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9 Ichinomiya

▲ 延宝の津波供養塔（新熊集会所前）

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「
一
宮
町
の
文
化
財
④
」

延え
ん

宝ぽ
う

の
津
波
供
養
塔
　

「
一
宮
町
の
文
化
財
」
第
４
回
は
「
延
宝

の
津
波
供
養
塔
」
を
紹
介
し
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、
九
十
九
里
沿
岸
は
度
々
津
波

に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
町
内
に
も
多
く
の
資
料

や
そ
の
痕こ

ん

跡せ
き

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一

つ
が
今
回
紹
介
す
る
町
指
定
文
化
財
の
「
延

宝
の
津
波
供
養
塔
」
で
す
。

　
延
宝
５
年
（
１
６
７
７
）、
房
総
半
島
東

方
沖
付
近
で
Ｍ
８
と
も
推
定
さ
れ
る
大
地
震

が
発
生
、
東
北
か
ら
房
総
・
伊
豆
、
さ
ら
に

は
尾
張
（
現
愛
知
県
）
ま
で
、
津
波
に
襲
わ

れ
ま
し
た
。
東
浪
見
地
区
で
は

６
ｍ
も
の
津
波
が
押
し
寄
せ
た

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
家
屋

は
流
さ
れ
、
田
畑
は
砂
浜
と
化

し
、
船
も
地
曳
網
も
残
さ
ず
流

さ
れ
、
復
旧
に
５
年
か
ら
15
年

を
費
や
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
供
養
塔
は
、
津
波
か

ら
17
年
が
経
っ
た
元げ

ん

禄ろ
く

７
年

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

の
手
伝
い
を
す
る
様
子
を
見
て
「
兄
弟
愛
の

美
し
さ
」
に
打
た
れ
涙
を
流
し
、
他
の
人
か

ら
「
泣
く
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
」
と
批
判

さ
れ
た
と
い
う
話
が
『
今
鏡
』
に
残
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、当
時
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、

恋
愛
は
、
最
重
要
の
関
心
事
の
ひ
と
つ
で
し

た
が
、「
女
性
に
振
ら
れ
て
泣
く
」
と
い
う

テ
ー
マ
は
和
歌
に
頻
繁
に
現
れ
、
名
作
と
い

わ
れ
る
も
の
も
枚
挙
に
暇
あ
り
ま
せ
ん
。
武

家
文
化
が
到
来
す
る
前
の
日
本
男
性
に
と
っ

て
、
泣
く
こ
と
は
決
し
て
恥
ず
か
し
い
こ
と

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

武
士
道
こ
そ
が
日
本
文
化
だ
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
が
、
実
は
武
士

の
文
化
だ
け
が
日
本
文
化
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
江
戸
初
期
に
書
か
れ
た
『
一
休
咄ば

な
し』
と

い
う
本
の
中
に
は
、
気
が
荒
い
武
家
に
対
し

て
、「
公
家
の
長
袖
」(

武
士
が
荒
々
し
く

腕
ま
く
り
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
公
家

は
長
袖
を
着
て
お
っ
と
り
し
て
い
る
と
い
う

意
味)

と
呼
ん
で
、
公
家
が
穏
や
か
な
性
格

で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
安
朝
の
約

三
百
年
間
、
死
刑
に
処
さ
れ
た
も
の
は
一
人

も
な
い
そ
う
で
す
。
気
の
荒
い
武
家
文
化
で

は
な
く
、
こ
う
し
た
寛
容
を
旨
と
す
る
公
家

の
文
化
が
、
か
つ
て
日
本
文
化
の
主
流
だ
っ

た
時
期
が
あ
る
こ
と
も
、
私
た
ち
は
も
っ
と

意
識
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

私
は
日
本
の
古
典
文
学
を
読
む
の
が
好
き

な
の
で
す
が
、
面
白
い
と
思
う
の
は
、
平
安

時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る

公
家
の
文
化
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
で
す
。
特
に
面

白
く
感
じ
る
の
は
、
当
時
の
貴
族
た
ち
に
、

「
音
楽
演
奏
の
名
手
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ

る
人
の
多
い
こ
と
で
す
。『
源
氏
物
語
』
を

は
じ
め
多
く
の
物
語
や
日
記
に
よ
れ
ば
、
天

皇
を
は
じ
め
、
多
く
の
皇
族
・
貴
族
の
男
女

に
は
、
笛
・
笙し

ょ
う
・
琴こ

と

・
筝こ

と

・
琵び

わ琶
・
拍ひ

ょ
う
し子
・

唱し
ょ
う
が歌
な
ど
の
名
手
が
揃
っ
て
い
た
と
い
う
の

で
す
。
そ
し
て
例
え
ば
「
月
が
き
れ
い
だ
」

と
い
う
と
、
宮
中
か
ら
名
手
た
ち
に
使
い
が

出
さ
れ
、
呼
び
集
め
ら
れ
て
月
見
の
演
奏
会

が
開
か
れ
、
夜
明
け
ま
で
心
行
く
ま
で
合
奏

を
楽
し
ん
だ
、
と
い
う
記
述
が
よ
く
出
て
き

ま
す
。
諸
外
国
で
も
、
楽
人
に
演
奏
さ
せ
る

と
い
う
の
は
よ
く
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
権

力
の
中
枢
に
い
る
人
々
が
、
同
時
に
自
ら
演

奏
家
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
さ
ほ
ど
多
く
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
日
本
文

化
の
特
筆
す
べ
き
面
白
さ
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。ま

た
、
当
時
の
男
性
が
「
よ
く
泣
い
て
い

た
こ
と
」
も
大
変
印
象
深
い
特
徴
で
す
。
平

安
時
代
後
期
の
公
家・藤ふ

じ
わ
ら
の
な
り
み
ち

原
成
通（
１
０
９
７

〜
１
１
６
２
）
と
い
う
人
は
よ
く
泣
く
人

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
例
え
ば
武
家
の
兄
が
弟 No.5

一宮町長
馬淵 昌也

（
１
６
９
４
）
に
犠
牲
者
の
供
養
の
た
め

に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
表
に
は
観か

ん
の
ん音

菩ぼ
さ
つ
ぞ
う

薩
像
が
彫
ら
れ
、「
十
百
万
返
　
成
就
　

施
主
　
一
四
三
人
内
　
男
七
十
人
　
女
七
三

人
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
東
浪
見
地
区
に

残
さ
れ
た
古
文
書
に
は
52
軒
の
家
が
流
さ

れ
、
男
女
子
ど
も
１
３
７
人
が
亡
く
な
っ
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
字
に
誤
差
は
あ
り

ま
す
が
、
東
浪
見
地
区
だ
け
で
１
５
０
人
近

い
犠
牲
者
が
出
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
の
供
養
塔
は
犠
牲
者
へ
の
祈
り
だ
け
で

な
く
、
後
世
へ
の
教
訓
の
た
め
に
建
て
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
こ
の
教
訓
を
、

ま
た
次
の
世
代
へ
、
伝
え
て
い
か
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。


