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5 Ichinomiya

７
月
13
日
付
）
の
記
事
で
は
、
一
宮
の
海
は

必
ず
し
も
理
想
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
補

う
も
の
と
し
て
、
松
林
や
川
、
野
菜
や
果
実

が
豊
富
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
一
時
は
１
０
０
軒
近
い
別
荘
が
建
ち
並
ん

だ
と
い
い
ま
す
が
、
昭
和
の
金
融
恐
慌
、
戦

争
の
煽
り
を
受
け
て
か
、「
別
荘
地
・
一
宮
」

は
次
第
に
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。

　
久
宜
の
人
脈
と
、
彼
を
取
り
巻
く
一
宮
の

人
々
の
尽
力
に
よ
っ
て
、「
東
の
大
磯
」
は

形
成
さ
れ
、
一
宮
の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
す
。

▲ 一ノ宮別荘地（戦前の絵葉書）

　
か
つ
て
一
宮
地
域
は
「
東
の
大
磯
」
と
呼

ば
れ
る
ほ
ど
の
一
大
別
荘
地
を
築
き
ま
し

た
。
き
っ
か
け
は
明
治
30
年
（
１
８
９
７
）、

両
国
・
一
宮
間
で
鉄
道
が
開
通
し
、
東
京
か

ら
半
日
で
着
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

明
治
34
年
（
１
９
０
１
）
に
海
軍
男
爵
の
齋

藤
實ま

こ
とが
海
岸
の
船
頭
給
に
別
荘
を
建
設
す
る

と
、
三
井
家
や
各
界
の
名
士
ら
が
続
々
と
別

荘
を
構
え
て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
別
荘
地
と
し
て
の
発
展
に
は
加
納
久

宜
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
久
宜
が

町
長
に
就
任
す
る
以
前
の
話
で
す
が
、
当
時

の
町
長
・
中
村
祐
吉
郎
に
一
宮
を
海
水
浴
場

地
と
し
て
発
展
さ
せ
る
方
策
を
考
え
さ
せ
て

い
ま
す
。
中
村
は
全
国
の
海
水
浴
場
を
視
察

し
、
神
奈
川
県
の
大
磯
が
一
宮
と
条
件
が
似

て
い
た
こ
と
か
ら
、
大
磯
に
倣
っ
て
財
界
の

大
物
を
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。
こ
れ
を

受
け
て
か
、久
宜
は
三
井
八
郎
次
郎
を
招
き
、

別
荘
を
建
て
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
（
現
在
の

一
宮
学
園
の
敷
地
）。
な
お
、
三
井
と
久
宜

は
そ
の
後
も
一
宮
の
発
展
の
た
め
の
協
力
関

係
を
築
い
て
い
ま
す
。

　
当
時
の
「
東
京
日
日
新
聞
」（
大
正
７
年

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

す
る
。

今
ま
で
こ
う
や
っ
て
き
た
か
ら
、
こ
う
す

る
、
と
い
う
レ
ベ
ル
の
対
応
で
は
い
け
ま
せ

ん
。
今
ま
で
や
っ
て
い
た
方
法
は
、
ど
れ
く

ら
い
有
効
な
の
か
、
改
め
て
測
り
な
お
す
べ

き
で
す
。
そ
し
て
、完
璧
で
な
い
と
す
れ
ば
、

完
璧
に
近
づ
け
る
努
力
を
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

そ
の
結
果
、
教
育
課
の
諸
君
の
リ
ー
ド
と

先
生
方
の
努
力
で
、
１
０
０
０
人
に
上
る
児

童
生
徒
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
住
ま
い
と
通
学

ル
ー
ト
を
正
確
に
把
握
い
た
し
ま
し
た
。
そ

の
上
で
、
危
険
な
場
所
を
地
域
の
方
に
細
か

く
ご
指
摘
頂
き
、
学
校
・
役
場
・
警
察
・
交

通
安
全
協
会
他
の
協
力
体
制
を
も
と
に
、
Ｐ

Ｔ
Ａ
・
地
域
の
方
々
に
も
、
危
険
箇
所
を
下

校
時
中
心
に
見
守
っ
て
頂
く
と
い
う
安
全
対

策
の
柱
が
確
立
し
ま
し
た
。
子
供
さ
ん
の
安

全
確
保
の
件
で
は
、
今
後
更
に
幅
広
く
町
の

皆
さ
ま
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
参
り
ま
す

が
、
ま
ず
は
こ
れ
ま
で
お
力
添
え
頂
い
た
皆

さ
ま
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
、
町
の
危
機
管
理
の
方
針
は
、
分
野

は
な
ん
で
あ
れ
、
常
に
こ
こ
に
記
し
た
方
針

に
従
い
、
確
実
に
効
力
を
発
揮
で
き
る
も
の

に
す
る
こ
と
を
お
約
束
い
た
し
ま
す
。
皆
様

の
変
わ
ら
ぬ
お
力
添
え
を
お
願
い
致
し
ま

す
。

最
近
、
防
災
無
線
や
広
報
6
月
号
で
も
お

知
ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、通
学
時
の
小
学
生・

中
学
生
へ
の
不
審
者
に
よ
る
つ
き
ま
と
い
・

車
で
の
追
い
か
け
や
、
猫
の
死
骸
の
遺
棄
と

い
っ
た
、
不
穏
な
事
案
が
多
数
発
生
し
、
町

の
皆
さ
ま
に
不
安
を
さ
し
あ
げ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
新
潟
で
の
凶
悪
な
事

件
に
触
発
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
事
件
の
前
後

か
ら
増
え
た
も
の
で
す
。

私
は
、
当
初
か
ら
事
態
を
重
く
見
て
、
教

育
委
員
会
は
じ
め
役
場
全
体
に
、
最
善
の
策

を
講
ず
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
世
間

で
は
、
予
兆
の
段
階
で
は
本
格
的
に
対
応
せ

ず
、
最
悪
の
事
態
が
発
生
し
て
か
ら
対
策
を

と
り
は
じ
め
る
と
い
う
、
感
度
の
鈍
さ
が
よ

く
み
ら
れ
ま
す
。
子
供
さ
ん
の
安
全
を
お
守

り
す
る
の
は
、
自
治
体
に
と
っ
て
最
大
の
使

命
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
自
治
体
の
対
応
は
後

手
に
回
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
私
は
、

最
善
の
策
を
事
前
に
講
じ
て
事
件
の
発
生
を

未
然
に
防
ぐ
べ
き
だ
と
い
う
考
え
の
も
と
、

対
応
を
摸
索
し
ま
し
た
。

対
策
の
立
案
に
お
い
て
は
、
以
下
の
方
針

で
参
り
ま
し
た
。
①
一
人
も
絶
対
に
危
険
に

さ
ら
さ
れ
な
い
こ
と
を
１
０
０
点
と
し
て
目

指
す
。
②
１
０
０
点
を
と
る
た
め
の
手
段
を

考
え
る
。
③
現
状
は
、
何
点
く
ら
い
か
を
計

る
。
④
１
０
０
点
を
目
指
し
、
現
在
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
埋
め
る
か
を
考
え
て
実
行 No.25

一宮町長
馬淵 昌也

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「
加
納
家
と
一
宮
」

④
加
納
久
宜
と
一
宮
町
⑴
別
荘
誘
致


