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「
天
女
水
の
碑
」 

   

』 

 
こ
の
碑
は
、
今
か
ら
百
九
十
年

ほ
ど
前
の
三
浦
半
島
の
地
誌
を

ま
と
め
、
江
戸
時
代
の
郷
土
の
様

子
を
知
る
上
で
貴
重
な
『三
浦
古

尋
録
』を
著
わ
し
た
（一
八
一
二

年
八
月
）
加
藤
山
寿
（
本
名
・
勇

助
、
雄
助
と
も
あ
る
）が
文
化
九

（一
八
一
三
）年
九
月
に
建
立
し

た
、
高
さ
六
十
㎝
程
の
碑
で
す
。 

高
坂
小
学
校
の
下
を
吉
井
へ

向
か
っ
て
い
る
道
、
浦
賀
道
も
し

く
は
鎌
倉
道
と
呼
ば
れ
る
道
を

行
く
と
、
御
林
に
入
る
坂
道
の

手
前
、
左
奥
（西
浦
賀
三
丁
目
十

六
番
地
）に
「天
女
水
の
碑
」が
あ

り
ま
す
。
昔
、
そ
こ
に
は
弁
天
堂

が
あ
り
、
す
ぐ
脇
か
ら
清
水
が

湧
き
出
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
現

在
は
、
道
を
少
し
入
っ
た
道
路
の

下
に
、
大
型
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
管

で
引
い
て
湧
水
を
溜
め
井
戸
の
形

を
し
た
場
所
に
碑
文
を
設
置
し

て
残
し
て
い
ま
す
。
碑
に
は
山
寿

自
身
の
筆
に
よ
る
、
『
高
坂
の
弁

天
堂
近
く
の
田
の
間
か
ら
清
水

が
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
て
お
り
、

ど
ん
な
に
日
照
り
が
続
こ
う
と

決
し
て
涸
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い

わ
れ
、
こ
の
水
の
お
か
げ
で
田
は

つ 

常
に
豊
作
と
な
り
、
豊
作
に
な

る
と
家
が
富
み
、
家
が
富
む
と

幸
福
が
訪
れ
る
。
こ
う
し
た
幸
福

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
は

天
女
が
授
け
て
く
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
天
女
の
水

と
呼
ぶ
』と
漢
文
で
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
付
近
は
、
今
は
宅
地

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
三
浦
半
島

特
有
の
谷
戸
の
田
園
地
帯
で
あ

り
、
天
女
水
が
こ
れ
ら
の
田
畑
を

潤
お
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
こ
の
湧
き
水
は
浦
賀
港

へ
注
い
で
い
ま
す
。
港
か
ら
常
福

寺
の
下
あ
た
り
ま
で
は
こ
の
流
れ

を
利
用
し
た
運
河
で
、
唐
船
堀

と
呼
ば
れ
、
流
れ
の
両
側
に
建

ち
並
ん
で
い
た
商
家
の
土
蔵
へ港

か
ら
小
さ
な
船
で
荷
物
の
上
げ

下
ろ
し
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

上
流
は
田
畑
で
利
用
さ
れ
、
下

流
は
商
家
の
運
送
路
と
し
て
活

躍
し
て
い
て
、
浦
賀
の
人
々
に
与

え
ら
れ
た
貴
重
な
水
で
す
。
ま

さ
に
「天
女
水
」で
、
こ
の
こ
と
は

ど
ん
な
に
世
の
中
が
変
わ
ろ
う

と
も
忘
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
自
然
か
ら
の
節
理
で
あ
り
、
恵

み
の
重
要
さ
を
知
り
、
後
世
に

伝
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
記
し

た
、
ま
さ
に
現
在
の
地
球
環
境

を
憂
慮
し
た
か
の
よ
う
な
山
寿

の
未
来
への
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
で

す
。 貴

重
な
著
書
『三
浦
古
尋
録
』

は
有
名
な
の
で
す
が
、
山
寿
の
誕

生 

生
も
、
没
年
も
、
ま
た
、
隠
居
し

た
年
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
墓
碑

の
確
定
も
で
き
な
い
、
と
わ
か
ら

な
い
こ
と
が
多
い
人
物
で
す
。
し

か
し
、
江
戸
時
代
後
期
、
文
化
年

間
（一
八
〇
四
～
一
八
一
八
）に

活
躍
し
た
商
人
で
あ
り
、
文
化

人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。 

家
系
は
、
浦
賀
町
の
最
後
の
町

長
・加
藤
小
兵
衛
氏
へと
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。 

商
人
・山
寿
は
、
西
叶
神
社
の

前
で
淡
路
屋
小
兵
衛
（淡
小
・淡

路
か
ら
移
っ
て
き
た
豪
商
）
と
い

う
名
で
、
上
方
（
関
西
）
か
ら
来

る
塩
を
中
心
に
米
穀
、
酒
、
日
用

雑
貨
を
扱
う
大
き
な
廻
船
問
屋

で
し
た
が
、
一
八
〇
五
（
文
化

二
）年
秋
に
子
の
常
五
郎
に
家
業

を
譲
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
文
化
人
・山
寿
は
、
花
水
と
呼

ば 

        

公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ 

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
呼
ぶ

こ
と
に
慣
れ
ま
し
た

か
。
こ
の
「浦
賀
文
化
」

を
発
行
し
て
い
る
浦

賀
文
化
セ
ン
タ
ー
は 

「郷
土
資
料
館
」と
呼
ば
れ
た
り

し
て
、
そ
の
混
乱
度
は
職
員
以
外

に
は
、
正
式
名
称
を
言
え
る
人

を
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
文
章
を
書
い
て

い
る
私
で
さ
え
覚
束
な
い
あ
り

さ
ま
で
す
。 

 

文
化
セ
ン
タ
ー
は
オ
ー
プ
ン
当

時
、
夜
間
も
開
館
し
て
い
ま
し
た

の
で
、
そ
れ
な
り
に
地
域
に
と
っ

て
は
貴
重
な
施
設
で
し
た
。
し
か

し
、
経
費
削
減
を
理
由
に
夜
間

の
使
用
を
中
止
し
て
い
た
の
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
分
館
の
名

の
も
と
に
、
開
館
当
時
に
戻
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
地
域
住
民
に

と
っ
て
は
有
り
難
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
使
用
で
き
な
い
施
設
と

い
う
折
り
紙
は
そ
う
簡
単
に
は

は
が
れ
ま
す
ん
。
公
共
の
施
設
は

利
用
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
価
値

が
あ
る
も
の
で
す
。
わ
か
り
ま
す

よ
ね
！ 

 
 

 
 

 
 

 
 

（山
本
） 
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自
然
の
恵
み
に
感
謝 

 

東
浦
賀
二
丁
目
新
井
町
法
幢
寺
境
内
か
ら
、

対
岸
西
浦
賀
を
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 

写
真
の
正
面
に
見
え
る
鳥
居
は
西
叶
神
社
、
鳥

居
右
側
に
は
蔵
が
写
っ
て
い
る
。
そ
の
蔵
の
前
に
は

舟
を
乗
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
桟
橋
が
見
え

る
。
そ
の
建
物
が
廻
船
問
屋
、
淡
路
屋
小
兵
衛

（淡
小
）の
所
有
し
て
い
る
蔵
で
、
今
は
塩
蔵
の
通

称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
上
方
に
見
え
る
屋
根

は
、
曹
洞
宗
延
命
山
東
福
寺
で
あ
る
。 

 

海
岸
沿
い
に
立
ち
並
ぶ
倉
庫
や
港
内
の
帄
船
の

様
子
か
ら
、
時
代
は
明
治
の
末
期
か
ら
大
正
の
初

め
、
関
東
大
震
災
以
前
と
思
わ
れ
る
。
手
前
の
人

家
は
東
浦
賀
二
丁
目
洲
崎
町
内
の
も
の
で
あ
る
。 

東西風風  
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湧
き
出
る
清
水
で
潤
っ
た
土
地
に
、
「天
女
が
授
け
て
く
れ
た
よ

う
な
水
」と
し
て
、
そ
の
恵
み
に
感
謝
を
こ
め
て
、
ま
た
、
自
然
の
大

切
さ
を
伝
え
る
た
め
に
建
て
た
の
が
、
「天
女
水
の
碑
」、
地
元
の
人

た
ち
は
「弁
天
様
の
碑
」と
も
い
っ
て
い
る
碑
で
す
。
こ
の
碑
に
は
ど

の
よ
う
な
話
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

浦賀湊（東浦賀から西浦賀を一望） 

うらがの寫眞館 

 湧き出す清水と「天女水の碑」 

ば
れ
た
所
（天
女
水
の
碑

の
近
く
）に
隠
居
所
（千

恒
亭
）を
造
り
、
第
二
の

仕
事
、
文
筆
活
動
を
は

じ
め
て
い
ま
す
。
山
寿
が

著
わ
し
た
著
作
は
、
「西

国
観
音
記
」に
よ
る
と
、 

先
の
「
三
浦
古
尋
録
」
の

ほ
か
「漂
客
雑
記
」 

「東 

海
絵
図
」「東
奥
一
覧
」「源
画
易

解
」と
あ
り
ま
す
。
表
題
か
ら
推

察
す
る
と
、
旅
に
出
る
こ
と
が

多
く
旅
を
愛
し
、
自
然
を
愛
し
、

学
問
や
芸
術
の
才
能
も
あ
り
、

文
化
に
対
し
て
も
関
心
が
強
か
っ

た
人
と
い
え
ま
す
。
山
寿
の
ほ
か

に
、
「
子
楽
」
と
か
「
網
外
」
と
い

う
号
も
つ
け
て
い
ま
す
。 

 

『
三
浦
古
尋
録
』
は
、
三
浦
半

島
の
村
々
を
く
ま
な
く
歩
き
、

故
事
来
歴
を
記
録
し
た
も
の
で

す
が
、
記
述
は
三
浦
半
島
に
と

ど
ど
ま
ら
ず
、
日
本
各
地
に
残

る
同
じ
よ
う
な
事
例
、
そ
の
背

景
に
も
及
び
山
寿
の
教
養
の
深

さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

参
考
資
料 

ポ
ン
ポ
ン
船
五
十
号
記
念
特
集 

浦
賀
公
民
館
友
の
会 

 
 

 
 

 
 

連
絡
協
議
会
発
行 
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浦賀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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横
須
賀
人
物
往
来(

改
訂
版) 

(

財)

横
須
賀
市
生
涯
学
習
財
団 

横
須
賀
こ
ど
も
風
土
記
（中
巻
） 

横
須
賀
市
民
文
化
財
団
編  

歴
史
講
座
開
催
予
告 

平
成
二
十
年
度
の
歴
史
講
座
を

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
一
、

二
十
八
、
二
月
四
、
十
一
、
十
八

日(

水)

に
開
講
を
計
画
し
て
い
ま

す
。
詳
細
は
、
十
一
月
二
十
五
日

付
け
の
広
報
よ
こ
す
か
「お
知
ら

す
版
」等
で
お
知
ら
す
す
る
予
定

で
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 

加藤山壽自筆の碑文 
 

 

鳥居 
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歴
史 

語
ら
い
座
・浦
賀 

⑯ 

郷
土
史
家 

山
本 

詔
一 

 

 

翌
十
四
年
、
按
針
は
ロ
ド
リ
ゴ
に
再
会
す

る
。
こ
れ
は
ロ
ド
リ
ゴ
が
乗
っ
た
船
が
千
葉

県
御
宿
沖
で
難
破
し
た
た
め
で
、
ロ
ド
リ
ゴ

は
家
康
か
ら
丁
重
な
も
て
な
し
を
受
け
、
十

五
年
に
は
按
針
が
建
造
し
た
大
型
船
を
彼

ら
の
た
め
に
提
供
し
、
田
中
勝
介
ら
日
本
人

二
三
人
も
乗
り
組
ん
で
、
浦
賀
の
港
を
出
航

し
た
。 

 

翌
十
六
年
に
は
、
こ
の
返
礼
使
節
を
乗
せ

た
船
が
浦
賀
へ
来
航
し
た
。
こ
の
船
の
船
長

が
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ビ
ス
カ
イ
ノ
で
あ
っ

た
。
ビ
ス
カ
イ
ノ
は
た
だ
返
礼
使
節
を
乗
せ

て
来
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
海
岸
線
の
地

図
を
作
る
目
的
と
と
も
に
日
本
近
海
に
あ

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
金
銀
島
の
探
検
を

主
目
的
に
し
て
い
た
。
そ
の
母
港
こ
そ
が
浦

賀
港
で
あ
り
、
按
針
の
浦
賀
の
屋
敷
な
ど
に

も
寝
泊
り
し
、
探
検
は
一
年
以
上
に
わ
た
っ

て
行
わ
れ
た
が
、
成
果
を
得
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。 

 

教
会
が
建
て
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る 

東
浦
賀
、
法
幢
寺
脇
の
シ
ャ
グ
ウ
ジ
辺
り 
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私
の
好
き
な
花
の
ひ
と
つ
に
カ

ン
ト
ウ
カ
ン
ア
オ
イ
が
あ
り
ま

す
。
目
立
た
な
い
花
の
代
表
格
と

も
い
わ
れ
ま
す
。
浦
賀
・観
音
崎

辺
り
の
照
葉
樹
林
の
林
床
に
静

か
に
ひ
っ
そ
り
と
生
育
し
て
い
ま

す
が
、
個
体
数
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
見
ら
れ
ま
す
ん
。
そ
れ
で
も

大
株
だ
と
そ
れ
な
り
に
存
在
感

が
あ
り
ま
す
。 

 

葉
は
常
緑
性
で
質
が
厚
く
、
ハ

ー
ト
形
（
卵
型
～
広
卵
型
）
、
長

さ
は
約
六
～
一
〇
㎝
、
深
い
緑

色 

カ
ン
ト
ウ
カ
ン
ア
オ
イ
（カ
ン
ア
オ
イ
） 

浦賀の 

植物 

大
前 

悦
宏 

神
奈
川
県
植
物
誌 

調
査
会
会
員 

色
で
表
面
に
多
様
な
文
様
、
白

班
又
は
白
脈
が
あ
り
、
花
は
十

～
十
二
月
に
か
け
て
咲
き
、
翌

年
の
五
～
六
月
に
種
子
が
熟
し

ま
す
。
花
び
ら
の
よ
う
に
見
え

る
の
は
多
肉
な
が
く
片
で
上
部

は
三
つ
に
裂
け
て
い
ま
す
が
花
び

ら
で
は
あ
り
ま
す
ん
。
が
く
筒
は

円
筒
形
、
下
部
は
壷
状
に
な
り

湾
曲
が
な
く
先
端
が
尖
り
ま

す
。
が
く
筒
内
の
縦
脈
は
九
か

十
二
か
ら
な
り
ま
す
。
花
茎
は

短
く
約
１
．
５
㎝
、
長
く
尖
っ
た

六
本
の
メ
シ
ベ
（六
花
柱
）と
十
二

本
の
オ
シ
ベ
か
ら
な
り
ま
す
。
ホ

ウ
ズ
キ
の
よ
う
に
が
く
は
種
子
が

じ
ゅ 

笑話一題 
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英
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青
木 

美
智
雄 

発
行 

柏
書
房 

「こ
ん
な
こ
と
が
解
る
」「こ
ん

な
意
味
が
あ
る
」を
知
る
こ
と
が

で
き
る
歴
史
研
究
の
参
考
書
。 

新
し
い
歴
史
像
が
湧
き
あ
が

り
、
江
戸
時
代
と
現
代
を
結
ぶ

糸
が
見
え
て
く
る
。
歩
き
、
調

べ
、
考
え
る
ヒ
ン
ト
満
載
。 

 

開 

国 

史 

話 
 

加
藤
祐
三
著 

発
行 

神
奈
川
新
聞
社 

ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
圧
力
に

屈
し
た
、
幕
府
の
無
能
無
策
が
不

平
等
条
約
を
締
結
す
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
か
。
軍
事
優
先
の
時

代
に
外
交
を
通
じ
、
新
秩
序
を

切
り
開
き
、
新
し
い
国
際
政
治
の

創
出
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。 

日
米
に
と
っ
て
初
め
て
の
条
約

交
渉
に
人
々
は
い
か
に
立
ち
向

か
っ
た
の
か
。
横
浜
を
舞
台
に
開

国
を
め
ぐ
る
熱
い
駆
け
引
き
が

描
か
れ
て
い
る
。 

 

浦賀警察署の横を流れる蟹田川の

下流を見ていたら、ハヤの様な魚とフ

グが泳いでいました。海と川の魚が同

居していることに驚きました。 

浦賀警察署の横にある大衆帰本塚

の碑によると、このあたりは昔、葦が生

え水辺に蟹がいるような寂しい所だっ

たようですが、其の頃には小魚も沢山

いたのではないでしょうか。今は蟹田

川もコンクリートで蓋をされ川のあるこ

とさえ分からない状態ですが、浦賀通

りと海の間だけがなんとか川らしくな

っています。川の魚はこんな狭い場

所に追いやられてしまい、生き残って

いるのかなと思うと、かわいそうになっ

てきます。 

熟
し
て
も
付
い
て
い
ま
す
。
カ
ン

ア
オ
イ
の
仲
間
は
日
本
古
来
の

園
芸
植
物
で
、
江
戸
時
代
鑑
賞

の
た
め
、
各
大
名
家
で
秘
蔵
の

鉢
物
と
し
て
カ
ン
ト
ウ
カ
ン
ア

オ
イ
の
変
り
物
が
見
出
さ
れ
栽

培
さ
れ
ま
し
た
。
今
の
世
で

も
、
落
ち
着
い
た
色
の
葉
や
、

渋
さ
、
強
い
香
り
、
美
し
さ
に

魅
力
を
感
じ
る
人
が
少
な
か
ら

ず
い
ま
し
て
、
鉢
植
え
や
庭
植

え
な
ど
愛
培
さ
れ
て
い
る
の
を

よ
く
見
か
け
ま
す
。
香
り
で
す

が
、
自
然
の
状
態
で
は
そ
れ
ほ

ど
強
く
感
じ
ま
す
ん
が
茎
や

葉
花
を
傷
つ
け
る
と
甘
い
甘
い

ミ
カ
ン
の
よ
う
な
香
り
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
植
物

は
に
お
い
に
よ
っ
て
体
を
消
毒

し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
に
お

い
は
傷
口
を
防
禦
す
る
た
め
に

出
す
物
質
で
あ
り
自
己
防
衛

の
ひ
と
つ
の
武
器
で
あ
る
。
」と

フ
ィ
ト
ン
チ
ッ
ド
で
知
ら
れ
る

旧
ソ
連
の
研
究
者
ト
ー
キ
ン
は

い
っ
て
い
ま
す
。
カ
ン
ト
ウ
カ
ン

ア
オ
イ
は
生
長
が
大
変
遅
く
、

根
茎
も
一
年
で
一
～
二
㎝
、
葉

も
一
年
で
一
～
二
枚
、
開
花
ま

で
ゆ
う
に
五
年
あ
ま
り
も
か
か

り
ま
す
。
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
食
草

と
い
わ
れ
る
割
に
は
絶
滅
を
ま

ぬ
が
れ
て
い
ま
す
。
特
に
分
布

域
拡
張
（分
布
速
度
）が
遅
い
こ

と
を
前
川
文
夫
氏
は
、
三
浦
半

島
と
房
総
半
島
を
例
に
し
て

「
一
万
年
に
一
㎞
の
速
さ
で
移

動
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
㎝
に

一
年
、
一
ｍ
移
動
に
百
年
か
か

る
計
算
に
な
り
ま
す
。
秒
以
下

の 

観
葉
植
物
と
し
て
も
人
気
の 

カ
ン
ト
ウ
カ
ン
ア
オ
イ 

三浦按針とビスカイノ 

◇
蔵 

書
◇ 

 
 
 
 
 
 

ウ
ィ
リ
ア
ム 

・
ア
ダ
ム
ス 

 
 
 
 

こ
と
三
浦
按
針
が
大
分
県
臼

杵
に
漂
着
し
た
の
が
、
慶
長

五
年
（
一
六
〇
〇
）
四
月
の

こ
と
。
徳
川
家
康
に
見
出
さ

れ
、旗
本
身
分
に
ま
で
な
り
、

横
須
賀
市
逸
見
に
領
地
を
も

ら
っ
た
の
は
、慶
長
十
年（
一

六
〇
五
）ご
ろ
と
思
わ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 

と
い
う
の
は
、
家
康
の
命 

で
八
十
ト
ン
ほ
ど
の
小
型
船

を
リ
ー
フ
デ
号
の
船
大
工
ペ

ー
タ
ー
・
ヤ
ン
ス
ゾ
ー
ン
の

全
面
的
な
協
力
を
得
て
完
成

さ
せ
た
。
こ
の
船
の
出
来
栄

え
に
満
足
し
た
家
康
が
大
洋

を
航
海
で
き
る
よ
う
な
船
の

建
造
を
命
じ
、
そ
れ
に
は
船 

手
奉
行
の
向
井
忠
勝
他
十
数
名
も
携
わ

り
、
伊
豆
の
伊
東
で
建
造
さ
れ
た
。
こ
の

船
の
完
成
が
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
ご

ろ
と
思
わ
れ
、
そ
の
恩
賞
と
し
て
逸
見
に

領
地
を
も
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
按
針
に
日
本
へ
永
住
す
る
こ
と
を

決
断
さ
せ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
江
戸
の

入
り
口
に
あ
る
浦
賀
を
東
日
本
で
唯
一
の

貿
易
港
に
す
る
家
康
の
外
交
政
策
の
担
い

手
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

事
実
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に

は
、
家
康
の
使
者
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
領

で
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
の
ロ
ン
・
ロ

ド
リ
ゴ
総
督
に
面
会
し
、
ロ
ド
リ
ゴ
か
ら

家
康
宛
て
の
二
通
の
親
書
と
数
々
の
贈
物

を
持
ち
帰
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら

浦
賀
へ
ス
ペ
イ
ン
船
が
入
港
す
る
よ
う
に

な
り
、
浦
賀
の
町
に
も
ス
ペ
イ
ン
商
船
に

対
し
て
乱
暴
狼
藉
禁
止
の
高
札
が
立
っ

た
。
さ
ら
に
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
』
に

は
、
こ
の
こ
ろ
東
浦
賀
に
修
道
院
が
建
て

ら
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

 

の
タ
イ
ム
に
血
眼
に
な
っ
て
い
る

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
陸
上
競
技
な
ど
人

類
の
生
き
様
、
現
代
の
ス
ピ
ー
ド

時
代
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
自

然
の
遅
々
た
る
営
み
、
‘
お
そ

さ
’？
。
カ
ン
ト
ウ
カ
ン
ア
オ
イ
の

名
の
お
こ
り
は
、
関
東
に
あ
る
葵

の
葉
に
似
て
寒
い
冬
で
も
青
々
と

し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
薬

用
と
し
て
根
（細
辛
）を
夏
に
採

取
、
日
干
し
し
た
後
四
～
五
ｇ
を

水
五
百
ｇ
で
煎
じ
一
日
三
回
分

服
、
利
尿
・
咳
止
め
・
鎮
痛
に
薬

効
あ
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

ウ
マ
ノ
ス
ズ
ク
サ
科 

 

花
び
ら
の
よ
う
に
見
え
る 

カ
ン
ト
ウ
カ
ン
ア
オ
イ
の
ガ
ク 

 

 


