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広報 4

年
（
１
９
１
９
）
に
久
宜
公
が
亡
く
な
る
と
、

大
正
11
年
（
１
９
２
２
）
に
時
の
町
長
・
宮

重
謙
輔
を
は
じ
め
と
し
た
町
民
有
志
の
手
に

よ
っ
て
、
分
骨
が
納
め
ら
れ
、
建
立
さ
れ
ま

し
た
。
墓
前
の
薩
摩
風
石
燈
籠
一
対
は
昭
和

18
年
（
１
９
４
３
）
に
鹿
児
島
の
加
納
知
事

顕
彰
会
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。
な
お

加
納
家
歴
代
の
墓
地
は
東
京
の
谷
中
霊
園

（
台
東
区
）
に
あ
り
ま
す
。

２
０
１
９
年
２
月
、
加
納
久
宜
公
の
没
後

１
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。
彼
の
偉
業
を
今
一

度
か
え
り
み
る
、
そ
う
い
う
節
目
の
時
が
近

づ
い
て
い
ま
す
。

町
の
中
心
地
に
あ
り
、
憩
い
の
場
所
と
な

っ
て
い
る
城
山
公
園
。
そ
の
城
山
の
市
街
地

を
眺
望
で
き
る
場
所
に
建
っ
て
い
る
の
が
、

今
回
紹
介
す
る
「
加
納
久
宜
公
の
墓
」
で
す
。

昭
和
50
年
（
１
９
７
５
）
に
町
の
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
納
久
宜
公
は
一
宮
藩
最
後
の
藩
主
で
、

一
宮
町
長
を
つ
と
め
た
人
物
で
す
（
詳
細
は

広
報
い
ち
の
み
や
平
成
28
年
４
月
号
８
ペ

ー
ジ
上
段
を
参
照
）。
こ
の
お
墓
は
大
正
８

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

や
水
戸
黄
門
な
ど
の
旅
を
主
題
と
す
る
映
画

や
テ
レ
ビ
を
経
て
、
現
代
の
シ
ニ
ア
層
に
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
東
海
道
の
面

影
は
薄
れ
て
し
ま
っ
た
今
で
も
、「
東
海
道

を
歩
こ
う
」
と
い
っ
た
類
の
本
は
陸
続
と
出

版
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
は
、
鉄
道
、
そ
し
て
自

家
用
車
の
発
達
に
よ
っ
て
、
歩
く
た
め
の
道

は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
、
特
に
自
動
車
に

乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
日
本
で
は

ど
こ
の
道
で
も
歩
行
者
は
肩
身
の
狭
い
思
い

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
こ
れ

は
大
変
残
念
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

歩
く
旅
の
楽
し
さ
を
広
く
深
く
知
っ
て
い
る

日
本
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
歩
く
旅
の
た
め
の

ル
ー
ト
整
備
を
、
飲
食
や
宿
泊
の
面
も
含
め

て
も
っ
と
す
べ
き
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ

こ
に
は
必
ず
歩
こ
う
と
い
う
人
が
現
れ
、
消

費
が
生
ま
れ
ま
す
。

今
後
、
一
宮
町
の
中
で
も
、
ま
た
周
辺
市

町
村
と
の
間
で
も
、
歩
い
て
周
遊
す
る
ル
ー

ト
の
設
定
と
整
備
を
も
っ
と
強
め
て
ゆ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。都
会
か
ら
の
、「
歩
き
た
い
」

シ
ニ
ア
層
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
楽
し
ん
で
歩
き
、
喜
ん
で
消
費
し
て
頂

け
る
こ
と
、
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
一

宮
町
か
ら
、
歩
く
旅
の
文
化
の
再
生
の
一
歩

を
記
せ
れ
ば
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

先
日
、
い
す
み
市
の
太
田
市
長
さ
ん
か
ら

ご
著
書
を
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
中
に
「
歩
く

旅
」
に
関
す
る
一
文
が
あ
り
ま
し
た
。
北
海

道
の
中
標
津
か
ら
摩
周
湖
を
経
て
弟
子
屈
ま

で
、
全
長
70
キ
ロ
も
の
長
大
な
歩
く
コ
ー
ス

が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
大
変
人
気
が
あ
る
と

い
う
お
話
で
す
。

拝
読
し
て
、「
わ
が
意
を
得
た
り
」
と
い

う
思
い
で
し
た
。
実
は
長
ら
く
、
歩
く
旅
の

楽
し
さ
に
つ
い
て
、
も
っ
と
人
び
と
が
認
識

し
て
、
歩
く
旅
の
た
め
の
ル
ー
ト
が
整
備
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
き
た
か

ら
で
す
。

か
つ
て
私
が
育
っ
た
戸
塚
は
東
海
道
の
宿

場
町
で
し
た
。
両
親
の
故
郷
は
、
同
じ
く
東

海
道
の
宿
場
で
城
下
町
で
あ
る
浜
松
近
郊
で

し
た
。
そ
こ
で
小
さ
い
頃
か
ら
街
道
文
化
と

い
う
も
の
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。そ
し
て
、

有
名
な
弥
次
さ
ん
北
さ
ん
の
『
膝
栗
毛
』
で

は
な
い
で
す
が
、
日
本
に
は
、
他
国
に
類
を

み
な
い
、
街
道
を
旅
す
る
楽
し
さ
を
主
題
に

し
た
文
学
が
発
達
し
て
き
た
こ
と
に
気
付
き

ま
し
た
。
旅
行
記
は
勿
論
多
く
の
国
に
見
ら

れ
ま
す
が
、
多
く
の
人
が
そ
こ
を
た
ど
り
直

し
て
追
体
験
す
る
お
手
本
と
い
う
形
で
の
街

道
文
学
は
、日
本
独
特
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
人
は
、
自
分
で
歩
く
旅
の
面
白
さ
を
古

く
か
ら
意
識
し
て
き
た
国
民
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
こ
う
し
た
伝
統
は
、
清
水
の
次
郎
長 No.19

一宮町長
馬淵 昌也
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▲ 加納久宜公の墓

▲ 加納久宜公の胸像（役場玄関）


