
 

 

 
 

                           

  

                   

観
音
崎
公
園
の
東
側
、
た
た
ら

浜
園
地
と
呼
ば
れ
る
エ
リ
ア
の
広

場
か
ら
鬱
蒼
と
木
々
が
生
い
茂
る

坂
道
を
登
る
と
、
眼
下
に
大
小
の

船
舶
が
行
き
来
す
る
世
界
有
数
の

海
上
交
通
路
で
あ
る
浦
賀
水
道
、

そ
し
て
遠
く
に
太
平
洋
の
水
平
線

を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
開
け
た

場
所
に
出
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
大

き
な
三
角
形
の
碑
壁
が
そ
び
え
た

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
戦
没
船

員
の
碑
」
で
、
そ
の
形
か
ら
「
帆

型
の
碑
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
碑
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

で
犠
牲
に
な
っ
た
民
間
船
員
と
、

戦
後
に
海
運
や
水
産
業
に
従
事
し

て
い
て
海
難
事
故
で
亡
く
な
っ
た

船
員
ら
約
六
万
人
を
越
え
る
犠
牲

者
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
建
立
さ

れ
ま
し
た
。 

公
園
内
で
は
四
季
折
々
の
花
が

楽
し
め
ま
す
。
六
月
の
頃
に
は
ア

ジ
サ
イ
が
咲
き
、
特
に
、
原
種
と

い
わ
れ
る
ガ
ク
ア
ジ
サ
イ
が
至
る

と
こ
ろ
で
見
ら
れ
ま
す
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

「
・
・
・
眼
下
に
は
、
群
青
の

浦
賀
水
道
が
光
る
。
甲
板
に
白
波

を
の
せ
、
船
底
を
海
中
深
く
没
し

て
、
タ
ン
カ
ー
が
走
る
。
残
さ
れ

た
一
筋
の
航
跡
が
美
し
い
。 

周
囲
の
林
は
、
鬱
蒼
と
し
て
陰

い
。 こ

ん
な
近
く
に
、
こ
れ
ほ
ど
素

晴
ら
し
い
自
然
が
あ
ろ
う
と
は
。

ま
こ
と
に
う
れ
し
い
誤
算
だ
っ
た
。 

白
い
三
角
の
石
の
壁
に
は
、
戦

没
船
員
の
霊
を
祀
る
と
い
う
。
屈

折
し
て
伸
び
る
鋭
角
的
な
純
白
の

稜
線
に
、
船
と
海
と
を
こ
よ
な
く

愛
し
た
人
た
ち
の
高
潔
な
気
概
を

感
ず
る
。 

紺
碧
の
高
い
空
、
そ
の
空
を
抜

く
尖
塔
、遠
く
弧
を
描
く
水
平
線
、

深
く
濃
い
緑
、
ゆ
た
か
な
自
然
に

包
ま
れ
て
時
を
忘
れ
、
し
ば
し
平

静
な
心
に
浸
る
。
」
（
山
田
勉
・
文 

 

横
須
賀
風
物
百
選
よ
り
） 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
年
）、

こ
の
よ
う
な
報
わ
れ
る
こ
と
も
な

く
眠
る
多
く
の
海
難
犠
牲
者
の
霊

を
慰
め
、
長
く
後
世
に
伝
え
る
と

と
も
に
、
海
上
平
和
の
願
い
を
込

め
て
、
日
本
殉
職
船
員
顕
彰
会
が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭

和
四
十
六
年
に
は
「
戦
没
船
員
の

碑
」
と
呼
ば
れ
る
慰
霊
碑
が
建
立

さ
れ
ま
し
た
。
碑
文
に
は
、「
安
ら

か
に 

ね
む
れ 

わ
が
友
よ 

波
静
か

な
れ 

と
こ
し
え
に
」
と
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。
毎
年
五
月
に
は
全
国
か

ら
集
ま
っ
た
遺
族
ら
関
係
者
に
よ

り
「
戦
没
・
殉
職
船
員
追
悼
式
」

が
営
ま
れ
、
献
花
台
に
白
菊
を
手

向
け
て
平
和
と
海
難
事
故
防
止
へ

の
誓
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

ま
た
、付
設
の
祈
念
碑
と
し
て
、

建
立
当
時
の
皇
太
子
・
同
妃
殿
下

（
現
在
の
上
皇
、
上
皇
后
）
に
よ

る
歌
碑
の
ほ
か
、
船
の
錨
、
人
魚

と
た
わ
む
れ
る
青
年
の
像
な
ど
の

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。 

         

例
年
六
月
に
は
、
横
須
賀
観
光

協
会
主
催
の
「
戦
没
殉
職
船
員
忌

俳
句
大
会
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、

俳
句
愛
好
者
が
集
い
、
多
く
の
作

品
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨
年

六
月
八
日
の
大
会
発
表
作
品
か
ら

一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 慟
哭
の
水
夫
像
濡
ら
す
虎
が
雨 

昭 

子 

魂
眠
る
海
茫
々
と
船
員
忌 

初 

子 

船
員
忌
終
夜
を
灯
す
澪
標 

榮 

一 

身
を
尽
く
し
散
り
し
御
霊
や
船
員
忌 

み
さ
子 

紫
陽
花
や
幼
き
頃
の
手
毬
歌 久 

雄 

能
楽
の
奉
納
清
し
船
員
忌 

昭 
 

船
員
忌
母
呼
ぶ
声
を
託
す
波 

豊 
 

ひ
と
声
は
甲
高
き
経
青
葉
木
兎 

佳 

子 

安
ら
か
な
母
の
胎
内
船
員
忌 千 

恵  

※
昨
年
の
台
風
15
号
、
19
号
の

影
響
に
よ
り
、
園
内
に
は
倒
木
被

害
が
み
ら
れ
、
一
部
の
道
路
に
立

入
禁
止
箇
所
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。 

（
芳
賀
久
雄
） 
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戦
時
中
に
は
、
商
船
や
漁
船
な
ど
の
民
間
船
も
軍
に
徴
用
さ
れ
て
輸
送

船
な
ど
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
軍
人
以
外
に
も
、
た
い
へ
ん
多
く
の

船
員
が
犠
牲
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

が
船
員
が
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な
っ
た
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●
マ
リ
ナ
ー
号
来
航
● 

 
 

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）
閏
四
月
八

日
朝
、
城
ケ
島
沖
を
航
行
し
て
い
る
異
国

船
を
漁
師
が
見
つ
け
、
三
崎
に
あ
っ
た
浦

賀
奉
行
所
の
出
張
所
で
あ
る
御
役
宅
へ
届

け
出
た
。
三
崎
役
宅
か
ら
報
告
を
う
け
た

浦
賀
奉
行
所
は
、
三
浦
半
島
で
警
備
に
あ

た
っ
て
い
る
彦
根
・
川
越
と
房
総
半
島
側

の
警
備
を
し
て
い
る
忍
・
会
津
の
四
藩
へ

異
国
船
接
近
の
一
報
を
伝
え
た
。
そ
し
て

奉
行
所
か
ら
も
見
届
け
番
船
を
出
し
た
。

彦
根
藩
、
忍
藩
も
す
ぐ
に
警
備
船
を
出
し

て
い
る
。 

異
国
船
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
マ
リ
ナ
ー

号
で
、
船
の
左
右
に
六
挺
ず
つ
と
前
方
に

一
挺
の
大
筒
を
備
え
、
艦
長
の
マ
ゼ
ソ
ン

中
佐
以
下
一
一
〇
名
が
乗
り
組
ん
で
い
た
。

浦
賀
奉
行
所
か
ら
の
番
船
に
は
、
与
力
・

同
心
と
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
通
詞
が
乗

り
込
み
、
マ
リ
ナ
ー
号
へ
向
か
っ
た
。
マ

リ
ナ
ー
号
に
は
林
阿
多
（
り
ん
あ
と
う
）

と
名
乗
る
日
本
語
が
話
せ
る
者
が
お
り
、

奉
行
所
の
役
人
が
質
問
す
る
前
に
「
お
侍

さ
ん
、
あ
な
た
方
は
江
戸
か
ら
来
た
の
で

す
か
、
浦
賀
の
お
役
人
で
す
か
？
」
と
尋

ね
て
来
た
の
で
、
浦
賀
の
役
人
で
あ
る
旨

を
伝
え
た
。
来
航
の
目
的
は
不
足
し
た
薪

水
や
食
料
の
補
給
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

彼
ら
の
真
の
目
的
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。

日
本
語
が
通
用
し
た
こ
と
も
影
響
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
、
浦
賀
奉
行
所
サ
イ
ド
は
友

好
的
な
態
度
を
示
し
、
マ
リ
ナ
ー
号
の
希

望
通
り
千
代
ヶ
崎
沖
ま
で
引
き
船
で
曳
航

し
て
い
る
。
こ
の
停
泊
地
に
マ
ゼ
ソ
ン
艦

長
は
、「
今
ま
で
に
江
戸
湾
に
来
航
し
た
ど

の
外
国
船
よ
り
も
、
三
マ
イ
ル
も
前
進
し

た
地
点
ま
で
近
づ
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
。」

と
喜
ん
で
い
る
。 

翌
九
日
、
与
力
・
田
中
信
吾
ら
が
通
詞

と
と
も
に
再
び
マ
リ
ナ
ー
号
を
訪
れ
た
。

水
や
食
料
を
差
し
入
れ
、
退
去
を
促
し
た

が
一
向
に
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
久
里
浜
沖
に
あ
る
「
あ

し
か
島
」
周
辺
の
測
量
を
は
じ
め
、
つ
い

に
は
『
あ
し
か
島
』
へ
上
陸
し
て
、
ス
ケ

ッ
チ
ま
で
始
め
た
。
こ
れ
は
彼
ら
に
と
っ

て
は
当
然
の
行
為
で
あ
っ
た
。な
ぜ
な
ら
、

江
戸
湾
お
よ
び
下
田
周
辺
を
測
量
す
る
こ

と
が
本
来
の
目
的
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。 

奉
行
所
は
十
日
に
も
測
量
を
や
め
て
退

去
す
る
よ
う
促
す
が
、マ
ゼ
ソ
ン
船
長
は
、

阿
多
を
通
じ
て
「
浦
賀
奉
行
を
私
た
ち
の

船
へ
招
待
し
た
い
。
そ
し
て
私
た
ち
の
上

陸
を
許
可
し
て
欲
し
い
。」
と
奉
行
に
会
見

を
求
め
て
く
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。 

日
本
語
の
通
訳
の
阿
多
に
つ
い
て
、「
年

齢
は
四
〇
才
ぐ
ら
い
、
服
装
は
イ
ギ
リ
ス

服
で
あ
る
が
、
髪
の
毛
は
黒
で
肌
や
眼
の

色
は
日
本
人
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

言
葉
も
日
本
人
の
方
言
を
話
す
者
よ
り
ず

っ
と
わ
か
り
や
す
い
。
」と
の
記
録
が
あ
る
。

こ
の
阿
多
と
い
う
人
物
の
正
体
は
、
実
は

モ
リ
ソ
ン
号
来
航（
一
八
三
七
年
）
時
に
、

漂
流
民
と
し
て
日
本
に
送
還
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
尾
張
廻
船
・
宝
順
丸
の
乗

組
員
・
音
吉
で
あ
っ
た
。
モ
リ
ソ
ン
号
事

件
後
の
音
吉
は
日
本
に
は
戻
ら
ず
、
上
海

で
日
本
人
漂
流
民
の
保
護
活
動
を
し
て
い

た
と
い
う
。 

マ
ゼ
ソ
ン
艦
長
は
「
ウ
ラ
ガ
の
人
口
は

ニ
万
人
で
、
帝
国
の
首
都
の
鍵
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
江
戸
へ
往
来
す
る
あ
ら
ゆ
る

日
本
の
船
は
、
こ
こ
の
税
関
を
通
過
す
る

必
要
が
あ
り
、
こ
こ
が
独
自
の
判
断
で
操

作
す
る
と
首
都
の
商
業
は
完
全
に
止
ま
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
」と
浦
賀
港
の
重
要

性
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
江
戸
に

む
か
っ
て
十
分
に
武
装
し
た
蒸
気
船
で
航

行
を
試
み
る
べ
き
で
あ
り
、
私
が
知
り
得

た
と
こ
ろ
で
は
、
江
戸
の
五
マ
イ
ル
以
内

ま
で
は
航
行
が
可
能
で
あ
る
。」
と
報
告
し

て
い
る
。 
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土
史
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山
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詔
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鈴
木 

ひ
ろ 
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俳
句
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散
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道
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２０２０年は 

「浦賀奉行所 
開設 300 周年」 

 

 

歴
史 

語
ら
い
座

笑 話 一 題
 

一
年
前
、
ご
縁
あ
っ
て
私
は
、
こ
の
分
館
で

働
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
影
響
か
、
休
日
に
は

資
料
館
や
昔
の
く
ら
し
を
展
示
す
る
民
藝
館
に

出
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

島
根
県
大
田
市
の
石
見
銀
山
資
料
館
で
は

「
井
戸
平
左
衛
門
」
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り

ま
し
た
。
分
館
で
井
戸
石
見
守
の
こ
と
を
知
っ

た
ば
か
り
な
の
で
こ
の
二
人
の
関
係
は
？
と
興

味
を
持
ち
ま
し
た
が
、
活
躍
の
時
代
は
違
う
よ

う
で
、
こ
ち
ら
の
井
戸
様
は
、
さ
つ
ま
芋
の
栽

培
を
奨
励
し
、享
保
の
飢
饉
か
ら
領
民
を
救
い
、

「
い
も
代
官
」
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
た
そ
う

で
す
。
平
左
衛
門
ゆ
か
り
の
井
戸
神
社
は
、
明

治
四
四
年
に
建
設
さ
れ
、
そ
こ
に
渋
沢
栄
一
が

金
百
円
を
寄
付
し
た
そ
う
で
す
。
渋
沢
も
浦
賀

ゆ
か
り
の
人
と
知
っ
た
の
で
嬉
し
い
発
見
で
し

た
。 後

日
、
富
岡
製
糸
場
を
見
学
し
た
ら
設
立
当

時
の
三
〇
歳
代
の
颯
爽
と
し
た
若
い
渋
沢
栄

一
の
写
真
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

旅
先
で
出
会
う
『
小
さ
な
お
宝
探
し
』
を
じ

っ
く
り
楽
し
ん
で
い
き
た
い
で
す
。 

 
 
 
 

な
な
丸 

 

今から300年前の享保５年（１７２０

年）、伊豆下田から奉行所が浦賀

へ移されました。浦賀奉行所は、船

改めや海難救助、地方役所として

の仕事を担うとともに異国船から江

戸を守るための海防の最前線とし

ての役割を果たしました。 

 


