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『
大
衆
帰
本
塚
の
碑
』 

「
大
衆
帰
本
塚
の
碑
」
は
浦
賀

駅
か
ら
徒
歩
五
分
ほ
ど
の
浦
賀

警
察
署
横
の
歩
道
に
面
し
て
あ

り
ま
す
。
高
さ
二
二
六
㎝
、
中

央
幅
二
一
〇
㎝
で
安
山
岩
の
中

で
も
板
状
節
理
が
発
達
し
た
根

府
川
石
を
自
然
の
形
そ
の
ま
ま

使
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
石
碑

は
、
一
八
六
四(

元
治
元)

年
九
月

に
現
在
の
浦
賀
警
察
署
裏
山
の

中
腹
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
近

年
の
浦
賀
地
域
の
再
開
発
に
よ

り
、
一
九
九
七(

平
成
九)

年
に
現

在
の
位
置
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。

碑
が
建
て
ら
れ
た
当
時
の
周
辺

の
様
子
は
碑
文
の
ほ
か
、
「
浦
賀

道
見
取
絵
図
」
「
浦
賀
中
興
雑

記
」な
ど
の
資
料
に
よ
る
と
沼
地

が
あ
っ
て
蟹
田(

が
ん
だ)

川
が
流

れ
、
一
部
は
荒
れ
地
で
浦
賀
の
町

の
外
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。 碑

の
建
設
は
、
浦
賀
奉
行
所
の

大
工
棟
梁･

川
島
平
吉
の
発
案
に

よ 

よ
り
、
奉
行
の
大
久
保
土
佐
守

忠
董
（
た
だ
し
げ
）
が
賛
同
し
、
篆

額
（
て
ん
が
く
）
は
大
畑
春
国
、
浦

賀
奉
行
所
与
力
中
島
三
郎
助
が

碑
文
を
作
成
し
、
筆
を
執
っ
て
い

ま
す
。
碑
文
は
流
麗
な
擬
古
文

(

注)

で
あ
り
、
文
字
も
書
道
の
面

か
ら
み
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
碑
の
建
立
に
関
わ
っ
た
当
時

の
浦
賀
の
人
々
の
水
準
の
高
さ

を
示
し
て
い
ま
す
。 

碑
を
建
て
た
理
由
は
、
浦
賀

湊
の
賑
わ
い
と
と
も
に
人
家
が

拡
が
り
、
こ
れ
に
と
も
な
い
墓
地

と
火
葬
場
を
町
か
ら
離
れ
た
と

こ
ろ
に
移
転
さ
す
る
こ
と
で
し

た
。
そ
の
際
、
残
っ
て
い
る
骨
も

粗
末
に
し
な
い
で
一
ヵ
所
に
集
め

て
埋
葬
し
、
そ
の
記
録
を
千
年
の

後
ま
で
も
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
願
い
を
込
め
た
こ

と
で
す
。
一
八
五
八(

安
政
五)

年

八
月
頃
に
悪
病(

コ
レ
ラ)

が
流
行

し
浦
賀
町
で
も
犠
牲
者
が
多
数

で 

る
べ
き
物
に
戻
る
』と
読
み
取
れ

ま
す
。
碑
文
は
当
時
の
風
景
、
碑

を
建
て
る
経
緯
を
語
っ
て
い
ま
す

が
、
後
半
部
分
か
ら
推
し
量
る

と
、
開
発
の
波
に
さ
ら
さ
れ
そ
の

姿
を
変
え
つ
つ
あ
る｢

ふ
る
さ
と

浦
賀｣

に
対
す
る
三
郎
助
の
思
い

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

（注
）擬
古
文
＝
江
戸
時
代
の
国
学

者
が
平
安
時
代
の
文
章
を
模
範

と
し
て
作
っ
た
文 

 

碑
文
要
約 

こ
の
辺
り
の
昔
の
様
子
は
、
沢
の
ほ

と
り
に
田
ん
ぼ
が
あ
り
、
葦
蟹
な
ど

も
い
た
の
で
蟹
田
と
呼
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
山
陰
の
荒
れ
た
野
原
で
、
葬

り
の
跡
を
訪
れ
る
人
以
外
は
入
っ
て

こ
な
い
草
む
ら
に
な
っ
て
い
る
。 

し
か
し
、
湊
の
賑
わ
い
も
盛
ん
に

な
り
野
に
も
山
に
も
家
々
が
立
ち

込
み
、
火
葬
の
た
め
の
煙
が
町
中
に

た
な
び
き
、
人
々
の
気
分
が
晴
れ

ず
、
思
い
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
大
久 

〔語る人〕 財部 齢子さん（元･タカラベ写真館） 

江
戸
時
代
に
廻
船
問
屋
を
営
ん
で
い
た

紀
伊
国
屋
六
兵
衛
の
子
孫
と
し
て
宮
下
で

生
ま
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
、
花
見
の

季
節
に
な
る
と
愛
宕
山
に
は
提
灯
が
飾
ら

れ
て
と
て
も
賑
や
か
で
し
た
。
昼
間
も
宴

会
が
あ
り
、「
か
っ
ぽ
れ
」
を
踊
っ
て
い
る

の
を
見
て
は
路
地
で
見
よ
う
見
ま
ね
で
踊

っ
て
遊
ん
だ
も
の
で
す
。
夏
に
な
る
と
町

内
で
作
っ
て
く
れ
る
や
ぐ
ら
か
ら
海
に
飛

び
込
ん
で
、
港
の
真
ん
中
に
あ
る
大
き
な

ブ
イ
ま
で
泳
い
だ
り
も
し
た
こ
と
を
思
い 

だ
し
ま
す
。 

女
学
校
卒
業
後
、
東
京
深
川
に
移
り
住

み
ま
し
た
が
、
東
京
大
空
襲
で
焼
け
出
さ

れ
て
浦
賀
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
主
人
が

オ
リ
エ
ン
タ
ル
写
真
学
校
出
身
だ
っ
た
の

で
、
最
初
は
修
整
え
ん
ぴ
つ
一
本
で
写
真

館
を
開
業
し
ま
し
た
。
後
に
カ
メ
ラ
一
式

を
自
転
車
に
積
み
、
浦
賀
ド
ッ
ク
・
結
婚

式
場
・
学
校
な
ど
で
出
張
撮
影
を
し
ま
し

た
。
今
と
違
っ
て
昔
は
天
候
に
よ
り
明
る

さ
が
左
右
さ
れ
た
た
め
に
い
ろ
い
ろ
と
苦

労
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
写
場
（
ス
タ

ジ
オ
）
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、

七
五
三
で
一
年
分
を
稼
い
だ
時
期
も
あ
り

ま
し
た
。
昔
、
写
真
は
と
て
も
貴
重
な
も

の
で
、
写
真
館
の
名
前
が
ロ
ー
マ
字
で
入

っ
て
い
る
洒
落
た
台
紙
に
貼
ら
れ
、
大
切

に
保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
デ
ジ
カ
メ
な

ど
が
普
及
し
て
、
時
代
の
変
化
に
は
驚
い

て
い
ま
す
。 

尺
と
い
う
漢
字

は
、
手
首
か
ら
ひ

じ
の
曲
が
り
目
ま

で
の
長
さ
を
表
す

も
の
だ
そ
う
で

す
。
そ
れ
な
ら
人 

に
よ
っ
て
そ
の
長
さ
は
、
み
な

違
い
ま
す
が
そ
れ
で
も
一
つ
の

基
準
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
身
体
を
基
準
に
し
た

も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
ぴ

っ
た
り
同
じ
な
ど
と
い
う
も
の

は
あ
り
ま
す
ん
。
そ
の
少
し
の

誤
差
が
人
の
ゆ
と
り
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ゆ
と
り

が
文
化
を
生
む
原
動
力
で

す
。
し
か
し
こ
う
し
て
生
み
出

さ
れ
た
「
文
化
」
と
い
う
も
の

を
あ
る
尺
度
で
図
ろ
う
と
す

る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
ん
。

そ
れ
を
強
制
し
て
、
「
こ
う
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」と
い
う
よ

う
に
な
る
と
そ
れ
は
フ
ァ
ッ
シ

ョ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
様
々

な
意
見
や
批
判
が
あ
っ
て
文

化
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
「浦
賀
文
化
」

への
ご
意
見
、
ご
批
判
を
。 

（山
本
） 

広報紙『浦賀文化』は、市役所、各行政センター、公民館、浦賀病院、一部の小学校、中学校、高校の図書館などに置いてあります。 
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町  内 

の 

歴 史 

保
土
佐
守
忠
董
が
墓
地
・火
葬
場
の

移
転
、
無
縁
仏
の
埋
葬
と
記
録
を
残

す
こ
と
を
定
め
た
。
町
民
全
て
が
厳

粛
に
受
け
止
め
、
中
で
も
川
島
平
吉

が
一
番
熱
心
に
活
動
を
し
、
経
過
、

理
由
を
、
ま
た
石
の
選
定
を
行
い
千

年
の
後
に
も
忘
れ
さ
す
な
い
よ
う
、

桜
の
木
を
植
え
て
昔
の
人
の
魂
も
慰

め
た
。
「な
ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

あ
る
。
」と
言
っ
て
い
る
の
は
浦
賀
奉

行
所
に
仕
え
て
い
る
中
島
三
郎
助
永

胤
で
あ
る
。 

篆
書
は
大
畑
春
国 

元
治
元
年
甲
子
秋
九
月 

 
 

 
 

 
 

扇
江
九
萬
橘
が
彫
る 
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出
た
こ
と
が
大
き
く

影
響
し
て
い
ま
す
。

「大
衆
帰
本
塚｣

の
名

前
は
大
久
保
土
佐
守

忠
董
の
発
案
で
す

が
、
仏
教
用
語
で
読

み
解
く
と
、
こ
の
よ

う
な
世
相
へ
の
思
い

か
ら
、
「大
衆
帰
本
」

は
『
生
き
と
し
生
け

る
も
の
が
、
本
来
あ

る 

変
わ
り
ゆ
く
故
郷
へ
の
思
い 

 

市制 100周年記念事業 

 

 

 

 

5月１2日(土)～13日(日) 

住友重機械工業(株) 

浦賀工場内と浦賀港周辺 

 

西浦賀町一丁目（紺屋町） 

東西風風  

 

［ 時代の流れを知る写真館 ］ 

浦賀港 

浦賀文化 センター 

（ 郷土資料館 ） 
浦賀駅 から 浦賀通 りを 徒歩 10 分 

所在地 ： 横須賀市浦賀 ７ － ２ － １ 
電話 
FAX ：  ０４６ － ８４２ － ４１２１ 

京急浦賀駅 
至大津 至観音崎 

至久里浜 

  浦賀公民館 
浦賀行政 センタ  ー   浦賀 

警察署 

  市営 
プール 

浦賀文化 センター 

ﾊ ゙ ｽ 停 ･ ﾄ ゙ ｯｸ 前 

浦賀港 

浦賀文化 センター 

（ 郷土資料館 ） 
浦賀駅 から 浦賀通 りを 徒歩 10 分 

所在地 ： 横須賀市浦賀 ７ － ２ － １ 
電話 
FAX ：  ０４６ － ８４２ － ４１２１ 

京急浦賀駅 
至大津 至観音崎 

至久里浜 

  浦賀公民館 
浦賀行政 センタ  ー   浦賀 

警察署 

  市営 
プール 

浦賀文化 センター 

ﾊ ゙ ｽ 停 ･ ﾄ ゙ ｯｸ 前 

浦賀港

浦賀文化センター
（郷土資料館）

浦賀駅から浦賀通りを徒歩10分

所在地：横須賀市浦賀７－２－１
電話
FAX ：　０４６－８４２－４１２１

京急浦賀駅

至大津 至観音崎

至久里浜

　浦賀公民館

浦賀行政センタｰ 　浦賀
警察署

　市営
プール

浦賀文化センター

ﾊﾞｽ停･ﾄﾞｯｸ前

市
民
に
広
く
親
し
ま
れ
、
将
来
に
わ
た
っ
て
保
存
の
必
要
が
あ

る
と
し
て
平
成
十
五
年
に
「市
民
文
化
資
産
」に
指
定
さ
れ
た
大

衆
帰
本
塚
の
碑
は
、
何
を
語
り
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。 

 

 

 

浦賀警察署脇に立つ大衆帰本塚の碑 

 

現在の紺屋町界隈 

咸臨丸フェスティバル 

YOKOSUKA 

国際交流フェスタ 



 

 

大
前
悦
宏 

神
奈
川
県
植
物
誌
調
査
員 

ク
ロ
マ
ツ(

オ
マ
ツ) 

マ
ツ
科 
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で
上
に
数
個
の
雌
花
が
、
新
芽

の
根
元
に
群
が
っ
て
雄
花
が
咲

き
ま
す
。
オ
マ
ツ
の
ク
ロ
マ
ツ
に

対
し
メ
マ
ツ
と
呼
ば
れ
る
ア
カ
マ

ツ
は
植
物
体
の
雌
雄
の
区
別
で

は
あ
り
ま
す
ん
。
ア
カ
マ
ツ
は
、

幹
肌
が
明
る
く
赤
く
美
し
く
、

葉
も
細
く
て
柔
ら
か
い
と
こ
ろ

か
ら
「女
性
的
」に
見
え
る
の
で

メ
マ
ツ
と
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。 

マ
ツ
が
病
害
虫
の
た
め
に
大

量
に
枯
死
す
る
姿
は
つ
ら
い
も

の
。
秋
の
彼
岸
時
に
古
俵
を
巻

き
、
中
に
越
冬
す
る
松
食
い
虫

を
春
の
彼
岸
の
頃
取
り
外
し
焼

き
捨
て
た
り
（
冬
そ
し
て
春
の

お 
 

異
常
な
速
さ
で
春
到
来
、
そ
ん
な
中
、
平

成
十
九
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
横

須
賀
市
で
は
市
制
百
周
年
の
イ
ベ
ン
ト
が
目

白
押
し
の
年
で
す
が
、
浦
賀
文
化
セ
ン
タ
ー

も
開
館
二
十
五
周
年
を
迎
え
ま
す
。
昭
和

五
十
七(

一
九
八
二)

年
四
月
二
十
四
日

に
、
浦
賀
及
び
そ
の
周
辺
の
、
「歴
史
・文
化

に
関
す
る
啓
蒙
及
び
学
習
の
場
」
「歴
史･

民
俗
資
料
の
活
用
の
場
」「資
料
収
集
と
研

究
者
の
用
に
供
す
る
場
」「住
民
の
文
化
活

動
の
場
」を
目
的
と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。

さ 

浦賀文化センター開館 25周年 

来
館
し
て
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
に
支
え

ら
れ
年
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と

を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
一
同
、
今

後
も
、
展
示
室
を
さ
ら
に
充
実
さ
す
た
い
、

そ
し
て
皆
さ
ん
に
気
軽
に
ご
利
用
い
た
だ
き

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

ド
ッ
ク
創
立
百
十
周
年
に
当
る
浦
賀
の
町

も
様
子
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で

す
。
ど
の
よ
う
な
景
観
に
変
わ
っ
て
い
く
の

か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
文
化
を
発
信
し
歴

史
を
刻
ん
で
い
く
の
か
楽
し
み
で
す
。 (

信) 

 

浦
賀
の
植
物 

松
と
い
え
ば
松
原
・
松
林
な

ど
が
思
い
だ
さ
れ
る
ほ
ど
、
日

本
人
は
松
が
好
き
な
よ
う
で

す
。
日
本
三
景
に
は
全
部
松
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
ク
ロ
マ
ツ
。

白
砂
青
松
と
い
う
言
葉
は
今
で

こ
そ
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
ま

す
ん
が
島
国(

海
浜)

の
日
本
人

の
こ
こ
ろ
に
特
別
の
思
い
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
好
き
な
色

は
白
（清
浄
無
垢
）・青
（空
の
青

さ
そ
れ
を
反
映
す
る
海
や
湖
、

沼
、
水
流
の
青
さ
）
鮮
や
か
な

青
・鮮
や
か
な
緑
・深
い
青
と
い

わ
れ
ま
す
。 

 

ひ
と
昔
前
の
浜
辺
は
生
活
の

場
、
長
寿
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
松

と
真
っ
白
い
砂
浜
が
織
り
成
す

美
し
い
風
景
が
拡
が
っ
て
い
ま
し

た
。
松
の
美
し
さ
を
伊
藤
銀
月

氏
は
「
そ
の
色
、
そ
の
形
、
そ
の

影
、
そ
の
声
、
そ
の
香
り
の
五
つ

で
あ
る
。
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

今
の
ス
ピ
ー
ド
の
時
代
、
た
ま

に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
こ
こ
ろ
で

五
つ
の
美
と
や
ら
を
満
喫
し
た

い
も
の
で
す
。
そ
し
て
松(

待
つ) 

心
で
こ
こ
ろ
静
か
に
暮
ら
し
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。
因
み
に
、

花
言
葉
は
『不
老
長
寿
』。 

 

ク
ロ
マ
ツ
の
分
布
は
海
岸
性
で

根
を
深
く
張
る
た
め
砂
地
を

好
み
ま
す
。
ク
ロ
マ
ツ
は
オ
マ
ツ

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
葉
は
堅
く

て
色
が
濃
く
、
樹
皮
は
黒
褐

色
、
ま
つ
か
さ
は
灰
白
色
、
い
か

に
も
「男
性
的
」だ
か
ら
で
す
。

花
期
は
ア
カ
マ
ツ
よ
り
遅
く
、
浦

賀
あ
た
り
で
は
四
月
下
旬
ぐ
ら

い
に
見
ら
れ
ま
す
。
雌
雄
同
株

で 

～
二
本
は
生
き
残
っ
て
い
る
の
が

あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
？
。
要
す

る
に
マ
ツ
に
と
っ
て
健
康
な
状
態

に
し
て
あ
げ
る
こ
と
、
必
要
と
思

わ
れ
る
栄
養
を
充
分
に
与
え
発

育
さ
す
る
こ
と
、
空
気
・水
を
き

れ
い
に
す
る
こ
と
な
ど
悪
条
件
を

取
り
除
き
環
境
を
整
備
す
る
こ

と
で
た
と
え
病
気
に
冒
さ
れ
た

り
と
り
つ
か
れ
て
も
、
そ
れ
に
対

抗
し
生
存
す
る
、
生
き
る
力
を
持

た
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
立
ち

枯
れ
の
マ
ツ
を
見
る
と
、
環
境
を

今
以
上
に
良
く
す
る
態
度
や
行

動
が
求
め
ら
れ
、
人
間
生
活
の
根

本
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

ま
す
。 

 

訪
れ
を
告
げ

て
く

れ

ま

す
）
、
薬
液

を
幹
に
注
入

し
て
防
除
す

る
方
法
な
ど

が
取
ら
れ
て

い
ま
す
が
、

松
林
全
体
が

枯
れ
て
し
ま

う
こ
と
は
ま

れ
で
必
ず
一

～
二
本
は
生

き
残
っ
て 

クロマツの雌花 

去
る
一
月
十
九
日
か
ら
二
月

十
六
日
の
毎
週
金
曜
日
全
五
回

に
わ
た
り
『
幕
末
・
浦
賀
の
人
々

と
生
活
』
と
題
し
歴
史
講
座
を

開
催
し
ま
し
た
。
定
員
六
十
人

の
と
こ
ろ
百
十
四
通
も
の
ご
応

募
を
い
た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
山
本
詔
一
先
生
の
お
話

を
堪
能
し
、
幕
末
の
浦
賀
の

人
々
に
思
い
を
馳
せ
ま
し
た
。

受
講
さ
れ
た
方
も
、
抽
選
で
外

れ
た
方
も
次
回
の
ご
応
募
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。
市
の
広
報
、

浦
賀
公
民
館
ニ
ュ
ー
ス
等
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
期
待
く
だ

さ
い
。 

歴 

史 

講 

座 

開 

催 

蔵 

書 

《幕
臣
た
ち
と
技
術
立
国
》 

 
 
 
 

 

佐
々
木 

譲 

著 

 
 

 
 

 
 

 
 

集
英
社
新
書 

 
 

江
川
英
龍
・中
島
三
郎
助
・ 

榎
本
武
揚
が
追
っ
た
夢 

 

五
稜
郭
に
散
っ
た
サ
ム
ラ
イ
た

ち
の
夢
。
だ
が
、
彼
ら
が
築
い
た

近
代
技
術
こ
そ
が
、
明
治
国
家
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
準
備
し
た
！ 

 

広報紙『浦賀文化』は、市役所、各行政センター、公民館、浦賀病院、一部の小学校、中学校、高校の図書館などに置いてあります。 

歴
史 

語
ら
い
座
・浦
賀 

⑩ 

郷
土
史
家 

山
本 

詔
一 

 

紺屋町の稲荷社修復 紺
屋
町
の
稲
荷
社
は
宝
船
稲
荷
と
呼
ば

れ
、
愛
宕
山
の
上
り
口
に
あ
る
が
、
こ
の
稲

荷
社
が
大
破
し
、
修
復
の
資
金
を
助
成
す
る

た
め
の
興
行
で
あ
っ
た
。 

 

稲
荷
社
を
一
つ
造
る
く
ら
い
、
大
黒
屋
の

資
産
か
ら
す
れ
ば
、
何
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
資
金
を
す
べ
て
大
黒
屋
が
拠
出

し
て
し
ま
う
と
、
紺
屋
町
の
稲
荷
社
で
は
な

く
、
大
黒
屋
の
稲
荷
社
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
、「
分
」
を
わ
き
ま
え
た
行
動
で
あ
っ
た
。 

 

「
力
持
ち
」
の
興
行
を
行
う
と
こ
ろ
は
、

築
地
新
町
五
丁
目
（
現
・
住
友
重
機
械
の
浦

賀
工
場
跡
地
内
）
に
、
十
二
間
四
方
の
会
場

を
用
意
し
た
。 

 

願
い
書
は
、
定
廻
り
衆
と
い
い
、
現
在
な

ら
さ
し
ず
め
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
人
に
内
々

で
見
せ
て
指
導
を
仰
ぎ
、
そ
れ
か
ら
奉
行
所

へ
提
出
さ
れ
た
。
七
月
十
二
日
に
は
、
願
い

書
を
受
け
取
っ
た
奉
行
所
か
ら
ペ
リ
ー
が

来
航
し
た
時
に
偽
奉
行
と
し
て
大
活
躍
し

た
香
山
栄
左
衛
門
や
中
島
三
郎
助
と
と
も

に
函
館
ま
で
行
き
、
函
館
で
戦
死
を
し
た
柴

田
伸
助
ら
が
、
西
浦
賀
村
の
名
主
・
年
寄
を

は
じ
め
、
願
い
主
の
大
黒
屋
と
そ
の
組
合

（
五
人
組
）
の
人
々
と
と
も
に
興
行
場
所
の

実
地
見
分
を
行
い
、
農
業
に
も
交
通
に
も
支

障
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 

 

「力持ち」の興行で修復された

宝船稲荷 

 

興
行
は
七
月
二
十
一
日
よ
り
晴
天
五
日

と
決
っ
た
。
興
行
初
日
、
力
持
ち
一
行
の
到

着
が
遅
れ
、
初
日
を
一
日
繰
り
延
べ
に
し
て

も
ら
う
許
可
と
、
さ
ら
に
今
晩
「
触
れ
太
鼓
」

を
回
し
て
よ
い
か
の
許
可
を
願
い
出
た
。 

 

こ
の
興
行
の
木
戸
銭
は
、
大
人
が
八
十

文
、
子
ど
も
は
四
十
八
文
、
土
間
に
座
っ
て

見
よ
う
と
す
る
と
四
百
文
、
桟
敷
に
な
る
と

八
百
文
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
お
米
一
㎏
で

約
百
文
、
と
い
う
こ
と
は
大
人
の
木
戸
銭
は

八
百
円
ぐ
ら
い
、
桟
敷
で
観
る
と
八
千
円
と

い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

興
行
の
間
に
世
話
に
な
っ
た
村
役
人
や

奉
行
所
の
役
人
を
招
待
し
、
特
に
奉
行
所
の

役
人
は
お
昼
前
に
来
れ
ば
昼
食
を
出
し
、
午

後
に
な
っ
て
か
ら
な
ら
折
詰
を
持
た
せ
る

用
意
を
す
る
ほ
ど
の
気
の
遣
い
よ
う
で
あ

っ
た
。
ど
う
も
浦
賀
の
町
は
、
奉
行
所
の
役

人
た
ち
へ
の
饗
応
が
す
ぎ
て
い
た
よ
う
で

あ
り
、
接
待
を
う
け
な
れ
て
い
た
奉
行
所
の

役
人
は
商
人
に
対
し
て
何
も
い
え
な
い
状

況
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
興
行
が
で
き
る
お

か
げ
で
、
稲
荷
社
の
修
理
が
町
の
人
た
ち
に

そ
れ
ほ
ど
の
負
担
な
く
で
き
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
同
じ
場
所
で
八
月
に
は
谷
戸
（
浦

賀
七
丁
目
）
も
稲
荷
社
修
復
の
た
め
の
曲
独

楽
興
行
の
願
い
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

ペ
リ
ー
が
浦
賀
沖
へ
来
航
す
る

二
年
前
、
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）

年
七
月
五
日
、
奉
行
所
へ
一
通
の

願
い
書
が
提
出
さ
れ
た
。
願
い
主

は
浦
賀
で
一
番
大
き
な
問
屋
の

主
・
大
黒
屋
儀
兵
衛
で
、
願
い
事

は
西
浦
賀
の
紺
屋
町
の
稲
荷
社
を

修
復
す
る
資
金
を
助
成
す
る
た
め

の
「
力
持
ち
」
の
興
行
を
許
可
し

て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。 

 


