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昭 

洞 

香 

山 

君 
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』 
「昭
洞
香
山
君
碑
」と
刻
ま
れ

た
石
碑
は
、
西
叶
神
社
の
本
殿
に

向
か
っ
て
左
側
に
あ
り
ま
す
。
明

治
十
三(
一
八
八
〇)

年
二
月
、
元

幕
府
軍
艦
役
、
海
軍
大
尉
の
長

男
永
隆
が
建
立
し
ま
し
た
。 

香
山
の
生
い
立
ち
は
は
っ
き
り

と
し
て
い
ま
す
ん
が
、
碑
文
に
よ

る
と
、
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年

四
月
紀
州
藩
刈
谷
充
塞
の
次
男

と
し
て
遠
江
新
居
で
生
ま
れ
、
十

五
歳
で
浦
賀
奉
行
所
与
力
香
山

堅
兵
衛
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。

養
父
の
没
後
天
保
十
四(

一
八
四

三)

年
に
与
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。

妻
き
ん
子
は
西
丸
御
徒
岡
田
定

十
郎
の
三
女
、
中
島
三
郎
助
の

妻
す
ず
の
実
妹
で
す
。 

与
力
を
継
い
で
十
年
、
嘉
永
六

(

一
八
五
三)

年
六
月
の
ペ
リ
ー
来

航
の
時
、
「浦
賀
奉
行
を
演
じ
艦

隊
側
と
交
渉
に
あ
た
っ
た
人
」と

し
て
せ
の
名
を
馳
す
ま
し
た
。
せ

の 

の
後
、
鳳
凰
丸
建
造
掛
を
任
命

さ
れ
ま
す
が
、
嘉
永
七
年
四
月

富
士
見
宝
蔵
番
に
昇
進
し
浦
賀

を
離
れ
ま
し
た
。
文
久
三(

一
八

六
三)

年
、
歩
兵
指
図
役
の
小
十

人
（
御
見
得
）
、
翌
年
元
治
元
年

歩
兵
組
改
役
を
兼
任
、
水
戸
天

狗
党
追
討
、
大
阪
湾
の
台
場
建

設
監
督
官
を
歴
任
し
て
い
ま
す
。 

維
新
後
は
新
政
府
に
仕
え

ず
、
茶
園
を
開
い
て
成
功
し
、
明

治
十(

一
八
七
七)

年
四
月
、
五
十

七
才
で
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。 

 

浦
賀
沖
に
停
泊
し
た
艦
隊
と

初
め
に
会
話
を
交
わ
し
た
の
は

中
島
三
郎
助
と
通
詞
の
堀
辰
之

助
で
す
。
堀
の
と
っ
さ
の
判
断
で

中
島
を
副
奉
行
と
詐
称
し
乗
船

の
許
可
を
得
、
交
渉
が
始
ま
り

ま
し
た
。 

浦
賀
奉
行
所
は
、
奉
行
戸
田

伊
豆
守
で
は
な
く
、
香
山
を
奉

行
と
し
て
派
遣
・交
渉
す
る
こ
と

ｔ
ｐ 

と
し
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
手

回
し
の
良
い
偽
奉
行
の
存
在
は
、

ペ
リ
ー
来
航
を
あ
る
程
度
予
測

し
、
準
備
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。
ま
た
、
戸
田
が
避
戦
の
意

思
を
最
も
良
く
体
認
す
る
香
山

を
交
渉
期
間
中
に
限
り
奉
行
に

抜
擢
し
た
の
か
も
し
れ
ま
す
ん
。 

香
山
は
、
ペ
リ
ー
来
航
時
の
基

本
資
料
で
あ
る
「
与
力
聞
書
」

に
、
「
北
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
船

で
、
使
節
の
名
は
彼
理(

ペ
リ
ー)

、

上
官
は
ブ
カ
ナ
ン(

ブ
キ
ャ
ナ
ン)

で

あ
る
」こ
と
や
大
砲
の
具
体
的
な

数
字
、
蒸
気
船
は
一
昼
夜
で
八

百
里
も
走
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

装
置
を
陸
上
で
使
っ
た
機
械
は

火
輪
車(

蒸
気
車)

と
呼
ば
れ
て
い

る
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
六
月
八
日
に
奉
行
と

し
て 

浦 

賀
の
人
た
ち
が 

も
っ
と
も
関
心
を
寄 

す
て
い
る
住
友
重
機
械

工
業
㈱
の
浦
賀
工
場

跡
地
問
題
は
、 

今
年 

も
進
展
す
る
様
子
が
あ
り
ま
す

ん
。
港
と
と
も
に
発
展
し
て
き
た

浦
賀
の
町
の
現
在
は
、
陸
へ上
が

っ
た
河
童
状
態
で
す
。
い
つ
ま
で

お
皿
の
水
が
持
つ
の
で
し
ょ
う

か
。 

 

せ
ん
な
住
友
さ
ん
か
ら
町
への

プ
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
旧

本
部
館
、
少
し
前
ま
で
木
造
の
二

階
建
の
レ
ト
ロ
な
建
物
が
あ
っ
た
エ

リ
ア
を
広
場
と
し
て
解
放
し
て

く
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
こ

の
エ
リ
ア
に
は
一
応
両
側
に
歩
道

が
あ
り
ま
す
が
、
住
友
側
は
一

人
通
る
が
や
っ
と
で
不
便
を
感

じ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
も
セ
ッ
ト
バ

ッ
ク
し
て
歩
道
が
広
く
な
り
ま

す
。 

 

レ
ン
ガ
造
り
の
ド
ッ
ク
と
し
て

は
、
日
本
で
稀
有
な
存
在
で
あ

り
、
せ
の
ド
ッ
ク
を
体
験
で
き
る

場
所
な
の
で
す
か
ら
、
さ
ぁ
知
恵

を
し
ぼ
っ
て
こ
の
広
場
の
有
効
利

用
を
し
ま
し
ょ
う
。  

（山
本
） 
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浦
賀
奉
行
所
与
力 

香
山
栄
左
衛
門
顕
彰
碑 

ら
の
高
札
が
あ
る
。 

鳥
居
の
両
脇
に
立
っ
て
い
る
二
人
の
男
性

は
こ
の
境
内
に
あ
っ
た
分
教
場
の
先
生
で
あ

ろ
う
か
。
石
段
に
は
十
数
人
の
子
供
た
ち
が

写
っ
て
い
る
が
、
後
ろ
姿
の
女
の
子
が
い
ず 

れ
も
洋
服
で
あ
り
、
靴
を
履
い
て
い
る

こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
こ
れ
が
日
常

の
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

道
路
に
は
乳
母
車
を
押
し
て
い
る
女
性

の
姿
が
写
っ
て
い
る
が
、
ど
こ
か
の
店

に
奉
公
に
来
て
、
子
守
り
を
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
商
店
に
は
必
ず

こ
の
よ
う
な
子
守
り
奉
公
の
子
が
い
た

と
聞
い
て
い
る
。 
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ペ
リ
ー
の
久
里
浜
上
陸
に
か
か
わ
っ
た
浦
賀
奉
行
所
与
力
の
中

で
ペ
リ
ー
側
と
一
番
接
触
を
も
っ
た
男
、
香
山
栄
左
衛
門
永
考(

昭

洞
は
号)

と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
交
渉
の
様
子
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

大正11年頃、「浦賀名所より」 

うらがの寫眞館 

 

西
叶
神
社
本
殿
左
の
昭
洞
香
山
君
顕
彰
碑 

香
山
昭
洞
顕
彰
碑
・
稲
井
石 

 

高
さ
百
十
四
㎝
、
幅
七
十

五
㎝ 

(

基
台
高
二
十
五

㎝ 

幅
九
十
一
㎝) 

 

し
て
黒
船
に
乗
り
込

ん
だ
香
山
が
老
中
に

宛
て
た
上
申
書
は
、
こ

れ
ま
で
来
た
異
国
船

と
は
違
う
対
応
振
り

で
あ
っ
た
こ
と
を
江
戸 

詰
め
の
浦
賀
奉
行
井
戸
石
見
守

に
報
告
に
行
く
形
で
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
せ
の
中
で
、
「
昨
秋
か
ら

の
風
聞
の
真
偽
に
曖
昧
に
答
え
、

し
か
も
秘
密
に
し
な
け
れ
ば
、

も
う
少
し
う
ま
い
対
応
の
仕
方

が
あ
っ
た
の
に
」と
幕
府
の
姿
勢

を
痛
烈
に
批
判
し
、
悔
し
涙
を

流
す
こ
と
数
時
間
、
見
か
ね
た

石
見
守
は
労
を
ね
ぎ
ら
い
屋
敷

内
に
泊
め
、
香
山
は
、
熱
い
胸
の

内
を
吐
き
出
し
ま
し
た
。 

翌
日
、
浦
賀
に
戻
っ
た
香
山

は
、
幕
府
か
ら
の
国
書
受
け
取

り
許
可
の
知
ら
す
を
受
け
、
応

接
会
場
の
準
備
か
ら
出
港
ま

で
、
浦
賀
奉
行
所(

幕
府)

と
黒
船

の
間
を
駆
け
回
り
、
ア
メ
リ
カ
側

の
信
頼
も
得
、
す
べ
て
の
お
膳
立

て
を
整
え
て
い
き
ま
し
た
。
せ
の

対
応
振
り
は
、
三
郎
助
と
何
か

と
比
較
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「ペ
リ
ー
遠
征
随
行
記
」（通
訳

ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
著
）
に

よ
る
と
、
香
山
は
、
「
彼
の
態
度

は
全
般
的
に
見
て
、
非
常
に
礼

儀
正
し
か
っ
た
。
人
前
で
は
決
し

て
不
機
嫌
な
様
子
を
見
す
ず
、

お
供
に
対
し
て
も
横
柄
辛
辣
な

態
度
を
取
ら
ず
、
何
が
話
さ
れ

て
も
、
丁
寧
に
耳
を
傾
け
て
い

た
。
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
、
三
郎
助
は
、
「
大
胆

で
、
で
し
ゃ
ば
り
、
し
つ
こ
く
、
詮

索
好
き
で
、
厚
か
ま
し
く
密
偵

と 

浦賀港

電話
FAX ：　０４６－８４２－４１２１

浦賀コミュニティセンター分館

（浦賀文化センター）
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所在地：横須賀市浦賀７－２－１

京急浦賀駅
至大津 至観音崎

至久里浜

浦賀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

浦賀行政センタｰ 　浦賀
警察

　市営
プール

浦賀文化センター

ﾊﾞｽ停･ﾄﾞｯｸ前

 

と
し
て
行
動
す
る
タ
イ
プ
」
「好

感
の
持
て
な
い
い
や
な
奴
」と
ま

で
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
香
山
の
活
躍
ぶ
り

に
、
同
僚
の
与
力
か
ら
「応
接
方

は
五
人
い
る
の
に
、
香
山
だ
け
が

応
接
の
任
に
つ
い
て
い
る
」「や
り

す
ぎ
」
「
目
立
ち
す
ぎ
」
と
い
う

非
難
・批
判
の
声
が
出
始
め
ま
し

た
。
出
航
前
日
に
奉
行
所
か
ら
の

餞
別
の
ほ
か
、
香
山
・堀
ら
が
鶏

百
五
十
羽
、
卵
千
個
を
渡
し
た

せ
の
御
礼
に
、
菓
子
、
オ
ー
デ
コ

ロ
ン
の
空
き
瓶
、
酒
、
石
鹸
な
ど

を
貰
っ
た
こ
と
か
ら
、
「す
で
に
ア

メ
リ
カ
側
と
内
密
に
交
易
を
約

束
し
て
い
る
の
で
は
」
な
ど
の
噂

が
広
ま
り
ま
し
た
。
奉
行
所
で

は
、
香
山
に
対
す
る
同
僚
の
批

判
を
考
慮
し
、
特
別
な
恩
賞
も

与
え
ず
、
翌
、
嘉
永
七
年
一
月
に

再
び
ペ
リ
ー
が
来
航
し
た
と
き

は
応
接
方
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
ペ
リ
ー
側
に
相
手
に

さ
れ
な
い
浦
賀
奉
行
と
組
頭
に

か
わ
っ
て
、
老
中
の
命
に
よ
り
香

山
が
交
渉
役
と
し
て
再
登
場
し

ま
し
た
。
お
互
い
の
信
頼
で
応

接
・
交
渉
を
行
う
場
所
が
横
浜

と
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。 

 

関
東
大
震
災
前
の
西
叶
神
社
の
写
真
で
あ

る
。
一
見
す
る
と
現
在
と
何
も
変
わ
っ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
写
っ
て
い
る

鳥
居
は
昭
和
五
十
六
年
に
倒
壊
し
て
し
ま
っ

て
い
る
し
、
鳥
居
の
脇
に
は
神
奈
川
県
庁
か

ら 
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歴
史 

語
ら
い
座
・浦
賀 

⑮ 

郷
土
史
家 

山
本 

詔
一 

 

豆
腐
一
丁
六
文
、
焼
豆
腐
を
四
文
、
油
揚
げ

は
五
文
と
取
り
決
め
を
し
、
奉
行
所
へこ
の
旨

を
届
け
出
た
。 

 

こ
の
他
、
蕎
麦
屋
、
う
な
ぎ
屋
、
銭
湯
、
髪

結
い
な
ど
も
値
下
げ
届
け
を
提
出
し
て
い

る
。  

 

ず
い
た
く
品
の
禁
止
は
ビ
ロ
ー
ド
、
羅
紗
、

縮
緬
、
小
紋
な
ど
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
、
せ

れ
が
「お
守
り
の
袋
」で
も
こ
れ
ら
の
生
地
を

使
用
し
て
い
る
も
の
を
持
つ
こ
と
が
禁
止
さ

れ
、
使
用
で
き
る
も
の
は
絹
紬
、
木
綿
、
麻
に

限
ら
れ
た
。 

 

ま
た
、
か
ん
ざ
し
、
こ
う
が
い
に
鼈
甲
や
銀

の
使
用
禁
止
、
紙
入
（財
布
）や
た
ば
こ
入
、

き
す
る
な
ど
の
金
物
に
銀
を
使
用
し
て
は
い

け
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、

現
在
使
用
し
て
い
る
も
の
で
も
、
今
後
は
一
切

使
用
禁
止
と
な
っ
た
。 

 

さ
ら
に
風
俗
に
関
し
て
は
、
銭
湯
の
帰
り
に

ふ
ん
ど
し
も
す
ず
歩
く
こ
と
。
家
の
間
口
に

縁
台
を
置
い
て
、
裸
で
夕
涼
み
す
る
こ
と
も

禁
止
さ
れ
た
。
こ
れ
な
ど
は
明
治
維
新
後
に

発
令
さ
れ
た
軽
犯
罪
法
に
つ
な
が
る
も
の

で
、
当
時
の
人
々
の
姿
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て

い
て
興
味
深
い
。 

 

こ
の
改
革
に
禁
止
令
を
ど
こ
ま
で
浦
賀
の

人
が
守
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

西浦賀にある老舗・小善商店 
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県
立
公
園
観
音
崎
ふ
れ
あ
い

の
森
の
走
水
神
社
よ
り
に
バ
シ

ョ
ウ
が
あ
り
ま
す
。
い
つ
植
え

ら
れ
た
も
の
か
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
写
真
で
お
分
か
り

の
よ
う
に
広
場
の
一
角
に
十
数

本
、
壮
観
そ
の
も
の
。
花
の
咲

く
初
夏
に
是
非
訪
ね
て
欲
し
い

と
思
い
ま
す
。
原
産
は
中
国
と

い
わ
れ
ま
す
が
は
っ
き
り
し
ま

せ
ん
。
日
本
に
あ
る
バ
シ
ョ
ウ

は
中
国
か
ら
渡
来
し
た
も
の

で
、
野
生
の
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。
偽
茎
の
高
さ
は
四
ｍ
に
も

な
る
大
型
の
多
年
草
で
、
初
夏

ご
ろ
黄
色
み
を
帯
び
た
花
が
咲

き
ま
す
。
花
穂
の
下
部
に
は
雌

花(

メ
バ
ナ)

、
上
部
は
雄
花(

オ

バ
ナ)

が
咲
き
、
両
方
と
も
房
状

に
黄
色
い
苞
で
覆
わ
れ
ま
す
。

葉
は
三
～
四
ｍ
、
幅
三
十
～
四

十 

バ
シ
ョ
ウ 

 

バ
シ
ョ
ウ
科 

浦
賀
の
植
物 

大
前 

悦
宏 

神
奈
川
県
植
物
誌 

調
査
会
会
員 

十
㎝
に
も
な
り
、
一
枚
の
葉
と

し
て
は
国
内
で
一
番
の
地
位
を

し
め
ま
す
。
葉
質
は
薄
く
、
風

に
あ
た
る
と
中
肋
ま
で
切
れ
込

み
羽
状
葉
に
み
え
ま
す
。
強
い

風
の
抵
抗
を
和
ら
げ
葉
が
折
れ

な
い
よ
う
に
適
応
し
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。 

 

果
実
は
六
㎝
ぐ
ら
い
で
平
べ

っ
た
い
黒
色
の
種
子
が
た
ま
に

で
き
ま
す
が
、
ふ
つ
う
国
内
で

は
花
は
咲
い
て
も
果
実
は
な
り

ま
せ
ん
。「
な
ぜ
果
実
が
で
き
ぬ

か
。
こ
れ
は
多
分
、
日
本
に
は

雌
雄
媒
介
す
る
鳥
類
が
い
な
い

か
ら
だ
ろ
う
。
一
体
こ
の
バ
シ

ョ
ウ
類
は
鳥
媒
植
物
で
そ
の
鳥

が
い
な
い
と
都
合
が
悪
い
の
で

若
し
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
早

く
咲
い
た
花
に
人
口
媒
助
を
し

た
ら
、
多
分
そ
れ
に
種
子
を
つ 

く
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る

の
で
は
な
か

ろ
う
か
。」
と

牧
野
富
太
郎

博
士
は
述
べ

ら
れ
た
と
い

い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

さ
て
、
バ

シ
ョ
ウ
と
バ

ナ
ナ
の
違
い

は
ど
こ
な
の

か
と
聞
か
れ

る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
バ

シ
ョ
ウ
の
葉

は
先
端
が
尖

り

葉

の

裏

（
下
面
）
が

青
緑
色
で
、

ま 

笑
話
一
題 

市制 100周年記念咸臨丸フェスティバル 
『 

明 

治 

時 

代 

館 

』 

監
修 

宮
地
正
人 

他 

発
行 

小
学
館 

ペ
リ
ー
来
航
か
ら
二
十
三
年
、

西
欧
的
近
代
化
への
道
を
選
ん
だ

明
治
維
新
は
、
人
々
の
生
活
に

大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。 近

代
化
への
象
徴
的
な
言
葉
、

「
ザ
ン
ギ
リ
頭
を
た
た
い
て
み
れ

ば
、
文
明
開
化
の
音
が
す
る
」
の

通
り
、
今
日
の
私
達
の
生
活
の
原

点
の
多
く
は
明
治
期
に
形
づ
く

ら
れ
た
と
い
え
ま
す
。
せ
の
明
治

時
代
を
流
れ
に
沿
い
、
写
真
・図

表
・
図
版
を
取
り
入
れ
て
様
々

な
場
面
を
再
現
し
、
時
代
を
理

解
す
る
と
と
も
に
、
明
日
への
希

望
を
見
出
す
一
冊
。 

 

 

浦
賀
駅
か
ら
西
浦
賀
を
通

る
幹
線
道
路
の
歩
道
に
、
咸
臨

丸
の
レ
リ
ー
フ
が
埋
め
込
ん
で

あ
り
ま
す
。
百
五
十
年
程
前

に
日
本
か
ら
初
め
て
ア
メ
リ
カ

に
渡
っ
た
船
が
浦
賀
か
ら
出
航

し
た
こ
と
は
ご
存
じ
の
通
り
で

す
。
こ
の
時
に
死
を
覚
悟
し
て

出
航
し
、
船
酔
い
に
悩
ま
さ
れ

な
が
ら
荒
波
を
乗
り
切
り
航

行
し
て
い
る
模
様
が
銅
板
の
レ

リ
ー
フ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
浦

賀
の
歴
史
を
知
る
上
で
良
い
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
と
思
い
ま
す
。 

私
は
こ
の
道
路
を
歩
い
て
い

る
と
き
に
、
咸
臨
丸
の
功
績
を

考
え
る
と
、
レ
リ
ー
フ
を
踏
ん

で
歩
く
こ
と
に
抵
抗
を
覚
え
、

つ
い
、
避
け
て
歩
い
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
は

私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。 

(

ま
れ
に
出
来
る)

果
実
は
約
六

㎝
あ
ま
り
、
半
耐
寒
性
。
バ
ナ

ナ
は
、
葉
の
先
端
が
丸
く
葉
の

下
面
は
粉
白
色
、
果
実
は
お
お

よ
そ
二
十
㎝
、
生
育
地
は
熱

帯
・
亜
熱
帯
で
本
州
は
温
室
が

必
要
に
な
る
、
と
い
う
違
い
が

あ
り
ま
す
。 

バ
シ
ョ
ウ
に
因
む
伝
説
に

次
の
よ
う
な
話
を
紹
介
し
て

結
び
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

中
国
に
憑
漢
と
い
う
人
が

あ
り
、
字
を
天
章
と
い
い
、
呉

学
士
と
な
っ
て
閶
門
石
牌
巷

に
住
ん
で
い
た
。
書
斎
の
庭
に

は
花
木
を
栽
え
て
極
め
て
瀟

洒
な
趣
を
見
せ
て
い
た
が
、
あ

る
夏
の
夕
暮
、
漢
は
入
浴
を
し

て
書
斎
の
中
に
座
し
涼
を
納

れ
て
い
る
と
、
不
図
庭
の
前
に

美
し
い
女
が
た
っ
て
い
る
。
緑

衣
翠
裳
甚
だ
清
楚
で
あ
る
。
漢

が
誰
何
す
る
と
、
女
は
袂
を
翻

し
て
恭
し
く
妾
は
蕉
と
い
う

も
の
で
あ
る
と
い
い
終
っ
て

扉
の
か
げ
に
消
え
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
肌
極
め
て
美
し
く
姿

も
し
と
や
か
で
、
ど
う
も
唯
の

女
で
は
な
い
。
漢
は
驚
い
て
女

を
つ
い
そ
の
裾
を
捕
ま
え
る

と
、
女
は
そ
の
裾
を
千
切
っ
た

ま
ま
見
え
な
く
な
っ
た
。
漢
は

夢
見
心
地
に
手
に
し
た
裾
の

片
を
凝
視
す
る
と
そ
れ
は
芭

蕉
の
葉
で
あ
り
、
庭
の
芭
蕉
の

葉
が
一
部
裂
け
て
い
る
。
そ
こ

で
手
に
し
た
葉
の
片
を
合
せ

て
み
る
と
、
寸
分
の
違
い
が
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
原
文
の
ま
ま
） 

 

観音崎ふれあいの森で存在感のあるバショウ 

天保の改革と浦賀の人々 

◇
蔵 

書
◇ 

 

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
七
月
十
九

日
、
東
西
浦
賀
の
村
役
人
が
奉
行
所
へ呼
び

出
さ
れ
た
。
前
年
に
老
中
・
水
野
忠
邦
が

打
ち
出
し
た
政
治
・経
済
・社
会
状
況
ま
で

を
も
見
直
す
政
策
、
い
わ
ゆ
る
「天
保
の
改

革
」の
一
貫
で
、
物
価
値
下
げ
を
命
じ
、
ず

い
た
く
品
の
使
用
禁
止
が
奉
行
か
ら
村
へ通

達
さ
れ
た
。 

物
価
の
値
下
げ
は
、
米
屋
で
は
上
米
・中 

米
・ 

下
米
が
い
く
ら
で
販
売

で
き
る
か
調
べ
、
せ
の
価
格
を

店
頭
に
張
り
出
さ
す
た
。
こ

の
時
、
上
米
は
一
両
で
七
斗

四
升
（百
十
一
㎏
）、
百
文
で

九
合
。
中
米
は
一
両
で
八
斗

一
升
（
百
二
十
一
・
五
㎏
）

で
、
百
文
で
一
升
と
し
た
が
、

相
場
の
変
動
に
よ
っ
て
は
こ
の

金
額
を
維
持
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
旨
を
報
告
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

江
戸
時
代
を
通
じ
て
米
一 

石
（百
五
十
㎏
）で
一
両
が
標 

準
で
あ
っ 

た
こ
と
を
思
う
と 

米
の
値
段
は
少
し
高
い
。
し
か 

し
、 

数
年
前
の
飢
饉
の
折
に 

は
、 

浦
賀
で
も
米
が
一
両
で 

五
斗
前
後
ま
で
高
く
な
っ 

て 

お
り
、
せ
れ
か
ら
思
え
ば
や 

や
値
下
が
り
し
て
い
る
。 

 

米
と
と
も
に
酒
も
値
段
を
張
り
だ
し

た
。
酒
は
上
酒
で
十
駄
（八
斗
）で
十
六
両

二
分
で
、
一
升
二
百
十
六
文
、
中
酒
が
十

駄
で
十
四
両
で
、
一
升
百
八
十
文
と
な
っ

た
。 

 

こ
れ
が
製
造
販
売
の
店
に
な
る
と
も
っ
と 

厳
し
く
、 

豆
腐
屋
さ
ん
は
豆
腐
を
造
る
箱 

の
大
き
さ
が
決
め
ら
れ
、 

こ
の
箱
で
使
用 

す
る
大
豆
は
二
升
五
合
で
、 

出
来
た
豆
腐 

は
九
つ
に
切
っ
て
売
る
こ
と
ま
で
指
図
を
受 

け
て
い
る
。
こ
の
通
達
を
う
け
た
豆
腐
屋
は

豆 

 


