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3 Ichinomiya

▲ 役場屋上から見た田園地帯。
この地域の耕地整理に久宜が関わった。

計
画
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
周
辺
住
民
の
反

対
や
「
祟
り
田
」
の
迷
信
も
あ
り
、
難
航
し

ま
し
た
。

　
そ
こ
で
中
村
ら
は
久
宜
を
整
理
組
合
長
に

招
き
ま
す
。
か
つ
て
の
藩
主
・
殿
様
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
反
対
し
て
い
た
人
々
も
し
ぶ

し
ぶ
従
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
そ
の
結
果
、
大
正
３
年
（
１
９
１
４
）

３
月
に
耕
地
整
理
は
終
了
、
総
額
で

１
７
９
５
０
円
（
現
在
の
貨
幣
価
値
で
約

６
０
０
０
万
円
）
の
費
用
を
投
じ
た
と
い
い

ま
す
。

　
耕
地
整
理
に
よ
り
、
一
宮
は
農
業
面
で
も

飛
躍
的
に
発
展
し
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
事

業
に
は
久
宜
だ
け
で
な
く
、
中
村
元
町
長
を

中
心
と
し
た
町
民
有
志
の
努
力
が
あ
っ
た
事

を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
全
国
農
事
会
会
長
、
鹿
児
島
県
知
事
時
代

の
農
政
改
革
な
ど
、
農
業
に
大
き
な
か
か

わ
り
を
持
っ
て
い
た
加
納
久
宜
。「
日
本
農

政
の
父
」
と
も
称
さ
れ
る
久
宜
は
、
近
年
の

研
究
で
、
生
家
の
立
花
家
の
本
家
・
柳や

な

川が
わ

立

花
家
の
当
主
・
立
花
寛と

も

治は
る

（
１
８
５
７
〜

１
９
２
９
）
に
対
し
て
農
業
面
で
様
々
な
助

言
を
行
っ
て
い
た
事
が
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。

　
久
宜
の
一
宮
で
の
農
業
面
で
の
活
躍
は

「
耕
地
整
理
」
で
す
。
古
代
以
来
、
現
在
の

国
道
付
近
よ
り
東
側
は
湿
地
帯
で
し
た
。
そ

の
た
め
、
明
治
中
期
ま
で
の
人
々
の
生
活
の

中
心
は
漁
業
を
除
い
て
は
、
玉
前
神
社
周
辺

と
現
在
の
外
房
線
の
線
路
の
西
側
地
域
で
し

た
。

　
現
在
、
一
宮
停
車
線
の
両
脇
に
は
水
田
が

広
が
り
、
家
も
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

地
域
の
耕
地
整
理
を
進
め
る
こ
と
に
一
役
買

っ
た
の
が
久
宜
で
す
。

　
こ
の
地
域
の
耕
地
整
理
が
動
き
始
め
た
の

は
明
治
41
年
（
１
９
０
８
）
11
月
、
久
宜
が

町
長
に
就
任
す
る
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま

す
。
元
一
宮
町
長
・
中
村
祐
吉
郎
を
中
心
に

現
在
の
上
総
一
ノ
宮
駅
の
東
側
約
百
五
十
四

町
五
反
余
（
約
１
５
３
万
㎡
）
の
耕
地
整
理

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

３
７
０
０
人
、
定
数
の
半
分
以
上
も
水
増
し

し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、
地
方
自

治
体
で
は
、
約
３
８
０
０
人
の
水
増
し
を
し

て
い
た
そ
う
で
す
。

し
か
も
、
め
が
ね
を
か
け
な
い
状
態
で
視

力
が
０・
１
以
下
だ
と
か
、
亡
く
な
っ
た
方

を
算
入
す
る
と
か
、
誰
で
も
お
か
し
い
と
思

う
事
例
を
障
害
者
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
水
増
し

を
し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
あ
き
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
事
態
は
、
20
年
ほ
ど

続
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
そ
う
で
す
。

こ
う
し
た
深
刻
な
事
態
に
対
し
、
検
証
の

た
め
に
組
織
さ
れ
た
第
三
者
委
員
会
は
、「
故

意
性
・
意
図
性
は
認
定
で
き
な
い
」
と
の
結

論
を
下
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
人

が
障
害
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て

は
、
こ
う
し
た
運
用
が
お
か
し
い
と
い
う
こ

と
に
、
気
づ
い
て
い
る
人
が
必
ず
い
た
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
こ
と

は
、
先
例
踏
襲
で
波
を
立
て
な
い
と
い
う
、

よ
く
な
い
役
人
気
質
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

わ
た
く
し
ど
も
一
宮
町
と
し
て
は
、今
回
、

日
本
の
官
公
庁
が
さ
ら
し
た
こ
の
救
い
が
た

い
「
醜
態
」
を
、
自
ら
へ
の
戒
め
と
受
け
止

め
、
法
令
を
遵
守
し
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
公

正
な
行
政
を
貫
い
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
ま

す
。

最
近
、全
国
的
に
話
題
に
な
っ
た
こ
と
に
、

政
府
機
関
お
よ
び
地
方
自
治
体
が
、
障
害
者

雇
用
に
関
し
て
、法
律
の
規
定
に
反
し
て「
水

増
し
」
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
件
で
、
一
宮
町
の
状
況
は
ど
う
か
、
ご
関

心
を
お
持
ち
の
町
民
の
方
々
も
多
い
と
存
じ

ま
す
。
一
宮
町
で
は
、
現
在
、
お
二
人
の
方

を
正
規
職
員
と
し
て
お
迎
え
し
て
お
り
、
国

の
基
準
を
満
た
し
て
い
ま
す
。
ご
安
心
く
だ

さ
い
。

こ
の
「
水
増
し
」
は
大
変
深
刻
な
法
律
違

反
で
、
政
府
機
関
や
地
方
自
治
体
で
は
決
し

て
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
で
す
。
そ
も

そ
も
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
を
作
っ
て
、
国

民
に
対
し
て
そ
う
し
た
義
務
を
課
し
た
の

は
、
日
本
政
府
で
す
。
そ
れ
が
、
政
府
の
各

省
庁
で
、
水
増
し
を
す
る
な
ど
、
断
じ
て
許

さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
、
平
然
と
大

規
模
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本

社
会
の
劣
化
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で

す
。
皆
様
ご
存
じ
の
と
お
り
、こ
の
法
律
は
、

民
間
の
企
業
に
対
し
て
、
法
定
雇
用
率
を
下

回
っ
た
場
合
、
1
人
あ
た
り
月
額
5
万
円
の

納
付
金
を
納
め
る
こ
と
を
命
じ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、行
政
機
関
に
は
、ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー

が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
か
ど
う
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
内
閣
府
や
総
務
省
、
法
務
省
な

ど
、33
あ
る
国
の
機
関
の
う
ち
28
に
お
い
て
、 No.29

一宮町長
馬淵 昌也
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　「
加
納
家
と
一
宮
」

⑧
加
納
久
宜
と
一
宮
町
政
⑵


