
少
な
く
な
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
じ
ゃ

な
い
で
す
か
ね
。 

赤
痢
が
多
く
て
、
そ
れ
で
や
む
を
得

ず
避
病
院
を
作
っ
た
り
し
た
わ
け
で
す

ね
。
そ
れ
で
避
病
院
が
天
覧
山
の
中
段

の
下
に
あ
っ
た
の
が
、
古
く
な
っ
て
、

今
の
武
蔵
ヶ
丘
の
ゴ
ル
フ
場
の
入
口
の

左
側
の
窪
地
の
と
こ
に
避
病
院
の
建
物

が
３
棟
く
ら
い
建
っ
て
た
ん
で
す
よ
。 

高
澤 

今
、
避
病
院
が
お
話
に
出
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
飯
能
市
街
の
中
で
も

天
覧
山
裏
、
中
山
の
手
前
で
す
か
。
あ

の
辺
に
や
は
り
火
葬
場
と
か
、
ち
ょ
っ

と
古
い
言
い
方
で
言
え
ば
、
穢
れ
に
関

す
る
よ
う
な
施
設
が
多
い
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
の

は
や
は
り
何
か
考
え
て
、
そ
っ
ち
方
向

に
作
っ
た
と
。 

清
水 

飯
能
の
町
か
ら
北
側
の
外
れ

だ
っ
て
い
う
こ
と
で
や
っ
て
る
ん
で
す

ね
。
で
す
か
ら
火
葬
場
も
村
境
に
作
っ

て
い
る
と
。 

高
澤 

こ
こ
は
神
社
が
作
ら
れ
た
ら

し
い
ん
で
す
よ
。
今
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
。 

清
水 

そ
の
神
社
の
と
こ
が
昔
の
、

今
の
火
葬
場
の
前
の
火
葬
場
の
、
そ
の

前
の
火
葬
場
だ
よ
ね
。
台
の
滝
不
動
の

上
の
と
こ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
あ
の

山
の
中
段
を
削
っ
て
、
昔
で
す
か
ら
薪

を
積
ん
で
、
井
桁
に
組
ん
で
、
上
乗
っ

け
て
、
そ
れ
で
火
つ
け
て
。
そ
れ
で
火

が
消
え
る
ま
で
待
っ
て
た
っ
て
い
う
。 

 

お
菓
子
の
話 

高
澤 

当
時
の
子
供
た
ち
は
ど
ん
な

お
菓
子
を
食
べ
て
い
た
っ
て
い
う
の
を
、

ち
ょ
っ
と
聞
き
た
い
な
と
思
う
ん
で
す

け
ど
。 

清
水 

子
供
は―

―

物
が
な
い
時
代

で
す
か
ら
、
な
か
な
か
買
っ
て
食
べ
る

よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。
和
菓

子
屋
の
菓
子
っ
て
の
は
、
だ
い
た
い
が

ほ
と
ん
ど
進
物
用
だ
っ
た
で
す
ね
。 

高
澤 
確
か
、
榮
太
樓
の
創
業
者
も

飯
能
の
細
田
っ
て
い
う
人
だ
っ
て
聞
い

て
ま
す
け
ど
も
。 

浅
見 

そ
う
そ
う
榮
太
樓
は
ね
、
飯

能
出
身
で
広
渡
寺
に
墓
が
あ
る
ん
だ
け

ど
、
俺
は
実
家
の
墓
が
あ
る
か
ら
前
通

っ
て
こ
う
拝
ん
で
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ

の
榮
太
樓
が
飯
能
出
身
だ
っ
て
い
う
こ

と
も
、
私
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
よ
。 

 

玩
具
の
話 

高
澤 

子
供
の
頃
に
遊
ん
だ
お
も
ち

ゃ
と
か
そ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
思
い

出
と
か
あ
り
ま
す
か
。 

浅
見 

と
に
か
く
ね
。
自
分
で
作
っ

た
ん
で
す
よ
。
竹
馬
に
し
ろ
竹
ト
ン
ボ

に
し
ろ
水
鉄
砲
に
し
ろ
ね
。
い
わ
ゆ
る

篠(

し
の)

で
ね
。
買
う
も
の
じ
ゃ
な
い

ん
だ
よ
。
自
分
で
作
っ
た
方
が
い
い
よ
。

今
な
ん
か
作
る
人
い
な
い
か
ら
ね
。
や

は
り
ね
、
手
で
作
る
こ
と
を
し
な
い
と

い
け
な
い
で
す
よ
、
子
供
は
。 

 

戦
時
中
の
話 

（
注 

飯
能
第
一
小
学
校
の
写
真
を

見
な
が
ら
） 

浅
見 

軍
隊
が
ね
、
昭
和
19
年
に
入

っ
て
来
て
た
ん
で
す
よ
。
こ
っ
ち
の
校

舎
で
す
（
注 

西
校
舎
）。
全
く
ね
、
そ

う
い
う
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
。
軍
隊
が

小
学
校
に
進
駐
し
て
。 

清
水 

一
ヶ
月
に
一
回
、
軍
隊
が
、

ず
っ
と
秩
父
の
方
だ
と
か
、
名
栗
の
方

へ
演
習
み
た
い
な
形
で
い
く
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、
帰
っ
て
く
る
と
、
ど
っ
か
ら

徴
発
し
た
か
買
っ
て
き
た
ん
だ
か
持
っ

て
き
た
ん
だ
か
知
ら
な
い
け
ど
、
赤
い

牛
を
持
っ
て
き
て
自
分
た
ち
で
捌
い
て

食
べ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
小
学

校
の
前
の
近
所
に
も
そ
ん
な
に
子
供
い

な
か
っ
た
ん
で
、
私
た
ち
は
お
っ
か
な

い
面
も
あ
る
し
、
ま
た
も
う
珍
し
い
形

で
行
っ
て
、
そ
れ
で
今
こ
の
と
こ
ろ
に

 

胞衣姫神社 

（『衛生的展望下の飯能』 口絵より） 

上
記
で
話
に
出
た
神
社
は
胞
衣
姫
（
え
な
ひ

め
）
神
社
と
い
う
。 

昭
和
11
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
衛
生
的
展
望

下
の
飯
能
』
（
飯
能
町
衛
生
組
合
）
に
よ
れ
ば
、

「
胞
衣
産
穢
物
焼
却
場
」
は
「
衛
生
的
見
解
の
上

か
ら
は
勿
論
の
事
、
迷
信
打
破
の
点
か
ら
見
て

も
、
極
め
て
重
要
な
施
設
で
あ
る
の
で
」
建
設

し
た
が
、
そ
の
「
焼
却
爐
」
に
「
附
属
し
て
、
其
灰

末
を
埋
設
す
る
地
に
胞
衣
神
社
を
建
立
し
た
」

と
あ
る
。 

迷
信
と
は
胞
衣
を
家
の
戸
口
に
埋
め
る
習

慣
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
迷
信
打
破
と
言
い

な
が
ら
も
ま
だ
こ
の
よ
う
な
施
設
を
必
要
と

す
る
時
代
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
（
他
地
域
に

類
似
の
例
が
あ
る
の
か
は
未
調
査
）
。 

所
在
地
は
今
の
武
蔵
丘
車
両
基
地
と
広
域

飯
能
斎
場
の
中
間
に
な
る
が
、
現
在
で
は
山
肌

が
大
き
く
削
ら
れ
、
か
つ
て
の
痕
跡
は
な
い
。 
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炊
事
場
的
な
の
が
こ
れ
、
こ
こ
で
す
ね
。

こ
こ
に
で
か
い
水
道
が
あ
っ
た
ん
で
す

ね
。
こ
れ
が
入
り
口
で
、
こ
の
と
こ
で

解
体
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、

お
っ
か
な
び
っ
く
り
見
て
る
と
、
最
後

に
肉
が
も
ら
え
る
ん
で
す
よ
ね
。 

そ
れ
と
か
、
終
戦
に
な
っ
た
20
年
の

時
は
、
中
に
缶
詰
類
が
か
な
り
あ
っ
た

ん
で
す
。
そ
れ
を
も
ら
い
に
来
い
っ
て

言
っ
て
、
お
っ
か
な
び
っ
く
り
行
く
わ

け
で
す
け
ど
も
、
そ
の
う
ち
今
度
は
も

う
大
人
が
行
く
よ
う
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た

ん
で
す
よ
ね
。
で
、
最
初
は
子
供
だ
け

で
く
れ
て
た
の
が
こ
ん
ど
は
大
人
、
街

中
の
人
た
ち
が
み
ん
な
も
ら
い
に
来
て
、

そ
れ
で
缶
詰
類
で
な
く
、
軍
で
使
っ
て

た
毛
布
だ
と
か
、
そ
う
い
う
の
も
結
構

も
ら
っ
て
戦
後
生
き
延
び
た
ん
で
す
け

ど
ね
。 

浅
見 

私
の
小
学
校
の
終
戦
の
前
の

頃
の
行
動
は
ね
。
ま
ず
、
最
敬
礼
し
て

や
っ
て
い
く
で
し
ょ
。
そ
う
す
る
と
ね
、

行
く
と
ね
、
飯
能
駅
行
け
っ
て
言
う
ん

で
す
よ
ね
。
飯
能
駅
に
行
っ
て
、
兵
隊

さ
ん
が
出
征
す
る
の
を
、
旗
も
ろ
く
に

無
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
い
っ
て
ら
っ
し

ゃ
い
っ
て
兵
隊
送
り
を
す
る
わ
け
で
す

よ
ね
。
で
、
今
度
は
帰
っ
て
く
る
で
し

ょ
。
帰
っ
て
き
た
ら
、
今
度
は
親
戚
と

か
知
り
合
い
と
か
、
近
所
の
人
の
兵
隊

さ
ん
に
「
兵
隊
さ
ん
元
気
で
す
か
、
僕

ら
も
元
気
で
頑
張
っ
て
ま
す
」
っ
て
手

紙
を
書
く
わ
け
で
す
よ
。
女
の
子
は
千

人
針
で
す
。
そ
う
い
う
時
代
で
す
。
で
、

空
襲
警
報
で
防
空
頭
巾
を
被
っ
て
机
の

下
の
潜
る
練
習
。 

欲
し
が
り
ま
せ
ん
、
勝
つ
ま
で
は
で
、

飯
能
も
東
京
の
集
団
疎
開
の
人
が
随
分

い
た
時
代
で
す
。
食
料
は
何
も
な
く
て
、

サ
ツ
マ
イ
モ
の
葉
っ
ぱ
ま
で
食
う
し
。

サ
ツ
マ
イ
モ
の
種
芋
っ
て
い
う
の
は
、

落
ち
葉
の
中
に
サ
ツ
マ
を
入
れ
て
、
温

度
を
あ
げ
て
芽
が
出
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
の
芽
の
出
し
た
そ
の
も
の
も
食
っ
た

わ
け
、
そ
れ
で
、
我
々
は
ね
、
食
料
難

で
ね
、
勝
手
に
土
手
や
何
か
に
種
ま
い

た
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。
こ
の
運
動
場

の
と
こ
ろ
は
畑
に
な
っ
て
た
わ
け
で
す
。

私
な
ん
か
、
八
幡
様
の
神
社
ま
で
畑
に

し
た
わ
け
で
す
よ
。 

 

サ
ー
カ
ス
の
話 

浅
見 

そ
れ
か
ら
昔
は
観
音
寺
に
柿

沼
サ
ー
カ
ス
、
早
川
サ
ー
カ
ス
、
シ
バ

タ
サ
ー
カ
ス
、
い
く
つ
も
サ
ー
カ
ス
が

来
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
昭
和
19
年

か
20
年
か
、
戦
争
で
い
つ
ど
う
な
る
か

わ
か
ん
な
い
っ
て
い
う
こ
と
で
、
観
音

寺
で
ラ
イ
オ
ン
、
ト
ラ
を
殺
し
た
、
殺

さ
れ
ち
ゃ
っ
た
っ
て
い
う
の
が
、
ま
た

私
は
命
を
取
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
に
対

し
て
非
常
に…

…
 

清
水 

象
だ
け
は
ね
、
観
音
寺
で
餌

を
く
れ
な
い
で
、
ず
っ
と
餓
死
さ
せ
よ

う
と
思
っ
た
の
だ
け
れ
ど
ど
う
し
て
も

死
な
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
豊
岡
の
士
官

学
校
へ
持
っ
て
い
っ
て
手
榴
弾
で
殺
し

た
っ
て
い
う
ん
だ
ね
。
当
時
も
う
鉄
砲

の
弾
が
無
か
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
よ
。

手
榴
弾
な
ら
あ
っ
て
、
そ
れ
で
穴
を
掘

っ
て
、
象
を
そ
の
脇
に
置
い
て
手
榴
弾

で
殺
し
た
と
。
そ
れ
で
今
言
わ
れ
た
ラ

イ
オ
ン
や
虎
は
、
諏
訪
沢
の
、
観
音
寺

さ
ん
の
お
墓
の
脇
へ
埋
め
て
。 

木
下
サ
ー
カ
ス
は
、
最
近
も
来
る
み

た
い
だ
け
ど
ね
。
動
物
の
処
分
を
し
て

く
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
前
は
よ
く
お

盆
に
な
る
と
来
て
た
ん
で
す
よ
ね
。
施

餓
鬼
の
15
日
の
前
に
来
て
た
の
か
な
。 

 

参
考
資
料 

・
加
藤
寛
之
『
飯
能
現
代
ご
当
地
資
料

集
』
第
4
版
、
私
家
版
（
2023
年
２
月

17
日
時
点
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
） 

・
飯
能
町
衛
生
組
合
『
衛
生
的
展
望
下

の
飯
能
』（
昭
和
11
年
） 

・
文
化
新
聞 
昭
和
27
年
10
月
25
日
号
、

26
日
号
、
昭
和
56
年
５
月
17
日
号
、

昭
和
61
年
3
月
16
日
号 

観
音
寺
で
は
十
月
の
お
不
動
様
の
縁

日
に
毎
年
サ
ー
カ
ス
の
興
業
が
行
わ
れ

て
い
た
。
『
ふ
る
さ
と
の
思
い
出
写
真
集
』

（
赤
田
喜
美
男
編
）
に
は
明
治
末
期
の
写

真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
『
文
化
新
聞
』
昭
和
27
年
10
月

25

日
お
よ
び
26

日
号
に
、
話
に
出
た

「
戦
時
猛
獣
処
分
」
に
つ
い
て
触
れ
た
記

事
が
あ
り
、 

「
飯
能
観
音
不
動
明
王
の
例
祭
は
今

年
も
盛
大
と
あ
っ
て
此
の
二
十
五
日
か

ら
五
日
間
猛
獣
サ
ー
カ
ス
が
開
園
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

此
の
サ
ー
カ
ス
団
一
行
五
十
名
は
戦

時
中
空
襲
の
激
化
に
伴
い
軍
命
令
で
已

む
な
く
同
境
内
で
ラ
イ
オ
ン
、
ヒ
ョ
ー
の

銃
殺
を
餘
儀
な
く
さ
れ
、
其
の
想
い
出
の

飯
能
町
え
九
年
振
り
の
追
善
供
養
興
業

の
爲
御
目
見
得
し
た
」 

「
到
着
の
足
で
幹
部
団
員
を
率
い
て
感

慨
の
墓
参
を
濟
ま
せ
た
」 

と
あ
る
。 

昭和 27年公演時の広告 

（文化新聞 昭和 27年１０月２６日号より） 
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執
筆
時
点
で
飯
能
市
の
「
ま
ち
づ
く

り
の
総
合
的
な
方
針
」
を
示
し
て
い
る

の
が
「
第
5
次
飯
能
市
総
合
振
興
計
画 

後
期
基
本
計
画
（
令
和
4
年
度
～
令
和

7
年
度
）」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
は
「
上

水
道
の
安
全
維
持
と
整
備
」
を
推
進
す

る
た
め
の
個
別
計
画
と
し
て
、
平
成
28

(

2016)

年
3
月
に
発
行
さ
れ
た
「
飯
能
市

水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
計
画
の
「
水
道
事
業
の
沿
革
」
の
項

目
を
み
る
と
、
飯
能
市
の
水
道
の
起
源

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て

い
る
。 

「
本
市
の
水
道
は
、
昭
和
5(

1930)

年
に

創
設
さ
れ
、
昭
和
7(

1932)

年
11
月
に
埼

玉
県
下
3
番
目
の
上
水
道
施
設
と
し

て
供
用
を
開
始
し
ま
し
た
。」 

同
様
の
記
述
は
昭
和
45(

1970)

年
に
飯

能
市
水
道
課
が
作
成
・
発
行
し
た
『
飯
能

市
の
水
道
』
に
も
記
載
が
あ
り
、 

「
昭
和
6(

1931)

年
1
月
20
日
付
で
当

時
の
内
務
省
よ
り
許
可
さ
れ
埼
玉
県
下

三
番
目
の
上
水
道
施
設
が
誕
生
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
」 

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。 

両
者
と
も
に
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

異
な
る
も
の
の
、
飯
能
町
の
上
水
道
施

設
が
埼
玉
県
下
3
番
目
に
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
共
通
し
て

い
る
が
、
埼
玉
県
が
平
成
2(

1990)

年
に

発
行
し
た
『
埼
玉
県
行
政
史
』
第
2
巻

に
よ
る
と
、 

「
本
県
で
最
初
に
近
代
式
水
道
が
敷
設

さ
れ
た
の
は
、
秩
父
町(

現
・
市)

で
、
大

正
五
年
ご
ろ
か
ら
町
会
で
調
査
・
計
画

を
進
め
て
き
た
が
、
大
正
十
年
十
月
、
内

務
大
臣
に
計
画
給
水
一
万
五
、
〇
〇
〇

人
の
水
道
敷
設
を
申
請
、
同
十
一
年
十

月
認
可
さ
れ
、
翌
十
二
年
四
月
工
費
三

七
万
で
着
工
、
十
三
年
十
月
に
完
成
し

た
。
」 

「
こ
の
秩
父
町
の
水
道
事
業
が
口
火
と

な
っ
て
、
昭
和
四
年
十
一
月
に
深
谷
町

(

現
・
市)

、
六
年
一
月
に
児
玉
町
、
翌
七

年
五
月
に
飯
能
町(

現
・
市)

、
十
二
年
三

月
に
所
沢
町(

現
・
市)

が
相
次
い
で
県
費

補
助
を
受
け
、
水
道
を
敷
設
し
た
。」 

と
あ
り
、
飯
能
町
の
上
水
道
施
設
は
埼

玉
県
下
4
番
目
の
も
の
で
あ
る
旨
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。 

本
稿
で
は
、
飯
能
町
の
上
水
道
施
設

が
埼
玉
県
下
何
番
目
の
も
の
で
あ
る
の

か
の
記
述
を
整
理
し
、
確
認
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
大
正
期
に

は
申
請
が
提
出
さ
れ
、
承
認
、
給
水
を
開

始
し
て
い
る
県
下
一
番
目
に
敷
設
さ
れ

た
上
水
道
施
設
で
あ
る
秩
父
町
を
除
い

た
深
谷
町
、
児
玉
町
、
飯
能
町
の
水
道
敷

設
に
か
か
る
年
年
月
日
等
を
以
下
の
表

に
ま
と
め
た
。
な
お
、
昭
和
9(

1934)

年

に
浦
和
市
、
大
宮
町
、
与
野
町
、
三
橋
村
、

六
辻
村
の
連
名
で
設
立
さ
れ
た
「
埼
玉

県
南
水
道
組
合
」
に
よ
る
上
水
道
施
設
、

所
沢
町
の
上
水
道
施
設
は
工
事
の
着
工

や
給
水
開
始
時
期
が
飯
能
町
よ
り
も

4
年
程
度
遅
れ
る
の
で
、
比
較
の
対
象

外
と
し
た
。 

県
及
び
国
へ
上
水
道
施
設
の
「
敷
設

認
可
申
請
を
提
出
」
し
た
の
は
、 

昭
和
2(

1927)

年
4
月
30
日
に
深
谷
町
、

昭
和
2(

1927)

年
7
月
25
日
に
児
玉
町
、

昭
和
4(

1929)

年
1
月
25
日
に
飯
能
町

が
提
出
し
て
い
る
。 

そ
の
「
敷
設
認
可
申
請
が
認
可
」
さ
れ

た
の
は
、 

深
谷
町
が
昭
和
3(

1928)

年
3
月
31
日
、

児
玉
町
が
昭
和
3(

1928)

年
3
月
16
日
、

飯
能
町
が
昭
和
5(

1930)

年
7
月
3
日

で
あ
る
。 

町名 敷設認可申請を提出 敷設認可申請が認可 工事の着工 工事の完了・竣工(功)式 給水開始 

深谷 2 年 4 月 30 日 (1) 3 年 3 月 31 日 (1) 3 年 6 月 9 日 (1) 4 年 11 月 17 日(竣工式) (1) 4 年 7 月 1 日 (1) 

児玉 2 年 7 月 25 日 (2) 3 年 3 月 16 日 (3) 3 年 4 月 18 日（起工式) (4) 7 年 2 月 (4) 6 年 1 月 (4) 

飯能 4 年 1 月 25 日 (5) 5 年 7 月 3 日 (5) 6 年 8 月 1 日 (5) 
7 年 5 月 (完了） (6) 

7 年 11 月 5 日（竣功式) (5) 
7 年 12 月 (7) 

埼
玉
県
下
で
何
番
目
？ 

―
飯
能
町
の
上
水
道
施
設
― 

波
田 

尚
大 

 

(1) 『深谷市史』 1174 頁 

(2) 『児玉町の近代化遺産』 71 頁 

(3) 前掲書 73 頁 

(4) 前掲書 5 頁 

表 深谷町・児玉町・飯能町 水道敷設年月日等 一覧 

(5) 『飯能町上水道竣功記念帖』 序言 
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郷土はんのう 

－ 7 － 

 

本郷浄水場 建設当時のポンプ室 

(『飯能町上水道竣功記念帖』より) 

そ
れ
ぞ
れ
の
「
工
事
の
着
工
」
は
、 

深
谷
町
が
昭
和
3(

1928)

6
月
9
日
に
、

児
玉
町
が
昭
和
3(

1928)

年
4
月
18
日

に
起
工
式
を
実
施
し
、
飯
能
町
が
昭
和

6(

1931)

年
8
月
1
日
に
工
事
を
開
始

し
て
い
る
。
飯
能
町
は
起
工
式
を
行
わ

な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
地
鎮
祭
を
同
年

の
7
月
23
日
に
、
工
事
の
工
事
祭
を
同

年
の
10
月
6
日
に
開
催
し
て
い
る
。 

何
を
も
っ
て
「
工
事
の
完
了
」
と
す
る

か
は
判
断
し
難
い
が
、
児
玉
町
で
は
「
水

道
事
業
の
完
成
」
が
昭
和
7(

1932)

年
2

月
、
飯
能
町
で
は
「
工
事
は
全
て
完
了

し
」
た
の
が
昭
和
7(

1932)

年
5
月
と
記

さ
れ
て
い
る
。
深
谷
町
で
は
昭
和
4

(

1929)

年
11
月
17
日
に
、
飯
能
町
で
は
昭

和
７(

1932)

年
11
月
5
日
に
「
竣
工(

功)

式
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
給
水
開
始
」

は
工
事
の
完
了
よ
り
も
前
倒
し
で
実
施

さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、 

深
谷
町
は
昭
和
4(

1929)

年
7
月
1
日
、

児
玉
町
は
昭
和
6(

1931)

年
1
月
、 

飯
能
町
は
昭
和
7(

1932)

年
12
月
で
あ

る
。 以

上
を
ま
と
め
る
と
、
飯
能
町
は
上

水
道
施
設
の
「
敷
設
認
可
申
請
を
提
出
」

と
「
敷
設
認
可
申
請
が
認
可
」
さ
れ
た
時

期
、「
工
事
の
着
工
」、「
工
事
の
完
了
」、

そ
し
て
「
給
水
開
始
」
に
つ
い
て
、
埼
玉

県
下
で
4
番
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。 

た
だ
し
、
深
谷
町
と
児
玉
町
の
よ
う

に
「
敷
設
認
可
申
請
を
提
出
」
は
深
谷
町

が
早
い
が
、
「
敷
設
認
可
申
請
が
認
可
」

さ
れ
た
の
は
児
玉
町
が
早
い
と
い
う
よ

う
に
、
設
定
し
た
項
目
に
よ
っ
て
は
順

位
が
異
な
っ
た
り
、
ま
た
、『
飯
能
町
上

水
道
竣
功
記
念
帖
』
や
『
飯
能
市
の
水

道
』
、『
飯
能
市
史
』
通
史
編
、「
飯
能
市

水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」
な
ど
様
々
な
資
料
を

用
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
根
拠
と

し
て
い
る
か
史
料
批
判
の
余
地
が
あ
る

た
め
、
飯
能
町
の
上
水
道
施
設
が
上
記

で
設
定
し
て
い
な
い
何
ら
か
の
項
目
に

お
い
て
、
埼
玉
県
下
3
番
目
で
あ
る
可

能
性
も
存
在
す
る
。 
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参
考
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献
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郷土はんのう 

い
ま
水
道
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
辺
り

は
も
と
も
と
本
郷
の
嶌
田
さ
ん
と
い
う

方
が
個
人
で
所
有
し
て
い
た
山
で
、
白

山
神
社
の
小
さ
い
祠
が
あ
り
、
昔
は
お

祭
り
も
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
た

め
地
域
の
人
は
「
白
山
や
ま
」（
は
く
さ

ん
や
ま
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
今
も

駐
車
場
に
小
社
殿
が
残
っ
て
い
ま
す
。

浄
水
場
も
初
め
は
「
白
山
浄
水
場
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

有
形
文
化
財
な
ど
の
指
定
を
受
け
た

著
名
な
ポ
ン
プ
室
は
京
都
の
旧
御
所
水

道
や
福
岡
の
遠
賀
川
水
源
地
な
ど
日
本

各
地
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
旧
本
郷
浄

水
場
の
ポ
ン
プ
室
も
そ
れ
ら
に
劣
る
こ

と
の
無
い
近
代
化
遺
産
で
あ
り
、
今
後

も
保
存
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や

み
ま
せ
ん
。 

参
考
資
料 

・
加
藤
寛
之
『
飯
能
現
代
ご
当
地
資
料
集 

第
4
版 

私
家
版
』 

    

◎
令
和
四
年
度
事
業
報
告 

▽
総
会 

 

・
五
月
二
十
八
日
（土
） 

 
 

講
演
会 

 
 

「歴
史
が
好
き
だ
か
ら
調
べ
る 

 

飯
能
郷
土
史
研
究
会
の
役
割
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

尾
崎 

泰
弘
氏 

 

（
飯
能
市
立
博
物
館
館
長
） 

▽
例
会 

 

・
七
月
九
日
（
土
） 

 

「
飯
能
高
校
す
み
っ
コ
図
書
館
の
見
学
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

湯
川 

康
宏
氏 

（
飯
能
高
校
司
書
） 

・九
月
十
七
日
（
土
） 

 
 

「江
戸
祭
囃
子
の
誕
生
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

和
田 

強
氏 

（
当
会
理
事
・
岩
沢
祭
友
会
） 

・十
二
月
十
日
（
土
） 

 
 

「飯
能
の
古
い
話
を
語
る
会 

～
郷
土
史
研
究
会
会
員
が
見
た
昭
和
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

語
り
手 

清
水 
澄
一
氏 

浅
見 
賢
治
氏 

（
当
会
会
長
・
理
事
） 

・二
月
十
八
日
（
土
） 

 
 

「飯
能
の
古
い
話
を
語
る
会 

～
郷
土
史
研
究
会
会
員
が
見
た
昭
和  

 

第
2
部
」  

 

語
り
手 

清
水 

澄
一
氏 

浅
見 

賢
治
氏 

（
当
会
会
長
・
理
事
） 

▽
郷
土
は
ん
の
う
発
行 

 

・
三
月
三
十
一
日 

四
十
ニ
号 

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
交
流
お
よ
び 

情
報
公
開
に
つ
い
て 

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（Fa
ce

b
o
o
k

）
に
飯
能
郷
土
史

研
究
会
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
ま
し
た
。
興

味
の
あ
る
方
は
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
（http
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） 

・こ
れ
ま
で
発
行
し
た
会
誌
「
郷
土
は
ん

の
う
」
に
つ
い
て
、
飯
能
市
博
物
館
の
ご
協

力
も
頂
き
全
て
の
号
（
創
刊
号
～
41
号
）

の
デ
ジ
タ
ル
化
を
行
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
是
非
ご

覧
く
だ
さ
い
。
（http

s://g
h

o
sts

.x
re

a
.jp

/k
y
o
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d
o
_
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◎
令
和
五
年
度
事
業
計
画 

▽
総
会 

 

・四
月
三
十
日
（日
） 

 
 

「補
遺
：埼
玉
県
下
で
何
番
目
？ 

―

飯
能
町
の
上
水
道
施
設―

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

波
田 

尚
大
氏 

 

（
飯
能
市
立
博
物
館
学
芸
員
） 

▽
例
会
（詳
細
未
定
） 

 

・六
月
十
日
（土
）  

※
見
学
会
を
予
定 

 

・八
月
二
十
六
日
（土
） 

 

・十
月
十
三
日
（金
） 

※
見
学
会
を
予
定 

 

・十
二
月
十
六
日(
土) 

 

・二
月
十
七
日
（土
） 

▽
郷
土
は
ん
の
う
発
行 

 

・三
月
三
十
一
日 

四
三
号 

◎
新
会
員 

前
島 

宏
之
氏
（仲
町
） 

茂
木 

章
氏
（栄
町
） 

編
集
後
記 

今
年
度
は
、
改
め
て
飯
能

市
内
に
目
を
向
け
よ
う
、
古
い
話
を
掘

り
起
こ
し
て
伝
え
て
い
こ
う
、
と
方
針

を
定
め
「
飯
能
の
古
い
話
を
語
る
会
」

を
企
画
し
ま
し
た
。「
～
語
る
会
」
は
動

画
で
も
保
存
し
て
お
り
、
こ
れ
を
博
物

館
に
収
め
る
予
定
も
あ
り
ま
す
。
今
回

は
旧
飯
能
地
区
の
話
題
で
し
た
が
、
今

後
は
別
の
地
域
を
中
心
と
し
た
会
も
実

施
出
来
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
波
田
学
芸
員
か
ら
「
飯
能
の
上

水
道
は
県
下
３
番
目
」
と
い
う
根
拠
は

不
明
で
あ
る
と
い
う
、
通
説
を
覆
す
論

考
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
加
藤

寛
之
氏
に
は
多
く
ご
教
示
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。（
関
根
） 

 

郷
土
は
ん
の
う 
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四
十
ニ
号 

発
行
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

発
行
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郷
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史
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大
野
亮
弘 

印
刷
所 

 

プ
リ
ン
ト
パ
ッ
ク 

現在の白山神社 

表
紙
の
写
真
に
つ
い
て 

関
根 

貴
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