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岩
村
通
俊
の
宜
野
湾
視
察

「
宜
野
湾
市
史
」
へ
の
問
合
せ

教
育
委
員
会
文
化
課

☎
八
九
三
ー
四
四
三
一 宜野湾村役場（昭和 10年、字宜野湾）

村役場以前は間切番所がそこにあり、

一時期は中頭役所も併設されていた。

一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
、
明
治

政
府
の
琉
球
処
分
に
よ
っ
て
沖
縄
県
が

誕
生
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で

の
首
里
王
府
に
よ
る
王
国
制
か
ら
、
日

本
の
一
県
と
し
て
の
始
ま
り
で
も
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
政
治
的
に
は
大
き

な
転
換
を
迎
え
た
と
は
い
え
、
そ
こ
に

住
む
人
び
と
の
生
活
ま
で
、
す
ぐ
に
変

わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
明
治
政
府
は
沖
縄
へ
役
人
を
派
遣

し
、
環
境
や
人
び
と
の
生
活
を
視
察
さ

せ
ま
し
た
。

そ
の
人
物
の
一
人
に
岩い

わ

む

ら村
通み

ち

と

し俊

（
一
八
四
〇
～
一
九
一
五
）
が
い
ま

し

た
。

岩

村

は

高

知

県

出

身

で
、

一
八
八
三
（
明
治
十
六)

年
に
沖
縄
県

政
の
監
督
を
命
ぜ
ら
れ
て
来
県
し
、
各

地
の
実
情
を
調
査
し
ま
し
た
。
宜
野
湾

に
は
二
月
十
二
日
に
、
宜
野
湾
間
切
番

所
内
に
併
設
さ
れ
た
中
頭
役
所
を
訪
問

し
、
翌
日
に
は
普
天
間
神
宮
を
参
詣
し

ま
し
た
。
そ
こ
で
間
切
役
人
か
ら
宜
野

湾
の
実
情
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
役
人
の
交
代
は
旧
来
通
り
に
し
て

ほ
し
い
と
か
、
人
び
と
の
生
活
苦
に
伴

う
首
里
・
那
覇
へ
の
奉
公
の
様
子
や
小

作
料
の
未
納
な
ど
で
、
人
び
と
の
厳
し

い
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。

　

後
に
沖
縄
県
令(

今
の
県
知
事)

と

な
っ
た
岩
村
は
、
当
時
の
日
本
と
清
国
、

沖
縄
と
の
関
係
や
、
明
治
政
府
の
財
政

状
況
を
含
め
て
明
治
政
府
か
ら
指
示
を

受
け
、
旧
慣
改
革
を
進
め
よ
う
と
し
た

前
任
の
県
令
の
方
針
を
改
め
、
旧
慣
温

存
の
方
針
へ
と
転
換
さ
せ
ま
し
た
。

「
○
○
く
ん
の
お
か
あ
さ
ん
」

「
○
○
く
ん
の
お
か
あ
さ
ん
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
数
年
が
経
ち
ま

す
。
息
子
が
生
ま
れ
て
、
保
育
園
に
通

い
だ
す
頃
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
呼
び
方
な
か

な
か
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
あ
る
休
日
、
息
子
を
連
れ
て
公

園
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
し
ば

ら
く
砂
場
で
遊
ん
で
い
る
と
、
次
第
に

数
名
の
子
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
子

供
た
ち
は
す
ぐ
に
う
ち
と
け
て
、
一
緒

に
砂
遊
び
を
し
始
め
ま
し
た
。
私
を
交

え
て
の
お
し
ゃ
べ
り
も
は
ず
み
、
気
が

つ
く
と
息
子
と
同
様
に
他
の
子
た
ち
も

「
ね
え
、
お
か
あ
さ
ー
ん
」
と
私
を
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
な

る
と
誰
が
親
子
か
見
た
目
に
は
わ
か
ら

な
い
状
態
で
す
。

　

近
く
に
い
た
女
性
に
「
三
人
兄
弟
で

す
か
？
」
と
訊
か
れ
、
「
い
い
え
、
う

ち
の
子
は
向
こ
う
の
小
さ
い
方
で
す
。

他
の
子
に
は
こ
こ
で
初
め
て
会
い
ま
し

た
」
と
答
え
、
互
い
に
笑
い
ま
し
た
。

そ
の
場
が
楽
し
く
あ
た
た
か
い
空
気
に

包
ま
れ
た
の
で
し
た
。

　

私
の
子
供
時
代
に
は
、
友
達
の
お
母

さ
ん
の
こ
と
を
「
お
ば
さ
ん
」
と
呼
ん

で
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
最
近
は

「
お
ば
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
機
会
は
あ

ま
り
な
く
、
周
り
を
見
て
も
、
「
○
○

く
ん
（
○
○
ち
ゃ
ん
）
の
お
か
あ
さ
ん
」

と
い
う
呼
び
方
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の

「
最
近
の
傾
向
」
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
砂
場
で
の
ひ
と
コ
マ
の
よ
う
に
、

ほ
っ
と
さ
せ
る
何
か
が
あ
り
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
が
心
を
開
い
て
触
れ
合
お
う

と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
呼
び

方
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
お
互
い
の

距
離
が
ぐ
っ
と
近
く
な
る
よ
う
な
気
が

し
て
好
き
で
す
。
今
度
公
園
で
、
初
め

て
会
っ
た
子
に
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
呼

ば
れ
た
ら
、
ま
た
「
は
ー
い
」
と
言
っ

て
一
緒
に
な
っ
て
遊
ぼ
う
と
思
う
の
で

す
。 エ

プ
ロ
ン
通
信
員　

木
村　

美
乃

（ ）   市報ぎのわん　2008・2・12


