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5 Ichinomiya

▲ 「一宮民政局」の印
（史料：個人所蔵、町教委寄託）

の
実
態
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多

い
で
す
。

　
近
年
、「
一
宮
民
政
局
」
の
印
が
押
さ
れ

た
史
料
が
新
た
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
茨
城

県
利
根
町
の
「
吉
浜
家
文
書
」
に
同
じ
印
が

押
さ
れ
た
史
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め
、

原
史
料
で
あ
る
こ
と
が
確
定
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
資
料
は
一
宮
県
の
範
囲
で
あ
っ
た
下

総
国
相
馬
郡
羽は

中な
か

村む
ら

（
現
茨
城
県
利
根
町
）

に
宛
て
た
も
の
で
、
内
容
は
当
時
こ
の
村
に

在
住
し
て
い
た
70
歳
以
上
の
高
齢
者
を
祝
う

も
の
で
す
。
こ
の
当
時
の
時
代
背
景
を
考
え

る
上
で
も
大
変
興
味
深
い
内
容
で
す
。
こ
の

よ
う
な
内
容
の
資
料
が
残
る
こ
と
も
大
変
珍

し
い
こ
と
で
あ
り
、
一
宮
県
の
行
政
実
態
を

知
る
う
え
で
、
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。

　
今
年
は
明
治
維
新
か
ら
１
５
０
年
の
年
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
西
郷
ど
ん
」
で
も
大

政
奉
還
や
王
政
復
古
の
大
号
令
が
え
が
か
れ

ま
し
た
。

　
そ
の
の
ち
勃
発
し
た
旧
幕
府
軍
と
新
政
府

軍
と
の
軍
事
衝
突
（
戊
辰
戦
争
）
の
際
、
上

総
一
宮
藩
藩
主
の
加
納
久
宜
は
、
旧
幕
府
軍

側
で
戦
お
う
と
し
ま
す
が
間
に
合
わ
ず
、
最

終
的
に
新
政
府
軍
に
服
属
し
た
と
い
い
ま
す

（
異
説
あ
り
、
当
初
よ
り
新
政
府
軍
側
で
あ

っ
た
と
も
）。

　
戊
辰
戦
争
後
、
明
治
４
年
（
１
８
７
１
）

４
月
、
廃
藩
置
県
が
行
わ
れ
、
藩
は
廃
さ
れ

県
が
置
か
れ
ま
す
。
こ
こ
に
「
一
宮
県
」
が

誕
生
し
ま
す
。
基
本
的
に
は
こ
の
時
、
旧
藩

の
領
地
が
そ
の
ま
ま
「
県
」
に
変
わ
っ
た
の

み
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
一
宮
県
の
範

囲
に
は
旧
一
宮
藩
領
の
現
茨
城
県
南
部
の
一

部
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
年
の
11
月
に
木
更
津
県
（
の
ち
に
千

葉
県
と
な
る
）に
合
併
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、

一
宮
県
が
存
在
し
た
の
は
わ
ず
か
７
か
月
の

み
。
行
政
組
織
に
つ
い
て
は「
一
宮
県
歴
史
」

（『
千
葉
縣
史
料
近
代
篇
明
治
初
期
』
所
収
）

と
い
う
資
料
に
書
か
れ
て
は
い
ま
す
が
、
そ

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

江
戸
時
代
か
ら
大
正
年
間
ま
で
、
こ
の
地
域

で
鳴
く
虫
を
捕
え
て
、
江
戸
（
東
京
）
ま
で

売
り
に
行
っ
て
い
る
者
が
大
勢
あ
っ
た
こ
と

を
背
景
に
す
る
も
の
だ
そ
う
で
す
。
鳴
く
虫

捕
り
と
繁
殖
は
、
こ
の
地
域
の
一
大
産
業
で

あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
昭
和
初
年
の
鉄
道

の
上
り
一
番
列
車
は
、
虫
売
り
の
人
た
ち
で

賑
わ
い
、
車
内
で
虫
が
盛
ん
に
鳴
い
て
い
た

そ
う
で
す
。

一
宮
で
は
、
ほ
か
に
も
、
戸
塚
で
は
み
た

こ
と
も
な
い
昆
虫
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
と
え
ば
、
ツ
チ
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
や
オ
ツ

ネ
ン
ト
ン
ボ
な
ど
、
図
鑑
で
見
る
だ
け
の
虫

で
し
た
が
、
わ
た
く
し
の
家
の
庭
で
見
つ
け

ま
し
た
。
ツ
チ
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
は
青
光
り
し
た

虫
で
、地
面
を
歩
く
不
気
味
な
有
毒
の
甲
虫
、

オ
ツ
ネ
ン
ト
ン
ボ
は
冬
を
越
す
ト
ン
ボ
で

す
。
4
年
前
の
夏
に
は
、
庭
で
「
カ
シ
ャ
カ

シ
ャ
カ
シ
ャ
」
と
い
う
ク
ツ
ワ
ム
シ
の
声
も

聞
き
ま
し
た
。
一
宮
で
も
、
あ
ま
り
聞
く
こ

と
は
で
き
な
い
虫
で
す
。

鳴
く
虫
を
は
じ
め
、
昆
虫
相
の
豊
か
な
こ

と
は
、
一
宮
と
こ
の
地
方
の
自
然
の
豊
か
さ

を
示
す
も
の
で
す
。
10
月
と
も
な
る
と
、
種

類
も
減
っ
て
き
ま
す
が
、
秋
の
夕
べ
、
皆
様

も
鳴
く
虫
の
声
に
耳
を
傾
け
て
、
一
宮
の
自

然
の
豊
か
さ
を
再
度
実
感
し
て
頂
け
れ
ば
と

存
じ
ま
す
。

秋
も
大
分
と
本
格
的
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
わ
た
く
し
は
、
秋
に
な
る
と
、
虫
の
声

が
よ
く
聞
こ
え
る
こ
と
に
驚
き
ま
す
。
上
総

一
ノ
宮
駅
の
周
囲
で
は
、
夕
暮
れ
に
な
る
と

ス
ズ
ム
シ
が
「
リ
ー
ン
リ
ー
ン
」
と
鳴
い
て

い
ま
す
。
一
宮
川
沿
い
の
土
手
で
は
、「
チ
ッ

チ
リ
リ
、
チ
ッ
チ
リ
リ
（
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
）」

と
マ
ツ
ム
シ
が
鳴
い
て
い
ま
す
。
ま
た
昼
間

に
は
、
夏
か
ら
、
さ
く
ら
通
り
沿
い
の
草
む

ら
な
ど
で
、
キ
リ
ギ
リ
ス
が
「
ギ
イ
ー
ッ

チ
ョ
、
ギ
イ
ー
ッ
チ
ョ
」
と
う
る
さ
い
く
ら

い
で
す
。

こ
う
し
た
虫
は
、
わ
た
く
し
が
育
っ
た
神

奈
川
県
の
戸
塚
に
は
、
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
コ
オ
ロ
ギ
や
ウ
マ
オ
イ
な
ど
は

い
ま
し
た
が
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
虫
は
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
の

で
、
中
学
以
降
、
日
本
の
古
典
を
学
ぶ
と
、

こ
う
し
た
虫
の
こ
と
が
よ
く
出
て
来
ま
し
た

が
、
い
ま
ひ
と
つ
実
感
が
伴
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
ス
ズ
ム
シ
は
飼
育
例
も
多
い
の
で
、
聞

く
機
会
も
あ
り
ま
し
た
が
、
マ
ツ
ム
シ
は
長

ら
く
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
宮
町
で
は
、
至
る
所
で
ス
ズ

ム
シ
も
マ
ツ
ム
シ
も
聞
け
る
し
、
自
宅
の
庭

で
も
自
然
に
鳴
い
て
い
ま
す
。

お
と
な
り
の
長
生
村
岩
沼
に
は
、
虫
供
養

碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。こ
れ
は
、 No.28
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　「加
納
家
と
一
宮
」

⑦
廃
藩
置
県
後
の
一
宮


