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浦
賀
港
引
揚
記
念
の
碑 

船
所
の
巨
大
な
ク
レ
ヸ
ン
や
い
く

つ
か
の
建
物
が
な
く
な
っ
た
浦
賀

港
に
、
静
か
な
時
間
が
流
れ
て
い

ま
す
。 

六
十
年
ほ
ど
前
に
、
船
の
上
か

ら
熱
い
思
い
で
、
こ
の
浦
賀
の
町

並
や
山
々
を
眺
め
た
人
た
ち
が

い
ま
し
た
。 

浦
賀
港
は
、
先
の
大
戦
終
結

後
、
中
国
大
陸
や
南
方
諸
地
域

な
ど
か
ら
五
十
六
万
余
人
の
引

揚
者
（軍
人
、
軍
属
、
一
般
邦
人
） 

を
受
け
入
れ
た
引
揚
指
定
港
で

し
た
。
こ
の
数
は
全
国
で
十
二
港

あ
っ
た
引
揚
指
定
港
の
中
で
も
四

番
目
に
多
い
人
数
で
し
た
。 

浦
賀
引
揚
げ
の
第
一
船
は
、

現
在
横
浜
港
に
係
留
さ
れ
て
い

る
氷
川
丸
で
、
昭
和
二
十
年
十

月
七
日
に
入
港
し
ま
し
た
。
そ
の

後
も
続
々
と
引
揚
船
が
入
港
し

ま
し
た
が
、
栄
養
失
調
や
マ
ラ
リ

ヤ
等
に
よ
り
死
亡
者
が
続
出
す

る
と
い
う
悲
惨
な
状
況
で
し
た
。 

特
に
、
引
揚
げ
が
始
ま
っ
て
間

も
な
く
、
引
揚
船
内
で
コ
レ
ラ
が

発
生
し
、
検
疫
の
た
め
上
陸
を
一 

時
中
断
さ
す
て
引
揚
船
を
沖
止

め
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
帰
還
を

目
前
に
多
く
の
人
が
船
内
や
病

院
で
亡
く
な
ら
れ
、
遺
体
の
多

く
は
検
疫
所
（現
在
の
久
里
浜
少

年
院
）構
内
で
荼
毘
に
付
さ
れ
ま

し
た
。 

昭
和
二
十
五
年
三
月
、
初
代

久
里
浜
刑
務
所
長
に
よ
り
、
火

葬
に
利
用
し
た
大
谷
石
を
組
み

込
ん
だ
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
、

現
在
も
少
年
院
で
管
理
し
て
い

ま
す
。 

平
成
十
四
年
八
月
に
「
中
島

三
郎
助
と
遊
ぶ
会
」及
び
「浦
賀

探
訪
く
ら
ぶ
」が
開
催
し
た
浦
賀

港
引
揚
船
写
真
展
を
き
っ
か
け

に
、
地
元
浦
賀
で
の
関
心
が
高
ま

っ
て
き
ま
し
た
。
供
養
塔
の
移
築

に
つ
い
て
の
要
望
も
あ
り
ま
し
た

が
、
地
元
関
係
者
等
の
熱
意
と

ご
協
力
も
あ
っ
て
、
当
時
の
上
陸

地
付
近
で
あ
っ
た
西
浦
賀
み 

 

〔語
る
人
〕竹
内
吉
澄
さ
ん
（た
け
う
ち
ス
ト
ア
ー
） 

「鴨
居
」の
地
名
の
由
来
は
、
漢

字
そ
の
ま
ま
で
「鴨
」の
い
る
と
こ

ろ
、
ア
イ
ヌ
語
で
神
を
表
す
「
カ

ム
イ
」
が
転
じ
た
も
の
、
日
本
語

で
「鴨
」は
神
様
の
こ
と
で
神
様
の

居
る
と
こ
ろ
の
「か
み
い
」が
訛
っ

た
も
の
な
ど
諸
説
が
あ
っ
て
確
定

す
る
の
は
難
し
い
。
ま
た
、
字
名

は
鎮
守
様
で
あ
る
八
幡
神
社
を

中
心
に
名
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の

が
多
い
。
例
え
ば
、
神
社
の
あ
る

と
こ
ろ
は
「宮
原
」、
そ
の
東
側
は

「東
」、
そ
こ
か
ら
山
を
ひ
と
つ
越

し
た
と
こ
ろ
は
「腰
越
」、
北
側
は 

「
北
方
」
、
西
の
一
番
は
ず
れ
は

「脇
方
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

 

脇
方
は
漁
師
町
と
し
て
以
前
は

と
て
も
賑
や
か
で
あ
っ
た
。
そ
の

中
通
り
で
一
番
古
い
と
い
う
お
店

の
竹
内
さ
ん
（八
代
目
）に
話
を
聞

い
て
み
た
。
「こ
の
先
の
岬
を
鳥
ヶ 

崎
と
い
い
、
そ
こ
に
は
江
戸
時
代

に
台
場
が
築
か
れ
た
。
そ
の
当
時

何
か
役
所
の
仕
立
物
を
し
て
い
た

ら
し
く
、
『し
た
て
や
』と
い
う
屋

号
で
呼
ば
れ
て
い
た
」と
い
う
。 

 

店
の
裏
に
は
、
現
在
も
明
治
時

代
に
建
て
ら
れ
た
石
蔵
が
残
っ
て

い
る
。
親
戚
に
は
商
店
を
営
ん
で

い
る
人
が
多
く
、
横
須
賀
の
ス
ヸ

パ
ヸ
発
祥
地
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。 ま

た
、
こ
こ
に
は
江
戸
時
代
後 

現在の脇方の中通り 

 

石碑の裏の碑文 → 

碑文の原文 ↓ 

九
月
の
浦
賀
の

祭
礼
が
終
わ
る
と

一
気
に
秋
本
番
。

浦
賀
の
町
は
ど
こ

の
町
内
会
も
こ
の

祭
礼
に
季
節
は
秋

に
な
り
ま
し
た

が
、
浦
賀
に
は
春

が
訪
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
今
月

七
日
に
成
し 

祭
礼
に
全
精
力
を
つ
ぎ
込
み

ま
す
の
で
、
心
身
と
も
に
秋
風

が
吹
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

し
か
し
、
百
四
十
年
前
の
慶

応
三
年
、
東
西
浦
賀
の
祭
礼
か

ら
ち
ょ
う
ど
一
ヵ
月
後
の
十
月

半
ば
に
、
西
叶
神
社
の
前
の
商

店
に
お
札
が
降
っ
た
こ
と
か

ら
、
十
二
月
に
か
け
て
も
う
一

度
、
い
や
例
年
の
祭
礼
の
何
倍

も
の
大
き
な
お
祭
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
四
ヶ
月
後

に
は
浦
賀
奉
行
所
の
火
が
消

え
、
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。 

今
年
、
祭
礼
の
日
に
私
の
家

を
訪
れ
た
友
人
が
「こ
の
エ
ネ
ル

ギ
ヸ
が
あ
れ
ば
、
浦
賀
は
変
え

ら
れ
る
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。 今

の
浦
賀
に
、
誰
が
い
つ
ど

ん
な
お
札
を
降
ら
す
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。 

（山
本
） 
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町 

内 

の 

歴 

史 

な
と
緑
地
内
に
、
新
た
な
記
念

碑
を
設
置
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。 

浦
賀
港
に
は
往
時
を
し
の
ぶ

史
跡
が
な
い
こ
と
か
ら
、
横
須
賀

市
で
は
市
制
百
周
年
を
迎
え
る

に
当
た
り
浦
賀
港
が
引
揚
指
定

港
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
引
揚

船
内
に
お
い
て
コ
レ
ラ
が
発
生
し

て
故
郷
を
目
前
に
多
く
の
方
々

が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
等
の
歴 

※
除
幕
式 

十
月
七
日
（土
） 

十
時
三
十
分
～ 

於
・西
浦
賀
み
な
と
緑
地 

※
浦
賀
港
引
揚
船
関
連
写
真
展 

十
月
二
日
（月
）～ 

十
月
七
日
（土
） 

於
・浦
賀
行
政
セ
ン
タ
ー 

 

恒久平和の願い後世に！ 

横
須
賀
市
は
、
悲
惨
な
歴
史
の
再
認
識
と
、
五

十
六
万
余
人
の
引
揚
者
や
市
民
の
思
い
、
そ
し
て

恒
久
平
和
の
願
い
を
後
世
に
語
り
継
ぐ
た
め
に
、

西
浦
賀
み
な
と
緑
地
に
浦
賀
港
引
揚
記
念
の
碑

を
設
置
し
、
除
幕
式
を
十
月
七
日(

土)

に
行
な
う
。 

陸
軍
桟
橋
で
、

釣
り
糸
を
垂
れ
る

人
が
い
ま
す
。 

造 

史
を
再
認
識
し
、
恒
久
平
和
の

願
い
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
記

念
碑
を
設
置
す
る
も
の
で
す
。 

記
念
碑
は
、
上
石
ヷ
中
石
ヷ
基

礎
石
で
構
成
さ
れ
、
材
質
は
御

影
石
で
、
上
か
ら
茶
系
ヷ
赤
系
ヷ

白
系
で
す
。
大
き
さ
は
、
基
礎
石 

を
含
め
て
、
幅

三
ヷ
二
五
㍍
、

高
さ
一
ヷ五
㍍

で
す
。 

上
石
は
、
引

揚
船
と
し
て

使
わ
れ
た
リ
バ

テ
ィ
ヸ
型
貨

物
船
を
イ
メ

ヸ
ジ
し
て
い
ま

す
。
リ
バ
テ
ィ

ヸ
型
貨
物
船

は
、
引
揚
船
が

不
足
し
た
た

め
、
引
揚
輸
送

に
目
途
が
立

た
ず
に
い
た
と

こ
ろ
米
軍
か

ら
貸
与
さ
れ

た
も
の
で
す
。 

（市
民
生
活
課
） 

 

 

 

浦賀港引揚記念の碑完成予定図（合成写真） 

鴨
居
二
丁
目
（
脇
方
） 

東西風風  

 

わ
き 

 

が
た 

期
か
ら
伝
承
さ
れ
、
昭

和
四
十
年
代
に
「と
っ
ぴ

き
ぴ
ヸ
お
ど
り
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
仮

面
里
神
楽
が
あ
っ
た
が
、

現
在
は
残
念
な
が
ら
後

継
者
が
な
く
休
止
状
態

に
な
っ
て
い
る
。 

 

 

浦賀文化センターの住所が住所表示変更により 

10月28日から変わります。 

新住所：横須賀市浦賀 ７－２－１ 
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浦賀の植物 

「こ
れ
は
一
体
何
じ
ゃ
ろ
う
？
」

と
い
う
の
で
誰
か
が
「ナ
ン
ジ
ャ

モ
ン
ジ
ャ
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
か
ら
ナ
ン
ジ
ャ
モ
ン
ジ
ャ
の

木
の
名
前
が
流
布
。
で
す
か
ら

ナ
ン
ジ
ャ
モ
ン
ジ
ャ
の
木
は
一
つ

の
木
を
言
い
表
す
の
で
は
な
く

名
前
の
わ
か
ら
な
い
も
の
、
ホ

ル
ト
ノ
キ(

モ
ガ
シ
）で
あ
っ
た
り

カ
ツ
ラ
ヷ
ク
ス
ノ
キ
ヷ
バ
ク
チ
ノ

キ
ヷヒ
ト
ツ
バ
タ
ゴ
な
ど
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
で
ナ
ン
ジ
ャ
モ
ン
ジ
ャ

の
木
と
呼
ば
れ
た
の
で
し
ょ

う 

が
、
伐
ら
れ
た

株
の
前
に
立
っ

た
と
き
五
百

年
は
生
き
て
い

る
巨
樹
に
何

か
圧
倒
さ
れ

神
秘
的
な
も

の
を
感
じ
さ

す
る
木
に
思

え
ま
し
た
。 

こ
の
木
を
見

て
い
た
人
々
は 

変
化
等
に
よ
り
大
き
な
団
地

が
立
ち
、
ま
た
住
宅
開
発
の
た

め
風
向
き
が
か
わ
り
、
乾
燥
し

た
風
と
共
に
強
風
が
吹
き
つ
け

る
よ
う
に
な
り
危
険
の
た
め
に

や
む
な
く
伐
っ
た
と
の
こ
と
。

ま
た
、
『直
径
２
㍍
、
幹
の
ま
わ

り
６
㍍
は
く
だ
ら
な
い
』
と
、

き
こ
り
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
し

た
よ
と
長
島
さ
ん
の
言
。 

こ
の
木
は
強
い
の
で
枯
死
す

る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す 

 

今
か
ら
十
八
年
前
の
平
成

元
年
三
月
に
、
市
は
天
然
記
念

物
に
ホ
ル
ト
ノ
キ
（
モ
ガ
シ
）
を

含
む
自
然
林
を
指
定
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
川
間
、
西
浦
賀
の

谷
間
に
あ
る
長
島
さ
ん
の
裏

山
に
自
生
し
て
い
ま
す
。 

大
木
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
ホ

ル
ト
ノ
キ
（
モ
ガ
シ
）
、
今
は
伐

ら
れ
幹
だ
け
が
岩
の
よ
う
に
突

っ
立
っ
て
い
ま
す
（写
真
）。
こ
の

地
域
も
都
市
化
ヷ自
然
環
境
の 

枝を伐られたホルトﾉキ（モガシ） 
 

ホ
ル
ト
ノ
キ
（モ
ガ
シ
）  

ホ
ル
ト
ノ
キ
科 

ナ
ン
ジ
ャ
モ
ン
ジ
ャ
の
木 

大
前
悦
宏 

横
須
賀
植
物
会
会
員 

神
奈
川
県
植
物
誌
調
査
員 
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笑
話
一
題 

歴
史 

語
ら
い
座
・浦
賀 

⑧ 

郷
土
史
家 

山
本
詔
一 

 

現
代
に
生
き
る
「ス
ロ
ー 

ラ
イ
フ
」の
原
点
を
探
る
！ 

人
々
は
、
め
ぐ
り
来
る
季
節
の

変
化
を
受
け
止
め
る
よ
う
に
、

「
生
老
病
死
」
に
向
き
合
い
、
暮

ら
し
の
中
で
小
さ
な
楽
し
み
を

生
み
出
し
、
安
ら
ぎ
を
得
て
、
や

が
て
極
楽
を
信
じ
て
死
ん
で
い

く
。
人
間
本
来
の
リ
ズ
ム
に
合
っ

た
生
き
方
、
暮
ら
し
方
への
時
代

を
越
え
た
メ
ッ
セ
ヸ
ジ
。 

『幕
末
の
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
』 

 

― 

浜
浅
葉
日
記
が
描
く 

農
民
の
暮
ら
し 

― 

辻
井
善
禰
著 

夢
工
房 

『道
具
と
暮
ら
し
の
江
戸
時
代
』 

小
泉
和
子
著 

吉
川
弘
文
館 

道
具
の
リ
サ
イ
ク
ル
に 

江
戸
時
代
の
知
恵
を
学
ぶ 

江
戸
時
代
は
一
般
庶
民
ま

で
生
活
が
向
上
し
、
様
々
な
日

常
生
活
の
道
具
が
発
達
し
た
。

箪
笥
、
樽
、
厨
房
具
な
ど
の
家

財
道
具
を
通
し
て
、
暮
ら
し
や

社
会
を
再
現
。
道
具
の
徹
底
し

た
利
用
方
法
は
、
現
代
の
物
質

万
能
主
義
の
社
会
に
警
鐘
を

鳴
ら
す
。 

 

生
ま
れ
も
育
ち
も
浦
賀
な

の
に
地
元
の
歴
史
に
つ
い
て
何

も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
自
分

な
が
ら
呆
れ
て
い
ま
す
。 

縁
あ
っ
て
浦

賀
文
化
セ
ン
タ

ヸ
に
関
わ
る
よ

う
に
な
り
、
必 

要
に
迫
ら
れ
て
浦
賀
の
歴
史

を
勉
強
中
の
身
で
す
。
セ
ン
タ

ヸ
に
あ
る
中
島
三
郎
助
の
招

魂
碑
の
拓
本
を
見
て
、
小
学
生 

が
「中
島
君
だ
っ
て
！
お
前
の

こ
と
が
書
い
て
あ
る
ぞ
！
」

と
叫
ん
で
い
ま
し
た
が
、
今
の

私
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
す
。
ち
ょ 

っ
と
ず
つ
で
す
が

今
ま
で
気
が
つ

か
な
か
っ
た
も
の

が
み
え
て
き
た 

気
が
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
史

跡
め
ぐ
り
に
最
適
な
季
節
が

訪
れ
ま
す
。
お
で
か
け
に
な

ら
れ
て
は
い
か
が
で
す
か
。 

 

蔵 

書 

う
。
共
通
す
る
の
は
い
ず
れ
も
巨

樹
で
あ
り
「大
木
」信
仰
が
そ
こ

に
は
あ
っ
た
と
お
も
い
ま
す
。 

花
は
白
色
で
七
～
八
月
に
か

け
て
咲
き
ま
す
。
果
実
は
オ
リ

ヸ
ブ
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
葉
は

成
熟
す
る
と
紅
色
に
な
り
ま

す
。
ホ
ル
ト
ノ
キ
は
外
国
産
の
樹

木
で
は
な
く
千
葉
南
部
か
ら
神

奈
川
県
が
分
布
の
北
限
で
主
に

海
岸
に
近
い
森
林
の
中
に
自
生

し
て
い
ま
す
。
国
内
に
二
種
、
横

須
賀
市
に
は
そ
の
う
ち
の
一
種

が
あ
り
ま
す
。 

別
名
モ
ガ
シ
は
鹿
児
島
県
地
方

の
方
言
で
一
名
ズ
ク
ノ
キ
ヷズ
ル
ノ

キ
ヷシ
ラ
キ
ヷハ
ボ
ソ
ノ
キ
ヷシ
ロ
キ
ヷ

シ
ロ
ギ
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

『さ
む
ら
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
』 

三
浦
安
針
の
生
き
た
時
代 

ジ
ャ
イ
ル
ズ
・ミ
ル
ト
ン
著 

菊
池
誠
子
訳 

原
書
房 

色
と
欲
と
血
に
ま
み
れ
た 

日
欧
異
文
化
交
流
。
そ
の
渦
中

を
生
き
た
強
烈
な
人
間
群
像
が

読
む
人
の
心
を
躍
ら
す
る
。 

魅
力
的
な
文
章
を
楽
し
み
な

が
ら
鎖
国
以
前
の
複
雑
な
対
外

関
係
史
を
理
解
す
る
の
に
参
考

に
な
る
。 

明

治

三

九

（
一
九
〇
六
）
年

六
月
、
浦
賀
町 

長
ヷ
川
島
平
蔵
は
町
議
会
の
決
議
に
基

き
、
横
須
賀
線
の
延
長
を
請
願
し
た
。
神

奈
川
県
も
こ
れ
を
受
け
て
、
詮
議
を
し
た

上
で
、
浦
賀
の
願
い
を
鉄
道
局
へ上
告
す

る
こ
と
を
決
め
た
。 

は
全
国
で
な
お
一
層
急
を
要
す
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
か
つ
財
政
的
に
も
余
裕

が
な
い
の
で
」と
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

鉄
道
局
が
あ
っ
さ
り
と
断
っ
た
背
景

に
は
、
明
治
二
八
年
に
認
可
し
た
相
海

鉄
道
の
予
定
路
線
と
重
な
る
部
分
が

多
い
こ
と
が
あ
っ
た
。 

う
理
由
か
ら
地
域
住
民
は

鉄
道
を
渇
望
し
た
の
で
あ
っ

た
。 し

か
し
、
鉄
道
局
に
は
「浦

賀
町
民
の
意
向
は
よ
く
わ
か

り
ま
す
が
、
鉄
道
局
と
し
て

は
全
国
で
な
お
一
層
急
を
要

す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か
つ 

鉄 道 延 長 願 い 

鉄
道
の
延
長
を
求
め
た
背
景
に

は
、
横
須
賀
ヷ豊
島
町
の
人
口
が
増

加
し
、
そ
の
勢
い
は
浦
賀
方
面
に
も

及
び
つ
つ
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
浦
賀

ド
ッ
ク
は
従
事
す
る
職
工
だ
け
で

も
二
千
五
百
余
名
に
達
し
て
お

り
、
日
一
日
と
繁
栄
し
、
し
か
も

浦
賀
周
辺
に
は
観
音
崎
砲
台
を
は

じ
め
、
い
く
つ
か
の
砲
台
、
重
砲
兵

学
校
が
置
か
れ
、
軍
事
的
に
も
近

代
工
業
的
に
も
要
衝
地
で
あ
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
た
。 

さ
ら
に
、
浦
賀
に
は
多
く
の
船

舶
が
出
入
り
し
、
東
京
を
始
め
三

崎
や
房
総
か
ら
の
玄
関
口
に
あ

り
、
そ
の
便
数
が
増
大
傾
向
に
あ

る
。
こ
う
し
た
状
況
に
も
拘
ら
ず

横
須
賀
と
の
交
通
機
関
が
馬
車
ヷ

人
力
車
等
の
み
で
は
輸
送
力
の
欠

乏
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

ま
た
、
当
時
建
て
ら
れ
て
間
も
な
い
ペ

リ
ヸ
の
上
陸
記
念
碑
や
下
浦
海
岸
の
景

勝
を
訪
れ
る
内
外
の
人
も
増
え
る
傾
向

に
あ
る
。 

こ
れ
は
浦
賀
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
強

い
て
言
え
ば
三
浦
半
島
の
繁
栄
消
長
に

一
大
影
響
を
及
ば
す
こ
と
に
な
る
と
い 

 

相
海
鉄
道
は
、
当
時
京
都
に
し

か
走
っ
て
い
な
か
っ
た
電
気
鉄
道

で
、
横
浜
か
ら
金
沢
を
経
由
し
て

横
須
賀
、
浦
賀
、
三
崎
ま
で
通
じ
る

計
画
で
認
可
さ
れ
た
鉄
道
で
あ
っ
た
。 

こ
の
計
画
に
対
し
て
、
浦
賀
、
豊

島
、
横
須
賀
の
町
長
が
合
同
で
、
鉄

道
は
道
路
の
中
央
を
走
る
の
か
、

電
柱
を
立
て
る
の
か
、
車
両
は
一

両
か
連
結
か
、
駅
を
設
け
る
の
か
、

荷
物
は
運
ぶ
の
か
、
な
ど
九
項
目

の
質
問
を
し
た
。 

人
家
が
密
集
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
道
路
中
央
を
走
る
が
、
そ
の
他

は
道
路
の
片
隅
を
走
り
、
架
線
を

張
る
の
で
電
柱
を
立
て
、
駅
を
建

築
す
る
か
は
未
定
で
あ
る
が
、
荷

物
よ
り
乗
客
を
中
心
の
方
向
で
あ

る
と
答
え
た
。
し
か
し
、
村
を
突
っ

切
る
こ
の
鉄
道
に
は
反
対
者
が
多

く
い
た
。 

 

 

第7代浦賀町長 川島平蔵 


