
 

 

                             

西
叶
神
社
の
裏
手
山
上
に
は
「
文も

ん

覚が
く

畑
は
た
け

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
場
所
が

あ
り
、
文
覚
上
人
の
草
庵

そ
う
あ
ん

が
あ
っ
た

所
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

文
覚
上
人
は
、
治
承

じ
し
ょ
う

四
年
（
一
一

八
〇
）
、
源
頼
朝
の
旗
揚
げ
に
際
し

て
、
源
家

げ

ん

け

の
再
興
を
祈
願
す
る
た
め

に
、
京
都
の
石い

わ

清
水

し

み

ず

八
幡
宮
を
浦
賀

の
地
に
勧
請

か
ん
じ
ょ
う

し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
文
治

ぶ

ん

じ

二
年
（
一
一
八

六
）
に
は
平
家
が
滅
び
、
文
覚
上
人

の
願
い
が
叶
っ
た
こ
と
か
ら
「
叶
神

社
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。 

さ
て
、
時
は
平
安
時
代
の
末
に
当

た
る
平
治
年
間
（
一
一
五
九
～
一
一

六
○
）
、
宮
廷
で
は
栄
華
の
夢
に
酔

い
し
れ
て
い
た
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。

都
で
一
つ
の
大
事
件
が
起
こ
っ
た
。 

都
に
「
袈
裟

け

さ

御
前

ご

ぜ

ん

」
と
呼
ば
れ
る

美
し
い
人
妻
が
い
た
。
夫
は
、
渡
辺

渡
と
い
う
弓
馬

き
ゅ
う
ば

の
誇
り
も
高
い
青
年

武
者
で
、
そ
の
友
人
に
遠
藤
武
者
盛も

り

遠と
お

と
呼
ば
れ
る
凛
々

り

り

し
い
血
気
さ
か

ん
な
若
者
が
い
た
。
こ
の
遠
藤
武
者

盛
遠
こ
そ
、
の
ち
の
文
覚
上
人
そ
の

人
で
あ
る
。 

盛
遠
は
友
人
の
妻
で
あ
る
袈
裟
御

前
に
、
い
つ
か
深
い
思
慕

し

ぼ

の
念
を
い

だ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
盛
遠

の
苦
悶
は
激
し
さ
を
増
し
、
嫉
妬
の

念
に
狂
わ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
。 

そ
う
し
た
あ
る
日
、
た
ま
た
ま
母

の
見
舞
い
に
戻
っ
た
袈
裟
御
前
に
、

機
会
を
伺
っ
て
い
た
盛
遠
は
近
づ
き
、

こ
の
三
年
間
の
思
い
、
苦
し
み
や
悩

み
を
切
々
と
訴
え
た
。
盛
遠
の
情
熱

に
根
負
け
し
た
袈
裟
御
前
は
夫
を
殺

し
て
く
れ
と
持
ち
か
け
て
し
ま
う
。

そ
し
て
そ
の
夜
、
約
束
し
た
と
お
り

袈
裟
御
前
の
夫
を
亡
き
者
に
す
る
た

め
寝
床
に
忍
び
こ
ん
だ
盛
遠
は
、
誤

っ
て
袈
裟
御
前
を
斬
殺
し
て
し
ま
う
。 

そ
の
後
、
愛
す
る
人
を
失
い
、
ま

た
罪
の
重
さ
を
懺
悔

ざ

ん

げ

し
た
盛
遠
は
、

発
心

ほ
っ
し
ん

し
出
家
を
し
て
「
文も

ん

覚が
く

」
と
な

る
。 時

は
過
ぎ
、
治
承
四
年
（
一
一
八

○
）
、
伊
豆
の
国
の
流
人
頼
朝
が
平

家
討
伐
の
兵
を
挙
げ
た
と
の
報
告
が

伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
陰
に
は
「
高
雄

た

か

お

の
荒
法
師
」
と
呼
ば
れ
る
一
人
の
怪

僧
・
文
覚
上
人
の
姿
が
あ
っ
た
。 

保
元
・
平
治
の
戦
乱
を
経
て
、
平

家
軍
に
敗
北
を
喫
し
た
源
氏
の
嫡

流
・
源
頼
朝
は
、
伊
豆
で
二
十
年
に

及
ぶ
流
人
生
活
を
過
す
。
時
を
同
じ

く
し
て
、
文
覚
は
、
後
白
河
法
皇
に

対
し
高
雄
山
神
護
寺
再
興
の
た
め

の
寄
進
を
強
要
し
た
罪
を
問
わ
れ
て

伊
豆
へ
流
さ
れ
る
。
そ
れ
は
皮
肉
な

こ
と
に
、
頼
朝
と
文
覚
の
間
に
密
談

を
重
ね
る
機
会
を
つ
く
っ
て
し
ま
う

こ
と
と
な
り
、
平
家
打
倒
を
後
押
し

す
る
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ

た
。 で

は
、
文
覚
が
、
な
ぜ
怪
僧
と
呼

ば
れ
た
の
か
。
『
平
家
物
語
』
に
よ

る
と
、
「
文
学

も
ん
が
く

」
、
「
文
覚
斬
ら
る
」

と
い
う
段
が
、荒
法
師
・
文
覚
の
素
性

す
じ
ょ
う

を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。 

 

「
那
智
に
千
日
こ
も
り
、
大
峰

お
お
み
ね

三

度
、
葛
城

か
つ
ら
ぎ

二
度

に

ど

、
高
野

こ

う

や

・
粉
河

こ

が

わ

・

金
峰
山

き

ん

ぷ
せ

ん

・
白
山
・
立
山
・
富
士
の
嵩
・

伊
豆
・
箱
根
・
信
濃
戸
隠
・
出
羽
羽

黒
、
す
べ
て
日
本
国
残
る
所
な
く
、 

・
・
・
宮
こ
へ
の
ぼ
り
た
り
け
れ

ば
、
お
よ
そ
と
ぶ
鳥
も
祈
り
落
と
す

程
の
や
い
ば
の
験
者

げ
ん
じ
ゃ

（
＝
行
者
）
と

ぞ
聞
え
し
。 

・
・
・
文
覚
は
天
性
不
敵
第
一
の

あ
ら
ひ
じ
り
な
り
・
・
・
。」 

 

し
か
し
、
伊
豆
に
流
さ
れ
て
い
た

文
覚
も
、
や
が
て
都
に
帰
り
、
後
白

河
天
皇
や
頼
朝
か
ら
の
援
助
を
受
け

て
神
護
寺
の
復
興
を
実
現
し
た
り
、

東
寺
や
東
大
寺
な
ど
の
修
造
に
も
尽

力
す
る
な
ど
の
社
会
事
業
に
貢
献
し

た
と
い
う
。
の
ち
に
後
白
河
法
皇
、

頼
朝
が
亡
く
な
る
と
、
源

み
な
も
と
の

道み
ち

親ち
か

へ

の
襲
撃
計
画
に
加
わ
っ
た
嫌
疑
を
か

け
ら
れ
、
佐
渡
や
対
馬
へ
流
さ
れ
、

最
後
は
九
州
で
客
死

か

く

し

し
た
と
い
う
。 

や
が
て
文
覚
の
遺
骨
は
弟
子
の 

上
覚
に
よ
っ
て
都
に
持
ち
帰
ら
れ
、

今
も
神
護
寺
の
山
頂
に
静
か
に
眠
っ

て
い
る
。 

発
心･

･
･

菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と 

客
死･

･
･

よ
そ
の
土
地
で
死
ぬ
こ
と 

 

文 も

ん

覚 が

く

上
人

し

ょ

う

に

ん

と
浦
賀 
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●
浦
賀
に
宿
屋
が
で
き
た
● 

 

文
化
八
年(

一
八
一
一)
三
月
、
東

浦
賀
村
の
庄
八
・
徳
田
屋
金
七
・

久
五
郎
の
三
名
と
西
浦
賀
村
の
斎

藤
豊
次
郎
・
伊
勢
屋
忠
兵
衛
・
倉

田
惣
三
郎
三
名
か
ら
旅
宿
開
業
許

可
願
い
が
、
奉
行
所
へ
提
出
さ
れ

た
。 浦

賀
は
港
町
で
あ
っ
た
の
で
、

船
乗
り
の
た
め
の
宿
で
あ
る
船
宿

は
あ
っ
た
が
、
旅
人
に
対
す
る
宿

は
な
く
、
浦
賀
に
宿
泊
す
る
こ
と

に
な
る
と
主
に
東
西
の
名
主
宅
な

ど
が
提
供
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
一

般
の
家
に
浦
賀
以
外
の
村
人
を
宿

泊
さ
せ
る
と
き
に
は
、
名
主
へ
の

届
け
出
が
必
要
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
東
海
道
や
中
山
道
な
ど

に
あ
る
宿
場
で
あ
れ
ば
、
近
隣
の

村
を
巻
き
込
ん
で
人
足
と
馬
を
常

時
一
定
の
数
用
意
し
て
置
く
こ
と

が
必
須
条
件
で
あ
っ
た
が
、
浦
賀

で
は
そ
こ
ま
で
の
用
意
は
し
な
く

て
も
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の

旅
宿
許
可
願
い
は
、
三
月
中
に
下

り
た
。
奉
行
所
の
許
可
が
早
か
っ

た
こ
と
を
み
る
と
、
奉
行
所
で
も

旅
宿
の
必
要
性
を
認
め
て
い
た
こ

と
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、
旅
宿
を
開
業
す
る
に

あ
た
っ
て
、
心
得
に
は
「
宿
は
旅

人
だ
け
で
な
く
、
幕
府
の
役
人
な

ど
が
出
張
の
折
の
御
用
宿
を
か
ね

る
こ
と
。
こ
の
御
用
宿
と
す
る
と

き
は
入
念
に
準
備
を
し
、
一
般
旅

人
を
制
限
し
、
役
人
に
迷
惑
を
か

け
ぬ
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。」
と
宿

場
で
い
う
本
陣
と
ま
で
は
い
か
な

い
が
、
武
士
の
利
用
を
優
先
さ
せ

る
こ
と
を
最
初
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
次
は
、「
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
だ
が
、
法
度(

法
令)

は
固
く
守
る

こ
と
。
な
か
で
も
賭
け
事
は
絶
対

に
さ
せ
ぬ
こ
と
。」
と
あ
り
、
旅
宿

の
よ
う
に
素
性
の
知
れ
ぬ
連
中
が

使
用
す
る
場
所
で
は
、
賭
博
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、「
公
用
で
来
ら
れ
た
武

士
は
当
然
の
こ
と
、
主
の
用
事
や

私
用
で
あ
っ
て
も
、
武
士
が
止
宿

し
た
場
合
は
、
到
着
、
出
発
の
た

び
ご
と
に
奉
行
所
へ
届
け
出
る
こ

と
。
ま
た
、
武
士
が
出
立
し
た
後

に
忘
れ
物
が
あ
っ
た
な
ら
村
役
人

に
届
け
出
る
こ
と
。
町
人
な
ど
の

忘
れ
物
は
、
宿
泊
者
の
住
所
が
確

か
な
場
合
は
そ
こ
へ
送
っ
て
あ
げ

な
さ
い
。
宿
泊
者
の
居
所
が
わ
か

ら
な
い
場
合
は
忘
れ
物
が
あ
っ
た

と
い
う
届
け
だ
け
で
よ
い
。」
と
あ

る
。
こ
れ
を
み
る
と
幕
府
の
役
人

で
な
い
武
士
の
動
向
に
目
を
光
ら

せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
忘
れ

物
に
関
し
て
は
、
こ
の
あ
と
に
記

さ
れ
て
い
る
病
人
や
け
が
人
、
さ

ら
に
は
死
亡
し
た
人
へ
の
対
応
と

同
じ
で
あ
る
。 

続
け
て
「
宿
屋
内
で
は
喧
嘩
口

論
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
も
し

喧
嘩
な
ど
で
怪
我
人
が
出
た
と
き

に
は
、
直
ち
に
届
け
出
を
す
る
こ

と
。
宿
泊
客
に
病
人
が
出
た
場
合

は
、
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
通
り

大
切
に
取
扱
い
、
大
病
で
あ
れ
ば

村
役
人
へ
知
ら
せ
、
ま
た
こ
の
先

へ
の
旅
が
続
け
ら
れ
そ
う
に
な
い

場
合
は
、患
者
の
村
へ
と
連
絡
し
、

迎
え
が
来
る
の
か
、
送
っ
て
い
く

の
か
決
め
な
さ
い
。」
と
あ
る
。
旅

人
は
個
人
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
や

り
と
り
は
村
と
村
の
も
の
で
あ
り
、

費
用
も
村
の
負
担
で
あ
っ
た
。 

最
後
は
「
飯
盛
り
女
は
い
け
な

い
し
、
猥
ら
が
ま
し
い
こ
と
の
な

い
よ
う
。
火
の
元
に
用
心
。
お
尋

ね
者
や
盗
賊
、
出
ど
こ
ろ
も
わ
か

ら
ぬ
何
と
も
怪
し
い
風
体
の
者
は

留
め
て
お
い
て
、
す
ぐ
さ
ま
奉
行

所
へ
注
進
す
る
よ
う
に
。」
と
の
通

達
を
出
し
て
、
旅
宿
の
心
構
え
を

示
し
た
。 

浦
賀
へ
旅
人
が
来
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
文
化
七
年(

一
八
一
〇)

に
会
津
藩
が
、
江
戸
湾
警
備
に
つ

く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

こ
の
旅
宿
も
す
ば
り
そ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
あ
っ
た
。 

 

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

三
十 

  

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

 
 
 

 

 

例年好評の「セピア色の

浦賀」を、今年も開催致し

ます。 

鴨居編(６/28開催)に続

き、東浦賀編(10 月)・西浦

賀編(11月)・吉井編(未定)

を順次開催予定です。 

地元在住の方に地名の由

来・屋号などのお話を聞い

た後、付近を散策しながら

神社仏閣を訪れます。昔の

浦賀を身近に感じられる内

容となっております。 

各回ごとに広報よこすか、

浦賀 TODAY 等で募集を行い

ます。ご興味のある方は、

是非お申込みください。 
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今
ま
で
あ
ま
り
振
り
返
ら
な

か
っ
た
横
須
賀
の
歴
史
に
、
最
近

と
て
も
興
味
が
湧
い
て
き
ま
す
。 

な
ぜ
だ
ろ
う
？ 

横
須
賀
は
軍
港
都
市
で
海
軍

に
係
わ
る
も
の
が
多
く
残
っ
て
い

る
の
で
知
り
た
い
。
ま
た
、
当
時
、

祖
父
が
横
須
賀
の
若
松
町
で
「
い

と
店
」
を
開
業
し
て
お
り
、
現
在

も
若
松
町
の
諏
訪
神
社
の
玉
垣

に
そ
の
店
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。
祖
父
と
一
緒
に
生
活
し
て

い
た
母
か
ら
よ
く
昔
の
話
を
聞
か

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
母
が
今

年
二
月
に
急
に
亡
く
な
り
、
横
須

賀
の
歴
史
に
興
味
を
持
ち
始
め

た
の
は
、
そ
ん
な
思
い
か
ら
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

海
軍
や
陸
軍
の
軍
人
た
ち
が

生
活
し
て
い
た
場
所
。
歴
史
的
な

も
の
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
横

須
賀
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
米
が

浜
に
現
在
も
開
業
し
て
い
る
料
亭

「
小
松
」
が
あ
り
ま
す
。
旧
横
須

賀
鎮
守
府
の
海
軍
軍
人
た
ち
が

よ
く
利
用
し
た
海
軍
料
亭
「
小

松
」
で
す
。
私
は
そ
の
裏
に
、
幼
い

時
、
両
親
と
生
活
を
し
て
い
て
、

近
く
を
通
る
た
び
に
ど
ん
な
所
か

と
て
も
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

調
べ
て
み
る
と
海
軍
関
係
の
有

名
な
方
々
に
利
用
さ
れ
、
海
軍

軍
人
の
書
な
ど
、
日
本
海
軍
の
歴 

史
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
が

今
で
も
、
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
そ

う
で
す
。 

創
業
者
は
、
昔
、
浦
賀
に
あ
り
ま

し
た
旅
籠
料
理
店
「
吉
川
屋
」
で
働

い
て
い
た
山
本
コ
マ
ツ
（
幼
名
・
山
本 

悦
）
さ
ん
で
す
。
独
立
し
て
料
亭
「
小

松
」を
開
業
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
海
軍
軍
人
相
手
の
「
海

軍
料
亭
」
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し

て
、
東
郷
平
八
郎
・
米
内
光
政
・
山

本
五
十
六
な
ど
歴
代
海
軍
提
督
に

利
用
さ
れ
、
海
軍
の
歴
史
と
深
い
関

係
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

最
近
「
聯
合
艦
隊
司
令
長
官 

山

本
五
十
六
」
と
い
う
映
画
が
上
映
さ

れ
ま
し
た
。
日
本
海
軍
の
歴
史
を
知

る
う
え
で
興
味
深
い
映
画
で
す
。 

ま
た
、
海
軍
料
亭
「
小
松
物
語
」

と
い
う
め
ず
ら
し
い
文
献
に
も
目
を

通
し
た
事
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
し
く

歴
史
に
残
る
建
物
で
す
。
是
非
と
も

歴
史
と
料
理
を
堪
能
し
て
み
た
い
も

の
で
す
。 

四
月
に
は
、
旧
横
須
賀
鎮
守
府

司
令
長
官
官
邸
（
田
戸
台
）
に
、
足

を
運
ん
で
み
ま
し
た
。
海
軍
の
歴
史

の
深
さ
に
改
め
て
感
動
し
ま
し
た
。 

今
後
は
、
横
須
賀
の
古
地
図
を

探
し
、
ま
だ
ま
だ
、
残
っ
て
い
る
横
須

賀
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
て
み
る
の

も
楽
し
い
か
な
・
・
・
と
思
っ
て
い
ま

す
。 


