
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

一
宮
の
歴
史

一
宮
の
歴
史

一
宮
の
歴
史

一
宮
の
歴
史

町
長
コ
ラ
ム

町
長
コ
ラ
ム

町
長
コ
ラ
ム

町
長
コ
ラ
ム

広報5 2024.7

【
第
４
回
綱
田
村
の
歴
史
　
③
近
現
代
】

　
明
治
時
代
に
入
る
と
綱
田
村
を
取
り
巻
く

環
境
も
大
き
く
変
化
し
ま
す
。
昭
和
前
半
ま

で
の
主
な
事
柄
を
、
年
代
順
に
み
て
い
き
ま

し
ょ
う
（
以
下
西
暦
表
記
）。

１
８
７
０
　
綱
田
村
域
の
三
ヶ
寺
が
廃
寺
と

な
っ
た
と
い
う
（『
ふ
る
さ
と
』

１
９
８
１
年
）。

１
８
７
３
　
綱
田
小
学
校
開
校
。

１
８
７
６
　
綱
田
小
学
校
校
舎
新
築
。

１
８
７
９
　
綱
田
出
身
の
関
五
郎
右
衛
門
、

県
会
議
員
に
選
出
さ
れ
る
。

１
８
８
８
　
東
浪
見
村
と
綱
田
村
が
合
併
、

　
　
　
　
　
新
・
東
浪
見
村
誕
生
。

１
８
９
３
　
綱
田
の
関
宗
助
、
梨
苗
を
植
え

増
殖
を
図
る
。
東
上
総
の
梨
栽

培
の
始
ま
り
（
※
）

１
９
０
１
　
綱
田
小
、
東
浪
見
小
に
合
併

１
９
２
８
　
天
皇
陛
下
へ
綱
田
の
梨
が
献
上

さ
れ
る
（
献
上
梨
）。

１
９
４
５
　
終
戦
。

１
９
５
３
　
東
浪
見
村
と
一
宮
町
が
合
併
、

新
・
一
宮
町
誕
生
。

１
９
５
４
　
船
頭
給
が
分
村
編
入
。

１
９
５
５
　
新
地
、
宮
原
が
分
村
編
入
。

　
　
　
　
　
　
↓
　
現
在
の
一
宮
町
域
へ

【
問
合
せ
】
教
育
課
　
☎
（
42
）
１
４
１
６

寄
付
を
集
め
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
必
要
額

満
額
に
は
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
改
め
て
町
に
ご
相
談
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
活
動
の
中
で
、
趣
旨
に
は
賛
同

す
る
け
れ
ど
も
、
寄
付
す
る
の
に
、
民
間
で

は
な
く
、
公
共
機
関
が
窓
口
で
な
い
と
、
難

し
い
点
が
あ
る
、
と
い
う
声
を
、
何
人
も
の

方
々
、
特
に
事
業
所
の
方
々
か
ら
い
た
だ
い

た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
協
議
の
結
果
、
実

行
委
員
会
で
集
め
ら
れ
た
金
額
を
町
へ
寄
付

し
て
い
た
だ
き
、
今
後
は
町
も
協
力
し
て
外

部
か
ら
の
寄
付
を
受
け
入
れ
、
そ
し
て
集

ま
っ
た
金
額
で
、
一
番
よ
い
遊
具
を
購
入
し

て
設
置
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
実
行
委
員
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ご

寄
付
賜
っ
た
皆
さ
ん
へ
の
お
約
束
と
し
て
、

令
和
6
年
度
中
に
実
施
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
そ
う
で
す
の
で
、
今
年
度
末
の
設
置
を
期

限
と
し
て
、
現
在
寄
付
を
7
月
末
ま
で
募
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。満
額
集
ま
る
か
否
か
、

ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
集
ま
っ
た
金
額
で

最
良
の
も
の
を
あ
つ
ら
え
る
こ
と
で
合
意
し

て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
新
し
い
住
民
協
働
の
形
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
も
、
ぜ
ひ
と
も
本

運
動
の
趣
旨
に
ご
賛
同
賜
り
、
ご
協
力
を
賜

り
た
く
存
じ
ま
す
。

一
宮
町
の
公
園
に
は
、
遊
具
が
乏
し
い
、

と
い
う
お
声
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
い
ま
、

遊
具
は
安
全
面
の
考
慮
か
ら
、
大
変
高
価
な

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
な
か
な
か
皆
さ
ん
の

ご
要
望
に
お
応
え
し
き
れ
て
い
な
い
の
が
現

実
で
す
。

そ
の
中
で
、
町
民
の
お
一
人
で
あ
る
稲
川

里
恵
さ
ん
が
、
昨
年
、「
一
宮
に
複
合
遊
具

を
！
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、町
で
直
ち
に
購
入・

設
置
が
難
し
い
複
合
遊
具
を
支
援
者
か
ら
寄

付
を
集
め
て
、
そ
れ
で
購
入
・
設
置
ま
で
行

い
、
以
後
の
管
理
を
町
に
任
せ
よ
う
、
と
い

う
お
考
え
で
、
仲
間
の
方
々
と
お
始
め
に

な
っ
た
も
の
で
す
。
わ
た
く
し
は
、
当
初
こ

の
お
話
を
伺
っ
て
、
大
変
あ
り
が
た
く
存
じ

ま
し
た
。
本
来
、公
園
の
遊
具
は
町
が
購
入・

設
置
す
べ
き
も
の
で
す
。
複
合
遊
具
は
、

一
千
万
円
近
く
す
る
高
価
な
も
の
で
す
が
、

設
置
要
望
の
多
い
ア
イ
テ
ム
な
の
で
、
本
来

町
が
購
入
計
画
を
立
て
て
買
う
べ
き
と
こ
ろ

で
す
。
し
か
し
、厳
し
い
予
算
状
況
の
中
で
、

住
民
の
皆
さ
ん
が
購
入
・
設
置
ま
で
お
力
を

貸
し
て
い
た
だ
け
る
の
な
ら
、
本
当
に
助
か

る
と
思
っ
て
嬉
し
く
存
じ
た
次
第
で
す
。

結
果
と
し
て
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
賛
同

を
得
て
、
稲
川
さ
ん
ほ
か
実
行
委
員
会
の
皆

さ
ん
は
、
年
度
末
ま
で
に
か
な
り
の
金
額
の No.95
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明
治
時
代
の
大
き
な
変
化
は
、
合
併
に
よ

る
行
政
区
画
の
変
更
、
そ
れ
に
伴
う
学
校
の

統
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
特
産
品
で
も
あ
る
梨
栽
培
開
始
も

大
き
な
ト
ピ
ッ
ク
と
い
え
ま
す
。『
全
国
青

果
生
産
者
全
国
著
名
問
屋
案
内
』（
丸
共
商

会
、
１
９
２
５
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
現
在
の
一
宮
町
域

で
は
唯
一
、
関
宗
助
の
梨
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
地
域
に
生
ま
れ
た
関
和
知
は

ど
の
よ
う
な
人
生
を
過
ご
し
た
の
か
。
次
回

か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
綱
田
の
梨
栽
培
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
明

治
28
年
（
１
８
９
５
）
と
す
る
資
料
、
明

治
初
年
に
関
八
蔵
が
梨
苗
を
買
っ
て
植
え

た
の
が
始
ま
り
と
す
る
資
料
な
ど
が
あ

り
、
諸
説
あ
り
ま
す
。

一
宮
町
の
歴
史
特
集

―
関
和わ

ち知
没
後
１
０
０
年
―

綱
田
の
歴
史
と
関
和
知

▲写真「太白梨献上記念」
（昭和 3年か、町教育委員会保管）


