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広報 4

な
ど
教
育
・
産
業
・
観
光
・
福
祉
に
至
る
多

種
多
様
な
政
策
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

実
際
、
こ
の
中
に
は
久
宜
が
の
ち
に
実
現
し

た
こ
と
（
一
宮
病
院
の
設
立
な
ど
）
も
あ
り

ま
す
。

　
久
宜
は
こ
の
提
言
書
の
中
で
、
自
ら
の
提

言
を
「
百
年
の
長
計
」
と
し
、
一
宮
を
「
日

本
帝
国
の
一
ノ
宮
町
た
ら
し
め
る
」
た
め
の

政
策
で
あ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。
久
宜
は
一

宮
の
未
来
の
た
め
、
自
ら
の
経
験
と
知
識
を

生
か
し
て
積
極
的
か
つ
精
力
的
に
、
様
々
な

問
題
に
挑
ん
で
い
た
の
で
す
。

▲ 加納町長時代の一宮町役場（現観明寺境内、『一宮町史』より）

　
加
納
久
宜
は
上
総
一
宮
藩
最
後
の
藩
主

で
、
晩
年
に
は
一
宮
町
長
に
就
任
、
一
宮
の

近
代
化
・
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
人
物
で

す
。

　
町
長
に
就
任
し
た
の
が
、
明
治
45

年
（
１
９
１
２
）。
退
任
が
大
正
６
年

（
１
９
１
７
）
の
た
め
、
そ
の
町
政
は
約
５

年
間
の
み
で
し
た
が
、
久
宜
は
就
任
以
前
か

ら
一
宮
の
た
め
に
様
々
な
活
動
を
し
て
い
ま

し
た
。

　
町
長
就
任
以
前
の
明
治
42
年

（
１
９
０
９
）、
久
宜
は
時
の
町
長
・
飯
塚
総

十
郎
に
「
町
是
を
定
め
置
く
べ
き
の
議
」
と

い
う
提
言
書
を
提
出
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
全
14
条
（
内
容
は
13
条
分
）
に
及

ぶ
当
時
の
一
宮
町
が
採
る
べ
き
政
策
を
か
か

げ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
を
要
約
す
る
と
、

①
駅
か
ら
海
岸
へ
の
道
路
の
建
設
、
②
一
宮

川
河
口
の
改
修
、
③
松
林
の
保
護
、
④
高
級

旅
館
の
建
設
、
⑤
公
園
整
備
と
洞
庭
湖
の
整

備
、
⑥
一
宮
川
の
桜
の
保
護
と
整
備
、
⑦
農

産
物
等
を
扱
う
組
合
の
設
立
、
⑧
簡
易
図
書

室
の
設
置
、
⑨
一
宮
病
院
の
設
立
、
⑩
一
宮

小
学
校
に
附
属
幼
稚
園
を
建
設
、
⑪
学
校
へ

行
く
町
民
へ
の
補
助
、
⑫
物
産
品
評
会
の
開

催
に
よ
る
産
業
の
振
興
、
⑬
街
灯
の
設
置
、

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

周
辺
部
に
限
ら
れ
、
中
心
部
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
し

た
時
代
に
は
、
合
併
に
よ
り
、
拡
大
し
つ
つ

あ
る
中
心
部
の
活
力
の
庇
護
に
入
る
、
と
い

う
選
択
は
、
周
辺
部
の
選
択
と
し
て
あ
り
え

た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
今
は
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
中
心
部
も
含
め
て
衰
退
し
つ
つ

あ
る
の
で
す
。
活
力
を
維
持
し
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
東
京
を
始
め
、
い
く
つ
か
の
大
都
市

だ
け
で
す
。
と
な
る
と
、
周
辺
部
の
視
点
に

立
て
ば
、
中
心
部
と
合
併
し
て
も
、
今
以
上

の
メ
リ
ッ
ト
は
展
望
で
き
ま
せ
ん
。
中
心
部

も
、
今
の
自
分
を
支
え
る
だ
け
で
精
一
杯
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
の
地
域
を
今
よ
り
よ
く
す

る
だ
け
の
余
力
が
な
い
の
で
す
。

記
事
に
よ
る
と
、
専
門
家
は
、
今
後
、
衰

退
し
た
「
被
合
併
」
地
域
に
、
再
分
離
の
権

利
を
与
え
る
法
整
備
が
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
、
と
あ
り
ま
し
た
。
地
域
を
地
域
の
住
民

が
、
出
来
る
限
り
の
力
で
自
主
的
に
支
え
て

ゆ
く
。
一
億
総
退
却
の
時
代
の
日
本
を
支
え

て
ゆ
く
に
は
、
そ
れ
以
外
の
選
択
は
な
い
と

考
え
ま
す
。
わ
た
く
し
ど
も
一
宮
町
で
も
、

町
の
特
質
を
よ
く
踏
ま
え
た
真
の
「
自
立
」

の
道
を
歩
ん
で
ゆ
く
し
か
、
も
は
や
選
択
肢

は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
し
ょ

う
。
町
民
全
員
で
、
更
に
自
覚
を
高
め
て
奮

励
し
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

4
月
14
日
の
毎
日
新
聞
に
、
興
味
深
い
記

事
が
出
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
平
成
の

大
合
併
」
の
結
果
、
人
口
の
変
化
の
動
向
に

ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
か
、
と
い
う
報

告
記
事
で
す
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
先
般
の
国
勢
調
査
の
結

果
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

合
併
に
よ
っ
て
行
政
庁
を
失
っ
た
１
５
０
５

区
域
で
の
人
口
減
が
、
２
０
０
０
年
か
ら
15

年
ま
で
の
間
に
平
均
17
・
5
％
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
一
方
、
本
庁
が
残
っ
た
５
８
７
区
域

は
平
均
8
・
1
％
減
、
合
併
し
な
か
っ
た

１
１
１
８
市
町
村
は
平
均
9
％
減
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
役
場
と
い
う
中
心
点
を
失
っ
た
周

辺
の
「
合
併
さ
れ
た
」
地
域
の
衰
退
が
顕
著

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
合
併
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
人
口
減
の
速
度
が
、
合
併
し
な

か
っ
た
と
こ
ろ
の
倍
と
い
う
の
は
、
少
な
く

と
も
短
期
的
な
視
点
で
み
た
場
合
、「
平
成

の
大
合
併
」
は
大
失
敗
で
あ
っ
た
、
と
い
う

べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
、
合
併
に
つ
い
て
、
過
去
の
事

例
と
現
今
の
状
況
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
大

き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま

す
。
一
宮
町
が
東
浪
見
村
と
合
併
し
た
り
、

宮
原
・
船
頭
給
・
新
地
が
加
わ
っ
た
時
代
は
、

地
域
に
活
力
が
あ
り
、
中
心
地
は
人
口
・
経

済
規
模
も
拡
大
し
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
昭
和

の
時
期
に
は
、
人
口
減
や
経
済
規
模
の
縮
小

と
い
っ
た
衰
退
局
面
は
、
い
わ
ゆ
る
過
疎
の No.23

一宮町長
馬淵 昌也

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「
加
納
家
と
一
宮
」

②
加
納
久
宜
と
一
宮
町
政


