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１
４
１
６

加
納
公
紀き

徳と
く

之
碑
は
、
最
後
の
一
宮
藩

主
で
一
宮
町
長
も
つ
と
め
た
加
納
久
宜

（
１
８
４
８
〜
１
９
１
９
）
の
功
績
を
称

え
、
生
前
の
大
正
７
年
（
１
９
１
８
）
に

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
当
初
は
旧
一
宮
町
役

場
前
（
観
明
寺
境
内
）
に
建
っ
て
い
ま
し

た
が
、
昭
和
63
年
（
１
９
８
８
）
に
現
在

地
の
振
武
館
駐
車
場
へ
移
動
し
ま
し
た
。

平
成
２
年
（
１
９
９
０
）
に
町
の
指
定
史

跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
き
さ
は
幅
２
ｍ
、
高
さ
３
メ
ー
ト
ル

で
、
久
宜
の
業
績
に
つ
い
て
約
６
０
０
字

の
漢
文
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
撰せ
ん

文ぶ
ん

は
後ご

藤と
う

新し
ん

平ぺ
い

（
１
８
５
７
〜
１
９
２
９
、
満
鉄

初
代
総
裁
、
外
務
大
臣
ほ
か
）、
書
は
野の

村む
ら

素も
と

介す
け
（
１
８
４
２
〜
１
９
２
７
、
貴
族
院

議
員
ほ
か
）
に
よ
る
も
の
で
す
。
扁へ
ん

額が
く

は

徳
川
家い
え

達さ
と
（
１
８
６
３
〜
１
９
４
０
、
貴

族
院
議
長
ほ
か
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

当
代
の
著
名
人
が
こ
の
石
碑
の
制
作
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は
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今
年
の
９
月
10
月
は
、
う
ち
続
く
台
風
の

来
襲
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。
９
月
８
日
夜

か
ら
９
日
に
か
け
て
の
台
風
15
号
は
、
暴
風

の
被
害
を
千
葉
県
に
も
た
ら
し
、一
宮
町
で

も
、
大
勢
の
方
が
住
宅
や
農
業
施
設
の
損
壊

を
受
け
ら
れ
、停
電
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。

10
月
12
日
の
台
風
19
号
、そ
し
て
10
月
25
日

の
21
号
の
被
害
は
、
さ
い
わ
い
一
宮
町
は
比

較
的
軽
微
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
19
号

は
、そ
の
激
し
い
雨
に
よ
り
、千
葉
県
を
除
い

た
関
東
・
南
東
北
の
各
県
で
、
大
規
模
な
河

川
の
氾
濫
や
土
砂
崩
れ
を
広
範
囲
で
起
こ
し

ま
し
た
。21
号
は
、千
葉
県
を
中
心
に
大
雨
を

降
ら
せ
て
、
茂
原
や
長
柄
で
大
き
な
浸
水
被

害
を
出
し
ま
し
た
。そ
し
て
、ど
ち
ら
も
尊
い

命
が
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

千
葉
県
は
、
従
来
、
大
き
な
自
然
災
害
に

見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
比
較
的
安
全

な
土
地
柄
で
あ
る
、
と
広
く
認
識
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。し
か
し
、そ
の
甘
い
見

通
し
は
、
今
回
の
２
ヶ
月
に
わ
た
る
災
害
の

来
襲
に
よ
っ
て
、
粉
々
に
打
ち
砕
か
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
災
害
の
経
験
の
中
で
、

わ
た
く
し
ど
も
が
最
も
重
要
だ
と
痛
感
し
た

こ
と
は
、
早
期
避
難
の
重
要
性
で
す
。
各
台

風
で
な
く
な
ら
れ
た
方
々
に
は
、
避
難
が
遅

か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
落
命
さ
れ
た
方
が
多

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
や
は
り
、
災
害
時

は
、で
き
る
だ
け
早
く
避
難
す
る
こ
と
が
、最

良
の
道
だ
と
、
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。一

宮
町
で
も
、
15
号
の
と
き
は
、
避
難
さ

れ
た
方
は
、
最
大
時
で
17
名
で
し
た
。
し
か

し
、19
号
で
は
、事
前
の
報
道
に
お
い
て
、台

風
の
強
大
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、

皆
さ
ま
避
難
の
重
要
性
を
強
く
お
感
じ
に
な

ら
れ
、最
大
時
で
５
３
０
名
に
上
り
ま
し
た
。

こ
れ
だ
け
多
く
の
方
が
避
難
さ
れ
た
の
は
、

２
０
１
１
年
の
東
日
本
大
震
災
以
来
で
す
。

し
か
し
、こ
れ
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で

あ
り
、ま
た
正
し
い
こ
と
で
す
。避
難
し
て
頂

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
皆
さ
ま
の
命
の
無
事
は

間
違
い
な
く
確
保
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

専
門
家
に
よ
る
と
、
地
球
温
暖
化
の
影
響

に
よ
り
、
今
後
は
毎
年
巨
大
な
台
風
や
豪
雨

が
日
本
各
地
を
襲
う
可
能
性
が
高
い
、
と
い

う
こ
と
で
す
。だ
と
す
れ
ば
、私
た
ち
が
ま
ず

心
に
期
す
べ
き
こ
と
は
、
危
険
が
見
通
せ
る

状
況
で
は
、
と
に
か
く
出
来
る
だ
け
早
く
避

難
す
る
こ
と
、こ
れ
が
最
も
大
事
で
す
。「
避

難
す
る
の
は
恥
ず
か
し
く
て
」と
言
っ
て
い

る
方
を
ニ
ュ
ー
ス
で
見
ま
し
た
。
避
難
す
る

こ
と
は
全
く
恥
ず
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

役
場
で
は
、ハ
ー
ド
関
係
・
ソ
フ
ト
関
係

で
町
の
防
災
力
を
高
め
る
努
力
を
い
た
し
ま

す
が
、同
時
に
、町
民
の
皆
さ
ま
に
は
、早
期

避
難
の
重
要
性
を
、心
に
深
く
刻
ん
で
頂
き
、

命
を
守
る
行
動
を
と
っ
て
頂
き
た
い
と
存
じ

ま
す
。

一宮町長
馬淵 昌也

▲　絵葉書「加納久宜と一宮町役場」
　　戦前の絵葉書。役場写真の左側に石碑がみえる。
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