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「発
起
者
」の
碑 

   

』 
「
浦
賀
園
」
の
ア
ー
チ
を
く
ぐ

り
山
頂
へ
向
う
と
、
中
程
に
港
が

見
え
る
広
場
が
あ
り
ま
す
。
広
場

に
入
る
正
面
に
「
発
起
者
」
の
碑

が
あ
り
ま
す
。
港
を
見
守
り
「
中

島
君
招
魂
碑
」
の
露
払
い
の
よ
う

に
建
っ
て
い
る
こ
の
碑
は
、
浦
賀

の
町
の
人
々
が
敬
慕
す
る
中
島

三
郎
助
永
胤
の
慰
霊
に
、
公
園
の

建
設
と
整
備
を
行
な
っ
た
様
子

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
発
起
者
」
の
碑
は
、
稲
井
石

（
宮
城
県
石
巻
市
産
）
を
使
用

し
、
高
さ
百
七
十
六
㎝
、
幅
七

十
六
㎝
、
碑
文
は
西
野
前
知
、
筆

を
執
っ
た
の
は
賜
硯
堂
の
主
・
成

瀬
温
に
よ
る
も
の
で
す
。
流
麗
な

ひ
ら
が
な
の
文
に
は
、 

『
中
島
永
胤
君
招
魂
の
碑
を

建
て
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
は
明

じ 

治
二
十
三
年
九
月
、
翌
年
七
月

に
建
て
た
。
事
績
を
後
世
に
伝

え
る
た
め
に
、
浦
賀
港
を
見
下

ろ
す
る
絶
景
の
場
所
に
建
て
よ

う
と
、
草
を
刈
り
、
枝
を
払
い
、

土
を
な
ら
し
、
石
を
据
え
、
花
の

木
や
常
葉
木
を
植
え
、
町
民
は

勿
論
、
愛
宕
山
に
来
る
人
々
に
、

安
房
・上
総
の
海
山
を
望
む
四
方

の
眺
望
が
素
晴
ら
し
い
山
頂
への

道
を
整
備
し
、
休
憩
所
を
造
り
、

こ
こ
に
来
る
人
た
ち
が
三
郎
助
の

慰
霊
や
遊
び
に
利
用
す
る
こ
と

を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
』 

と
招
魂
碑
建
設
の
趣
旨
と
経
緯

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

三
郎
助
と
深
い
か
か
わ
り
の

あ
っ
た
人
（碑
に
刻
ま
れ
た
三
十

六
人
）が
賛
同
す
る
な
ら
ば
、
と

町
の
人
々
も
賛
同
し
ま
し
た
。
記 

録
に
よ
る
と
、
浦
賀
町
発
起
人

二
十
八
名
（
内
十
八
名
は
碑
に

名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
）、
同
町

賛
成
員
七
十
三
人
が
名
を
連

ね
、
さ
ら
に
愛
宕
山
公
園
整
備

寄
付
人
名
簿
に
九
十
六
の
人
と

法
人
の
名
・寄
付
の
内
容
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
町
の
人
達

が
建
設
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
近
隣
の
町
の
人

も
含
め
町
民
こ
ぞ
っ
て
協
力
し
て

公
園
を
造
り
、
招
魂
碑
を
建
て

た
の
で
す
。
現
在
も
町
の
人
々
が

公
園
の
清
掃
な
ど
維
持
管
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

明
治
二
十
四
年
五
月
に
行
わ

れ
た
中
島
君
招
魂
碑
の
除
幕
式

の
場
で
、
『
三
郎
助
は
碑
を
建
て

る
だ
け
で
は
喜
ぶ
は
ず
が
な
い
』

と
意
見
が
出
さ
れ
、
浦
賀
の
発

展
を
期
待
し
て
、
荒
井
郁
之
助
の

提
唱
に
榎
本
武
揚
や
臼
井
儀
兵

衛
等
の
賛
同
で
浦
賀
船
渠
（株
）

が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
三

十
年
七
月
の
株
主
名
簿
を
見
る

と
、
会
社
設
立
発
起
人
の
大
株

主
の
名
の
ほ
か
に
、 

浦
賀
を
代
表
す 

る
商
人
・臼
井
儀 

       
 

あ
け
ま
し
て
お
め
で 

 
 

 
 

 
 

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

今
年
の
干
支
は
丑
で 

す
。
し
か
し
こ
れ
で
は 

十
二
支
だ
け
で
、
十

干
が
抜
け
て
い
ま
す
。
最
近
で
は

十
干
と
い
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。
十
干
は
「
甲
・

乙
・丙
・丁
・戊
・己
・庚
・辛
・壬
・

癸
」で
通
信
簿
の
評
価
に
あ
り
ま

し
た
の
で
記
憶
に
あ
る
方
が
い
る

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
と
「子
・丑
・

寅
・卯
…
」の
十
二
支
を
組
み
合

わ
す
た
も
の
で
す
。
高
校
野
球
で

有
名
な
甲
子
園
球
場
は
大
正
十

三
年
の
「
甲
子
」
（
き
の
え
ね
）
の

年
に
完
成
し
た
の
で
、
そ
の
年
の

干
支
を
名
付
け
た
も
の
で
す
。
こ

れ
で
い
き
ま
す
と
今
年
の
正
確

な
干
支
は
己
丑
（
つ
ち
の
と
う

し
）
の
年
と
な
り
ま
す
。
こ
の
十

干
十
二
支
の
組
み
合
わ
す
が
六

十
通
り
に
な
る
の
で
、
六
十
歳
は

暦
が
戻
る
こ
と
で
「
還
暦
」
と
な

り
ま
す
。
一
回
り
前
は
昭
和
二

十
四
年
、
そ
の
前
は
明
治
二
十

二
年
、
こ
の
年
に
浦
賀
町
に
初
代

町
長
が
誕
生
し
ま
し
た
。 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（山
本
） 
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「
中
島
君
招
魂
碑
」
の 

西
浦
賀
の
蛇
畠
町
に
あ
る
船
番
所

跡
（
現
在
の
浦
賀
病
院
）
よ
り
、
紺
屋

町
・
宮
下
町
方
面
を
写
し
て
い
る
。
大

正
十
二
年
九
月
一
日
、
関
東
地
方
を

襲
っ
た
大
震
災
直
後
の
崩
壊
現
場
の
痛

ま
し
い
光
景
で
あ
る
。
左
側
に
写
っ
て
い

る
愛
宕
山
が
大
き
く
崩
れ
、
山
肌
が
見

え
て
い
る
。
当
館
の
展
示
室
に
あ
る
西

浦
賀
の
町
並
み
模
型
を
見
て
も
わ
か

る
よ
う
に
多
く
の
商
家
・
民
家
が
あ

り
、
そ
の
う
ち
数
十
軒
が
潰
さ
れ
て
埋

没
し
、
数
多
く
の
尊
い
人
命
が
失
わ
れ

た
場
所
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
崩
れ
た
土
砂
で
、
紺
屋

町
バ
ス
停
か
ら
海
岸
通
り
の
道
路
が
で

き
た
の
で
あ
る
。 

 

東西風風  
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明
治
二
十
四
（一
八
九
一
）年
に
開
園
し
た
、
横
須
賀
で
最
も
古

い
愛
宕
山
公
園
に
石
碑
が
四
つ
建
っ
て
い
ま
す
。
「中
島
君
招
魂
碑
」

（明
治
二
十
四
年
五
月
）、
「咸
臨
丸
出
港
の
碑
」（昭
和
三
十
五
年

七
月
）、
「与
謝
野
鉄
幹
・晶
子
歌
碑
」（昭
和
五
十
九
年
十
一
月
）

そ
し
て
「
中
島
君
招
魂
碑
の
発
起
者
の
碑
」
で
す
。
浦
賀
の
町
の

人
々
の
気
持
ち
が
綴
ら
れ
た
石
碑
で
す
。 

 

三浦郡浦賀町時代の蛇畠付近 

うらがの寫眞館 

愛宕山中腹の「中島君招魂碑」の

「発起者」の碑 

兵
衛
を
は
じ
め
、
初
代
か
ら
六

代
ま
で
の
町
長
と
町
の
人
々
の

名
が
五
十
七
人
、
二
千
二
百

五
十
六
株
を
所
有
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
（株
主
総
数

百
六
十
六
名
、
発
行
株
式
二

万
株
）。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
三

郎
助
が
浦
賀
の
町
の
人
々
か
ら

い
か
に
敬
わ
れ
、
慕
わ
れ
て
い

た
か
が
分
か
り
ま
す
。 
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浦
賀
船
渠
（株
）設
立
と
「中
島
君
招
魂
碑
」

建
設
に
尽
力
し
た
臼
井
（大
黒
屋
）儀
兵
衛

の
肖
像
画
（明
治
二
十
年
十
一
月
作
成
、
中

島
三
郎
助
文
書
附
冊
よ
り
） 

 

 

中
島
永
胤
君
招
魂
の
碑
建
ん
こ
と
お
も
ひ
立
ち
し
ハ
明
治
二
十
三
年
九
月
に
し
て 

成
功
を
と
げ
し
ハ
同
二
十
四
年
七
月
な
り
か
く
い
し
ぶ
み
の
な
れ
る
に
つ
け
て
も 

永
く
此
み
た
ま
の
な
ぐ
さ
め
草
に
と
て
此
岡
の
け
し
き
す
ぐ
れ
た
る
處
を
う
は
ら 

か
や
は
ら
か
り
そ
け
て
つ
ち
を
な
ら
し
石
を
す
ゑ
花
の
木
常
盤
木
あ
ま
た
う
ゑ
ま
た 

こ
こ
に
ま
う
で
く
る
人
々
の
た
め
北
よ
り
東
よ
り
南
よ
り
西
よ
り
た
よ
り
よ
き
か
た
を
と
め
て 

い
く
す
じ
も
み
ち
を
つ
く
り
て
み
な
と
の
け
し
き
を
は
じ
め
安
房
上
総
の
海
山
を
と
ほ
く 

ち
か
く
み
わ
た
さ
る
る
あ
た
り
こ
こ
か
し
こ
に
東
屋
な
ど
ま
う
け
此
さ
と
に
か
か
る
勝
景 

あ
る
こ
と
を
な
べ
て
の
人
に
も
し
ら
し
め
し
か
つ
さ
と
び
と
の
あ
そ
び
處
に
て
も
と
て

 

か
く
は
志
な
し
つ
る
な
り
け
り
な
お
今
よ
り
の
ち
こ
の
岡
つ
づ
き
景
あ
る
か
ぎ 

り
は
ひ
ら
き
そ
へ
な
む
こ
と
を
ね
が
ふ
に
こ
そ
此
人
々
に
か
は
り
て
か
く
い
ふ
は 

西
野
の
前
知
筆
と
る
は
賜
硯
堂
の
主
成
瀬
温
な
り 

明
治
二
十
四
年
七
月 

臼
井
儀
兵
衛 

 
宮
井
與
右
衛
門 

加
藤 

小
兵
衛 

 

太
田 

榮
蔵 

 

鰐
部
浅
之
助  

田
邊 

定
兵
衛 

太
田
又
四
郎 

 

岩 

田 
平 

作  

穴
澤 

與
十
郎 

 

川
村 

喜
太
郎  

淺 

水 
 

璡 
 

山 

下 

喜 

助 

三
次
六
兵
衛 

 

臼
井 

藤
一
朗 

 

栗
生 

太
四
郎 

 

岡
本 

又
次
朗 

 

山
嵜 

元
孝  

 

高
橋 

宏
右
衛
門 

濱
口  

英
幹 

 

長 

島 

長 

七  
吉
田 

平
之
助 

 

臼
井 

弥
市 

 

山
本
平
兵
衛 

 

直  

井 
 

晋 

宮
井
清
左
衛
門  

菅
井 

與
兵
衛   

栗
生 
利
兵
衛  

川
島 

平
蔵 

 

太
田 

友
吉 

 

若 

村 

忠 

直 

増
田
太
兵
衛 

 

臼
井
辰
右
衛
門  

鈴
木 

甚
右
衛
門  

西
野 

前
知 

 

香
山
清
兵
衛 

 

光
田 

源
次
郎 

 者 起 發 
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歴
史 

語
ら
い
座
・浦
賀 

⑰ 

 

郷
土
史
家 

山
本 

詔
一 

 

す
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

干
鰯
の
最
大
生
産
地
で
あ
る
房
総
半
島
の

九
十
九
里
浜
で
は
、
独
自
に
流
通
経
路
を
求

め
て
い
た
が
、
漁
村
に
も
船
に
も
リ
ス
ク
が
大

き
く
か
か
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
の
入
り
口
に

あ
り
、
船
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
で
き
る
浦
賀
が

中
継
基
地
と
し
て
注
目
さ
れ
、
浦
賀
に
干
鰯

問
屋
が
開
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

寛
永
期
に
な
る
と
、
漁
法
が
発
展
し
水
揚

げ
量
が
増
し
て
く
る
と
、
浦
賀
の
問
屋
も
本

格
的
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
寛
永
十
九

年
（一
六
四
二
）に
は
問
屋
職
（と
ん
や
し
き
）

と
な
り
、
株
を
持
た
な
け
れ
ば
営
業
が
で
き

な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
五
十
年
間

が
浦
賀
干
鰯
問
屋
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
。 

 

干
鰯
問
屋
が
こ
れ
だ
け
隆
盛
に
な
れ
ば
、

他
の
職
種
も
活
発
に
動
く
よ
う
に
な
り
、
「浦

賀
事
跡
考
」
に
よ
れ
ば
、
材
木
問
屋
、
茶
問

屋
、
煙
草
問
屋
な
ど
も
で
き
て
い
た
と
記
さ

れ
て
お
り
、
何
万
両
と
い
う
財
産
を
持
っ
て
い

る
問
屋
が
何
軒
も
あ
っ
た
と
い
い
、
国
内
の
商

業
港
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
時
代
で
あ
っ

た
。 

 

干鰯蔵として使用されていた蔵 

（東浦賀二丁目（新町）あたり、昭和四十七年頃） 
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観
音
埼
か
ら
燈
明
堂
辺
り
の

海
岸
の
砂
浜
に
打
ち
揚
げ
ら
れ

た
、
長
い
紐
の
よ
う
な
植
物
を

見
た
か
た
も
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
ア
マ
モ
属
の
タ
チ
ア
マ
モ

だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
等
も
海
辺
の
環
境
を
良
く

す
る
手
立
て
の
ひ
と
つ
に
ア
マ
モ

が
見
直
さ
れ
、
保
護
・育
成
の
活

動
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

ア
マ
モ
は
水
深
一
～
三
ｍ
の
砂

泥
地
に
地
下
茎
と
根
を
ひ
ろ
げ

る
性
質
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
群

生
し
ま
す
。
藻
場
（ア
マ
モ
場
）は

海
水
の
浄
化
を
し
、
多
様
な
小

魚
介
類
の
揺
り
か
ご
（
水
産
資

源
の
維
持
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

将
来
的
に
は
、
ア
マ
モ
の
品
種
改

良
に
よ
り
「果
実
」を
穀
物
と
し

て
利
用
す
る
こ
と
も
夢
で
は
な

い
と
い
わ
れ
ま
す
。
ワ
カ
メ
や
コ

ン
ブ
は
海
藻
（
か
い
そ
う
）
で
胞

子
（
胞
子
植
物
）
で
ふ
え
ま
す

が
、
ア
マ
モ
は
海
草
（う
み
く
さ
）

で
一
生
海
中
で
過
ご
し
、
花
を

咲
か
す
実
を
な
ら
し
ま
す
。
お

な
じ
音
な
の
で
す
が
意
味
が
異

な
り
ま
す
。 

ア
マ
モ
（ア
マ
モ
科
） 

浦 賀 

植 物 

大
前 

悦
宏 

神
奈
川
県
植
物
誌 

調
査
会
会
員 

な
り
ま
す
。
間
違
わ
な
い
よ
う
に

ア
マ
モ
を
淡
水
中
の
水
草
（
み
ず

く
さ
）と
の
対
比
か
ら
海
草
を
あ

え
て
「
う
み
く
さ
」
と
よ
ん
で
区

別
し
て
い
ま
す
。
葉
は
細
長
く
幅

三
～
五
㎜
、
長
さ
五
十
～
百

㎝
、
葉
先
は
円
頭
で
五
～
七
脈
。

雌
雄
同
株
で
五
月
ご
ろ
に
小
さ

い
緑
色
の
線
形
へら
状
の
さ
や
に

包
ま
れ
た
小
さ
い
花
を
つ
け
ま

す
。
オ
バ
ナ
と
メ
バ
ナ
と
が
あ

り
、
メ
バ
ナ
の
メ
シ
ベ
が
先
熟
す

る
こ
と
に
よ
り
海
の
中
の
ア
マ
モ

も
近
親
交
配
の
害
を
避
け
て
い

ま
す
。
花
弁
は
あ
り
ま
す
ん
が

オ
バ
ナ
の
中
か
ら
三
㎜
位
の
糸
状

（ひ
も
）の
花
粉
が
出
て
き
ま
す
。

肉
眼
で
も
、
も
の
さ
し
で
測
る
こ

と
も
で
き
る
く
ら
い
植
物
上
、
最

長
の
花
粉
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
花
粉
は
、
海
水
の
比
重
と
同

じ
比
重
で
海
水
と
同
じ
圧
力
を

も
っ
て
海
水
中
を
漂
い
、
メ
バ
ナ

の
メ
シ
ベ
に
た
ど
り
着
き
花
粉
管

を
出
し
て
受
粉
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
受
精
の
し
か
た
を
水
媒
花

と
い
い
ま
す
。
初
夏
ご
ろ
に
で
き

る 

笑話一題 

市制 100周年記念咸臨丸フェスティバル 
漂
う
こ
と
が
あ
り
平
た
い
ひ
も

は
、
ち
ょ
う
ど
竜
宮
城
の
乙
姫
様

の
髪
の
元
結
の
切
れ
た
も
の
に
似

て
い
る
、
と
想
像
し
た
の
で
し
ょ

う
か
？
ち
な
み
に
イ
草
の
「
い
」

が
一
番
短
い
名
。
ア
マ
モ
の
名
の

由
来
は
根
茎
に
甘
み
が
あ
る
か

ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
分
布
は

北
海
道
・本
州
・四
国
・九
州
・欧

州
・ア
ジ
ア
・欧
米
の
各
海
岸
。
県

内
に
は
三
浦
半
島
を
中
心
に
湘

南
海
岸
を
含
め
て
ア
マ
モ
、
タ
チ

ア
マ
モ
、
コ
ア
マ
モ
、
エ
ビ
ア
マ
モ
が

見
ら
れ
ま
す
。 

 

浦
賀
駅
前
に
、
帆
船
を
あ
し
ら

っ
た
、
ソ
ー
ラ
ー
パ
ワ
ー
の
新
し

い
街
路
灯
が
お
目
見
え
し
ま
し

た
。
そ
の
デ
ザ
イ
ン
に
感
動 

を
覚
え
ま
す
。
灯
り
と
い
え 

ば
、
走
水
の
介
護
施
設
の
近 

く
の
丘
か
ら
は
る
か
彼
方
を 

望
め
ば
富
士
山
が
見
え
、
そ 

の
手
前
に
高
層
の
建
物
が
そ 

び
え
建
ち
、
馬
堀
の
海
岸
線 

を
ポ
イ
ン
ト
の
よ
う
に
照
ら
す

夜
の
街
灯
は
ま
る
で
滑
走
路
。
そ

の
昔
ペ
リ
ー
提
督
が
浦
賀
に
着

い
た
と 

る
種
子
は
米
俵
の
よ
う
な
形
を

し
、
長
さ
約
四
㎜
に
な
り
食
べ

ら
れ
ま
す
。
普
通
花
粉
に
は
乾

燥
や
太
陽
光
線
か
ら
守
る
た

め
硬
い
外
皮
・
膜
が
あ
り
ま
す

が
、
水
の
中
な
の
で
簡
単
な
薄

い
膜
で
周
囲
を
つ
つ
ま
れ
て
い

ま
す
。
植
物
の
中
で
最
も
長
い

名
前
（別
名
）と
い
わ
れ
ま
す
、

竜
宮
の
乙
姫
の
元
結
の
切
り
は

ず
し
・リ
ュ
ウ
グ
ウ
ノ
オ
ト
ヒ
メ

ノ 

モ
ト
ユ
イ
ノ 

キ
リ
ハ
ズ
シ 

二
十
一
文
字
。
茎
が
ち
ぎ
れ
て

漂
う 小

魚
介
類
の
揺
り
か
ご
で
あ
り
、 

海
辺
の
環
境
も
守
る 

ア
マ
モ 

歴史講座開催のお知らせ 

 平成20年度歴史講座を、1月21、28、

2 月 4、11、18日（各水曜日）13：30～

15：30、全 5 回開催します。横須賀開国

史研究会々長の山本詔一さんをお迎え

し、「中島三郎助を語る」と題して、生誕

190 年、没後 140 年の三郎助の人となり

を解き明かしていきます。11 月 25 日付

広報横須賀お知らせ版等でご案内の通

り、締切は 1 月 9 日（金）です。往復は

がき（1葉1名）、または、返信用はがき

ご持参のうえ窓口で申し込みください。

応募者多数の場合は抽選とさせていただ

きます(定員 60 人)。申込、お問い合わせ

は、浦賀文化センター 

〒239-0822 横須賀市浦賀7-2-1 

☎＆Fax 046-842-4121 

 

干
鰯
問
屋
と 

 

国
内
商
業
港 

 

徳
川
家
康
が
死
去
す
る
と
浦
賀
の
貿
易

港
の
役
割
も
終
焉
を
む
か
え
た
。
こ
れ
は

キ
リ
ス
ト
教
への
弾
圧
だ
け
で
は
な
く
、
家

康
が
開
い
た
江
戸
と
い
う
町
が
生
産
性
に

乏
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
物
資
を
船
に
よ
っ
て
移

入
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
と
い
う
問
題

を
孕
ん
で
い
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
と
な
っ

て
い
る
。 

 

江
戸
へ入
る
船
は
浦
賀
沖
を
通
過
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
浦
賀
が
外
国
人
の
基

地
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
、
一
旦
こ
と
が
起
っ

た
場
合
、
江
戸
の
町
が
ど
の
よ
う
な
事
態

に
な
る
か
、
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
問
題

は
、
家
康
が
生
前
か
ら
も
危
惧
さ
れ
て
い

た
が
、
誰
も
言
い
出
す
な
い
状
況
下
に
あ
っ

た
。 

 

江
戸
へ物
資
を
運
ん
で
く
る
船
に
も
ひ
と

つ
不
満
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
江
戸
へ物
資
の

運
び
込
み
が
済
む
と
帰
り
に
積
む
荷
物
が

な
く
、
し
か
た
な
く
船
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

た
め
に
石
を
積
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
帰
り
荷
物
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
干

鰯
（ほ
し
か
）で
あ
っ
た
。 

 

干
鰯
は
三
浦
半
島
や
房
総
半
島
で
生
産

さ
れ
始
め
た
肥
料
で
、
そ
の
字
の
ご
と
く

鰯
を
天
日
干
し
に
し
た
も
の
が
「干
鰯
」、

脂
が
の
っ
て
い
て
い
る
も
の
は
一
度
釜
で
茹

で
身
を
搾
っ
た
も
の
を
干
し
、
俵
に
詰
め
て

商
品
と
し
た
も
の
が
「
〆
粕
」
、
こ
の
時
搾

ら
れ
て
出
て
き
た
油
を
「魚
油
」と
い
い
こ
の

三
点
は
ほ
ぼ
セ
ッ
ト
の
よ
う
に
し
て
扱
わ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
肥
料
は
、
大
阪
を
中
心
に
生

産
量
が
増
し
て
き
た
綿
花
栽
培
に
は
欠
か

す 

 

 
 
 

編
集
員
か
ら 

 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
清
々
し
い
新
年
を
迎
え

ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

昨
年
四
月
に
浦
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
分
館
（浦
賀
文
化
セ
ン

タ
ー
）と
し
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト

を
切
り
ま
し
た
が
、
皆
様
の
ご
要

望
に
お
応
え
出
来
ま
し
た
で
し
ょ

う
か
。
「気
軽
に
ご
利
用
い
た
だ

け
る
施
設
、
浦
賀
文
化
セ
ン
タ

ー
」と
し
て
皆
様
の
ご
来
館
を
お

待
ち
し
ま
す
。
本
年
も
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

職
員
一
同 

別
名 

ア
ジ
モ
、
モ
シ
オ
グ
サ 

い
た
と
き
（
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）

年
六
月
）、
漁
師
の
標
、
灯
台
の

灯
り
を
見
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ 

ぞ
れ
の
情
景
を
浮
か
べ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

歴
史
や
文
化
、
東
と
西
を

往
来
す
る
渡
し
船
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
な
ど
が
浦
賀
文
化
セ
ン

タ
ー
に
あ
り
ま
す
。
ロ
マ
ン

が
一
杯
、 

書
籍
棚
に
溢
れ
て 

い
ま
す
。（
書
籍
・
資
料
な
ど
は

閲
覧
が
で
き
ま
す
。） 

の 

 

 

ほ
し 

か 


