
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

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

広報 6

に
あ
っ
た
た
め
、「
伊
勢
八
田
藩
」と
呼
ば
れ
、

一
宮
地
域
は
そ
の
所
領
の
一
つ
で
し
た
。
そ

の
後
、
久ひ

さ

堅か
た

、
久ひ

さ

周の
り

、
久ひ

さ

慎ち
か

と
代
が
か
わ
り
、

先
述
し
た
よ
う
に
久ひ

さ
と
も儔
の
代
に
一
宮
に
陣
屋

が
建
設
さ
れ
て
一
宮
藩
と
な
り
ま
し
た
。

　
一
宮
藩
成
立
後
は
、
久ひ

さ

徴あ
き
ら、

久ひ
さ
つ
ね恒

と
つ
づ

き
久ひ

さ
よ
し宜
の
時
に
明
治
維
新
を
迎
え
ま
す
。
歴

代
の
藩
主
は
多
く
の
こ
と
を
一
宮
に
も
た
ら

し
ま
し
た
。
一
宮
の
近
世
の
発
展
は
、
加
納

家
な
し
に
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

す
。

▲ 「加納家系図」（「加納家史料」より、町教委所蔵）
一部抜粋、右に「久通」が見える。

　
２
０
１
９
年
２
月
、
元
一
宮
町
長
で
多

大
な
功
績
を
残
し
た
加
納
久
宜
公
の
没
後

１
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。
今
号
か
ら
「
加
納

家
と
一
宮
」
と
題
し
た
コ
ラ
ム
を
連
載
し
ま

す
。

　
一
宮
の
発
展
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
の

一
つ
と
し
て
一
宮
藩
の
成
立
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
文
政
９
年
（
１
８
２
６
）、伊
勢
国
（
現

三
重
県
）八は

っ
た田
藩
主
の
加
納
久ひ

さ
と
も儔（
１
７
９
７

〜
１
８
４
７
）
が
一
宮
に
陣
屋
を
建
設
し
た

こ
と
か
ら
、
一
宮
藩
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
そ
も
そ
も
加
納
家
と
一
宮
の
か
か
わ
り
は

い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
江
戸
幕
府
の
８
代
将
軍
・
徳
川
吉
宗
の
側

近
・
加
納
久ひ

さ
み
ち通
（
１
６
７
３
〜
１
７
４
８
）

は
吉
宗
が
紀
州
（
現
和
歌
山
県
）
藩
主
だ

っ
た
頃
か
ら
の
家
臣
で
、
吉
宗
の
将
軍
就
任

と
と
も
に
幕
府
の
中
枢
に
列
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
の
功
績
は
大
き
く
、
享
保
11

年
（
１
７
２
６
）
に
一
宮
本
郷
村
を
含
ん
だ
、

上
総
国
長
柄
郡
な
ど
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
時
か
ら
加
納
家
と
一
宮
の
関
係
は
始
ま
り

ま
す
。

　
当
初
、
加
納
家
の
陣
屋
は
伊
勢
国
の
八
田

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
道
義
的
に
も
、
そ
も

そ
も
行
政
と
議
会
の
二
元
代
表
制
度
の
趣
旨

か
ら
い
っ
て
も
、
当
然
の
こ
と
で
す
。
同
じ

も
の
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
か
、
正
し

い
議
論
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。そ
こ
か
ら
し
か
、

進
む
べ
き
方
向
性
の
策
定
は
行
え
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
原
則
か
ら
す
る
と
、
今
回
の
事

態
は
、
き
わ
め
て
ゆ
ゆ
し
き
事
態
で
す
。
行

政
の
施
策
の
遂
行
に
つ
い
て
の
情
報
を
、
議

会
と
共
有
す
る
に
お
い
て
、
改
竄
を
行
っ
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
わ
た
く
し
ど
も
の
社

会
の
原
則
ル
ー
ル
に
違
反
し
た
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
、
社
会
の
根
底
を
覆
す
ほ
ど
の
大

き
な
事
件
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、同
時
に
、

そ
う
し
た
改
竄
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
行
政
の
施
策
の
遂
行
に
、
公
正
・

公
平
の
観
点
か
ら
み
て
、
第
三
者
に
共
有
さ

れ
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
け
の
、
正
当
性
が

確
保
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
念
も
生
じ
ま
す
。
十
分
な
正
当
性
の

な
い
こ
と
を
行
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
意
図
的

に
隠
蔽
す
る
と
い
う
の
で
は
、
す
で
に
公
務

員
と
し
て
の
基
本
的
要
件
か
ら
転
落
し
て
い

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
の
政
府
レ
ベ
ル
で
そ

の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
る
よ
う
で
は
、
わ
が

国
は
た
ち
ゆ
き
ま
せ
ん
。そ
の
原
因
追
求
と
、

再
発
阻
止
の
対
策
の
確
立
に
つ
い
て
、
国
政

の
推
移
を
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
公

文
書
改か

い
ざ
ん竄

問
題
が
あ
り
ま
す
。
財
務
省
で
、

森
友
学
園
関
係
の
書
類
が
、
国
会
議
員
に
資

料
と
し
て
渡
さ
れ
る
際
に
、
書
き
換
え
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
た
く
し
は
、
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
行
政

が
作
成
す
る
決
裁
文
書
は
、
わ
た
く
し
も
一

日
に
何
通
も
目
を
通
し
て
、
捺
印
の
上
、
決

裁
済
み
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
を
事
後
に
勝
手

に
書
き
換
え
る
こ
と
な
ど
、
全
く
あ
り
え
ま

せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
行
政
は
、
公
正
・
公
平
な
も

の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
行
政
が
、
施

策
を
立
案
し
、
実
行
す
る
ま
で
に
は
、
事
前

に
、
そ
う
し
た
公
正
性
・
公
平
性
が
充
分
に

担
保
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
細
心
に
留
意

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
十
分
な

正
当
性
を
確
保
し
た
、
と
い
う
認
識
に
至
っ

た
ら
、
そ
れ
を
文
書
と
し
て
起
案
し
、
決
裁

に
回
す
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、当
然
、チ
ェ
ッ

ク
機
関
で
あ
る
議
会
に
共
有
し
て
頂
い
て

も
、問
題
な
い
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
情
報
公
開
で
、
第
三
者
に
共
有
さ
れ

て
も
、
問
題
な
い
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
が
「
お
お
や
け
」
に
奉
仕
す
る
公

務
員
た
る
も
の
の
揺
る
ぎ
な
い
あ
り
か
た
で

す
。そ

し
て
、
そ
も
そ
も
チ
ェ
ッ
ク
機
関
で
あ

る
議
会
に
は
、
正
確
に
情
報
を
伝
え
る
必
要 No.22

一宮町長
馬淵 昌也
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　「
加
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①
加
納
家
と
一
宮
の
か
か
わ
り


