
一
宮
の
歴
史

一
宮
の
歴
史

一
宮
の
歴
史

一
宮
の
歴
史

町
長
コ
ラ
ム

町
長
コ
ラ
ム

町
長
コ
ラ
ム

町
長
コ
ラ
ム

ト
ピ
ッ
ク
ス

ト
ピ
ッ
ク
ス

ト
ピ
ッ
ク
ス

ト
ピ
ッ
ク
ス

7 Ichinomiya

し
て
藩
兵
を
動
員
し
て
、
翌
年
の
１
月
に

は
鎮
圧
す
る
な
ど
の
功
績
を
挙
げ
ま
し
た

（
真
忠
組
の
乱
）。

一
宮
藩
政
に
お
い
て
は
、
天
保
15
年

（
１
８
４
４
）
に
灌
漑
貯
水
池
を
拡
張
し
、

洞
庭
湖
と
名
づ
け
た
ほ
か
、
家
臣
の
岩
堀

市
兵
衛
に
命
じ
て
市
街
地
へ
水
路
を
建
設

し
ま
し
た
。
こ
の
水
路
は
「
市
兵
衛
堀
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
歴
史
・
文
化
へ
の
関
心
も
高
か

っ
た
よ
う
で
、
上
総
廣ひ

ろ

常つ
ね

の
故
事
に
な
ら

い
、
玉
前
神
社
に
鎧
（
萌も

え
ぎ
お
ど
し

黄
縅
胴ど

う

丸ま
る

・
町

指
定
有
形
文
化
財
）
を
奉
納
し
た
り
、
廣

常
の
居
館
跡
と
い
わ
れ
る
高
藤
山
城
址
に

顕
彰
碑
を
建
設
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

真
忠
組
討
伐
の
２
ヵ
月
後
の
元
治
元
年

（
１
８
６
４
）
３
月
に
死
去
し
ま
し
た
。

の
ち
に
同
じ
読
み
の
「
久
朗
」
が
い
る

こ
と
か
ら
、
久
徴
を
「
き
ゅ
う
ち
ょ
う
」、

久
朗
を
「
き
ゅ
う
ろ
う
」
と
区
別
し
て
読

む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

加
納
久
徴
は
上
総
一
宮
藩
の
２
代
目
の

藩
主
で
す
。
一
宮
に
陣
屋
を
移
し
立
藩
し

た
久ひ

さ
と
も儔

（
１
７
９
７
〜
１
８
４
７
）
の
長

男
と
し
て
文
化
10
年
（
１
８
１
３
）
に
誕

生
し
ま
し
た
。
天
保
13
年
（
１
８
４
２
）

に
父
の
隠
居
に
伴
い
家
督
を
相
続
、
そ
の

後
大
番
頭
や
講こ

う

武ぶ
し
ょ所

（
幕
府
の
設
置
し
た

武
芸
の
訓
練
所
）
総
裁
、
奉そ

う
じ
ゃ
ば
ん

者
番
（
江

戸
城
中
で
の
武
家
の
礼
式
を
管
理
指
導

す
る
役
職
）、
若
年
寄
な
ど
幕
末
期
の
幕

府
の
要
職
を
つ
と
め
ま
す
。
文
久
元
年

（
１
８
６
１
）
に
は
孝
明
天
皇
の
異
母
妹・

和か
ず
の
み
や宮

が
14
代
将
軍
徳
川
家
茂
に
降
嫁
し
た

際
に
は
京
か
ら
江
戸
ま
で
の
道
中
の
警
護

役
を
つ
と
め
ま
し
た
。
ま
た
、
文
久
３

年
（
１
８
６
３
）
に
九
十
九
里
沿
岸
で
蜂

起
し
た
真し

ん

忠ち
ゅ
う
ぐ
み組

の
討
伐
で
は
他
藩
と
協
力

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
動
車
出

現
以
前
に
ど
う
い
う
交
通
手
段
を
使
っ
て
い

た
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
と
ア
メ
リ

カ
の
大
き
な
差
と
言
え
ば
、
馬
車
の
有
無
で

す
。
日
本
で
も
、
江
戸
時
代
に
運
輸
に
馬
を

使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
馬
を
疾
走
さ
せ
る
こ

と
は
、
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
早
馬
で

の
疾
駆
は
、
特
殊
な
場
合
だ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
平
時
の
馬
の
使
用
に
お
い
て
は
、
馬

は
人
を
乗
せ
て
も
、
荷
物
を
運
ん
で
も
、
車

を
引
い
て
も
、
歩
く
こ
と
が
常
態
で
あ
っ
た

わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
な
ら
い
人
間
が
乗
る
馬
車
が
利
用

さ
れ
、
馭
者
に
よ
っ
て
相
当
早
く
走
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
洋
画
の
中
に
出
て
く
る
馬
車

も
、
結
構
な
速
さ
で
走
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
だ
と
、
歩
く
人
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
に
歩
道
を
し
っ
か
り
と
っ
て
、
車
道

と
分
け
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
考
え
る
に
は
、
こ
う
し
た
速
い
速
度

で
走
る
馬
車
の
有
無
が
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ

の
歩
道
の
有
無
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今

後
は
、
超
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
迎
え
て
、

従
来
以
上
に
歩
く
人
の
利
益
を
第
一
に
考
え

て
ゆ
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
日
本
の
道
路
に
は
、
歩
道
が
あ
ま

り
に
も
少
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
一
宮
町

で
い
う
と
、
国
道
に
は
歩
道
が
か
ろ
う
じ
て

と
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
と
て
も
十
分
な
広
さ

が
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
一
方
、
海
岸
沿

い
の
県
道
に
は
、
東
浪
見
海
岸
か
ら
釣
ヶ
崎

ま
で
を
除
い
て
、
歩
道
が
あ
り
ま
せ
ん
。
町

中
の
道
路
は
、
住
宅
や
商
店
の
間
を
通
る
場

合
、
対
面
通
行
が
で
き
な
い
ほ
ど
狭
い
道
も

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
私
の
住
ん
で
い
る
追
手
の
坂

な
ど
は
、
元
一
宮
城
へ
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

で
す
か
ら
、
軍
事
的
な
要
請
か
ら
狭
く
な
け

れ
ば
お
か
し
い
の
で
し
ょ
う
。そ
う
し
た「
狭

い
」
こ
と
に
歴
史
的
必
然
が
あ
る
も
の
は
、

し
か
た
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
海
岸
沿
い

の
県
道
な
ど
は
、
か
な
り
新
し
く
通
っ
た
道

路
で
す
が
、
計
画
の
際
に
歩
道
は
構
想
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

翻
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
の
経
験
か
ら
い
う

と
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
大
都
市
は
も
ち

ろ
ん
、
田
舎
町
で
も
、
道
路
に
は
必
ず
歩
道

が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
随
分
広
く
と
っ
て

あ
る
の
で
す
。
従
っ
て
、
歩
く
の
に
自
動
車

と
交
錯
し
て
困
る
と
い
う
こ
と
は
、
田
舎
町

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と

前
か
ら
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
思
い
つ No.20

一宮町長
馬淵 昌也

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「
一
宮
町
ゆ
か
り
の
人
々
⑫
」

加
納
久ひ

さ
あ
き
ら
徴
（
１
８
１
３
〜
６
４
）

▲ 「拝領押絵　鷹」（町教育委員会所蔵）
画賛によれば文久３年（1863）の作か。
画は加納久成（1838～63、久徴の養子）、

讃が久徴によるものである。


