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『
中
島
三
郎
助
招
魂
碑
』 

浦
賀
の
シ
ン
ボ
ル
の
一
つ
で
あ

り
横
須
賀
市
で
最
も
古
い
公
園

で
あ
る
愛
宕
山
公
園
、
そ
の
愛
宕

山
の
い
た
だ
き
に
「中
島
君
招
魂

碑
」が
あ
り
ま
す
。
中
島
三
郎
助

を
敬
愛
し
て
や
ま
な
い
浦
賀
の

商
人
や
奉
行
所
時
代
の
知
人
が

中
心
と
な
り
、
幕
臣
と
し
て
世

を
去
っ
た
三
郎
助
の
名
誉
回
復

と
追
悼
、
そ
し
て
彼
を
称
え
る
た

め
に
二
十
三
回
忌
を
期
し
て
愛

宕
山
公
園
を
造
設
し
建
設
し
た

石
碑
で
す(

一
八
九
一)

。 

三
郎
助
は
、
近
代
化
への
嵐
が

吹
き
荒
れ
る
激
動
の
時
代
に
浦

賀
奉
行
所
の
役
人
と
し
て
、
武
士

と
し
て
忠
実
に
生
き
た
人
で
あ

り
、
ま
た
、
技
術
者
と
し
て
近
代

日
本
に
お
け
る
造
船
の
幕
開
け

を 

を
担
っ
た
一
人
で
す
。 

 

奉
行
所
与
力
の
子
と
し
て
生
ま

れ
た(

一
八
二
一)

三
郎
助
は
、
十

四
才
で
与
力
見
習
と
し
て
出
仕

し
て
い
ま
す
。
出
仕
後
ま
も
な
く

起
こ
っ
た
ア
メ
リ
カ
船
モ
リ
ソ
ン

号
の
砲
撃
事
件(

一
八
三
七)

を

目
の
当
た
り
に
し
海
防
問
題
に

大
き
な
関
心
を
抱
き
、
大
型
軍

艦
の
必
要
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。 

こ
の
間
、
槍
術
・宝
蔵
院
高
田

流
、
剣
術
・天
然
理
心
流
の
免
許

皆
伝
、
幕
府
砲
術
方
田
付
流
お

よ
び
荻
野
流
の
免
許
皆
伝
、
さ

ら
に
、
西
洋
式
砲
術
の
高
島
流
の

免
許
を
一
年
で
取
得
す
る
と
と

も
に
、
大
砲
鋳
造
・砲
台
建
設
の

知
識
と
技
術
も
習
得
し
て
い
ま

す
。 

二
十
九
才
で
父
の
跡
番
代
り

で
与
力
職
と
な
っ
て
か
ら
、
英
船

マ
リ
ナ
ー
号(

一
八
四
九)

、
二
度

の
ペ
リ
ー
来
航(

一
八
五
三
、
四)

の
際
は
、
日
本
人
と
し
て
最
初
に

乗
船
の
機
会
を
得
て
、
艦
内
を

詳
細
に
検
分
・採
寸
し
、
質
問
を

浴
び
す
、
そ
の
熱
心
さ
に
あ
き

れ
ら
れ
ま
す
が
、
大
型
軍
艦
の

建
造
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確

か
な
も
の
と
し
て
い
ま
す
。 

三
郎
助
は
、
与
力
・外
国
応
接

掛
と
し
て
の
交
渉
に
も
そ
つ
が
無

か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
す
ん
。
こ
れ
ら
の
働
き
に
よ
り

与
力
・技
官
と
し
て
の
評
価
は
大

い
に
上
が
り
、
新
船
建
造
を
任

さ
れ
完
成
さ
す
た
の
が
、
日
本

最
初
の
洋
式
軍
艦｢

鳳
凰
丸｣(

一

八
五
四)

で
し
た
。 

幕
府
が
海
軍
力
増
強
の
た
め

に
創
設
し
た
長
崎
伝
習
所
一
回

生
と
し
て
士
官
心
得
を
は
じ
め
、

蒸
気
機
関
学
・操
作
を
履
修
、
航 

〔語る人〕 岡 昌憲さん（岡タクシー） 

浦
賀
の
駅
前
に
ち
ょ
っ
と
昔
ま
で
は
、
長
川

橋
と
い
う
橋
が
か
か
っ
て
い
た
。
現
在
は
暗
渠

に
な
っ
て
い
る
が
、
浦
賀
小
学
校
の
脇
か
ら
住

友
重
機
械
工
業(

株)

の
中
を
通
り
、
浦
賀
湾

に
注
い
で
い
た
。
こ
の
河
口
で
は
、
幕
末
に
日

本
最
初
の
洋
式
軍
艦
「
鳳
凰
丸
」
が
建
造
さ

れ
、
ま
た
、
日
本
最
初
の
ド
ラ
イ
ド
ッ
ク
が
造

ら
れ
、
「咸
臨
丸
」の
修
理
も
行
わ
れ
た
。 

昭
和
五
年
に
京
浜
急
行
（当
時
は
湘
南
電

鉄
）が
開
通
し
、
そ
の
後
久
里
浜
ま
で
の
延
長

が
計
画
さ
れ
た
が
、
地
元
の
反
対
や
経
営
上

の
事
情
で
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
昭
和

四
十
年
代
初
め
頃
ま
で
は
車
両
点
検
小
屋
が

あ
り
、
終
電
が
入
っ
て
く
る
と
そ
ろ
そ
ろ
寝

る
時
刻
だ
な
と
思
っ
て
い
た
。
今
も
そ
の
引
込

み
線
の
線
路
築
堤
跡
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
た

ま
り
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
初
代
は
自
転
車
の

販
売
や
修
理
を
し
て
い
た
が
、
新
た
に
自
動

車
二
台
を
購
入
し
て
大
津
か
ら
三
崎
ま
で
を 

輸
送
し
た
。
電
車
が
引
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ

て
浦
賀
町
で
一
番
古
い
と
い
う
タ
ク
シ
ー
会

社
を
創
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
ら
し
い
。

当
時
は
一
定
区
間
の
料
金
を
定
め
て
営
業

を
し
て
い
た
の
で
、
初
乗
り
運
賃
は
不
明
で

あ 

現
在
の
浦
賀
駅
前
付
近 

 

横
須
賀
市
制
百

周
年
の
年
が
明
け

ま
し
た
。
幕
末
期
に

日
本
の
夜
明
け
を

担
っ
た
横
須
賀
で

す 

 

す
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
商
人

の
街
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
の

が
浦
賀
で
し
た
。 

 

岬
に
浮
か
ぶ
燈
明
堂
は
、

慶
安
元
（一
六
四
八
）年
に
幕

府
の
命
に
よ
り
建
設
さ
れ
、

元
禄
五
（一
六
九
二
）年
か
ら

は
、
東
浦
賀
の
干
鰯
問
屋
に

よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
変
繁

盛
し
た
浦
賀
の
様
子
が
目
に

浮
か
び
ま
す
。 

 

昨
年
九
月
に
、
住
友
重
機

械
工
業(

株)

が
燈
明
堂
手
前

の
遊
休
地
を
「
ユ
ニ
マ
ッ
ト
」
と

い
う
総
合
レ
ジ
ャ
ー
開
発
グ
ル

ー
プ
に
移
譲
し
ま
し
た
。
造

船
工
場
の
閉
鎖
で
沈
み
か
け

て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
一
筋
の
光

明
が
見
え
始
め
た
と
も
い
え

ま
す
。 

 

横
々
道
路
の
完
成
も
見
え

始
め
て
い
る
中
で
、
浦
賀
に
新

た
な
賑
わ
い
の
風
が
吹
い
て
来

た
よ
う
な
年
明
け
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

悠
々) 
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平成１９（２００７）年１月１日（月） 

 

町 内 

の 

歴 史 

海
士
と
し
て
の
学
問
を
修
め
た

後
に
は
軍
艦
操
練
所
の
教
授
方

と
し
て
才
能
を
遺
憾
無
く
発
揮

し
て
い
ま
す
。 

時
代
が
大
き
な
う
ね
り
を
あ

げ
戊
辰
戦
争
に
突
入
し
た
と

き
、
幕
府
海
軍
の
重
鎮
と
し
て
行

動
し
、
信
念
に
基
づ
い
た
壮
絶
な

戦
い
で
二
人
の
息
子
と
十
余
名
の

同
士
と
共
に
遙
か
函
館
・千
代
ヶ

岡
の
土
に
還
っ
た
の
は
四
十
九

才
、
戊
辰
戦
争
終
結
の
二
日
前

で
し
た
。
幕
末
維
新
の
激
動
の
時

代
が
幕
を
明
け
よ
う
と
し
た
年

に
生
を
受
け
、
日
本
が
新
し
い
国

と
し
て
一
歩
を
歩
み
出
し
た
年

に
生
涯
を
閉
じ
た
と
い
え
ま
す
。 

一
方
、
三
郎
助
は
、
和
歌
・俳

諧
・漢
詩
文
な
ど
に
も
秀
で
、
特

に
浦
賀
俳
壇
で
は
「
木
鷄
」
の
俳

号
で
中
核
を
な
し
、
和
歌
号
は

「平
守
根(

ひ
ら
も
り
ね)

」と
し
て

浦
賀
文
化
人
の
一
人
と
し
て
の

存
在
を
示
し
て
い
ま
す
。
大
衆
帰

本
塚
の
碑
文
を
著
す
な
ど
、
浦

賀
の
町
の
人
々
か
ら
敬
慕
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

中
島
三
郎
助
ま
つ
り 

開
催
日 

一
月
二
十
七
日 

(

土
曜
日) 

場
所
・住
友
重
機
械
工
業(

株) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浦
賀
工
場 

  

中
島
三
郎
助
ま
つ
り
に
寄
せ
て 

中
島
三
郎
助
招
魂
碑
の
除
幕

式
に
招
か
れ
て
い
た
榎
本
武
揚
、

荒
井
郁
之
助(

三
郎
助
と
と
も
に

軍
艦
操
練
所
教
授
方
を
勤
め
、

幕
府
軍
艦
で
函
館
に
渡
っ
た
）か

ら
、
『碑
を
建
て
る
だ
け
で
は
喜

ぶ
は
ず
が
な
い
』と
の
意
見
が
出

さ
れ
、
荒
井
郁
之
助
の
提
唱
に
、

榎
本
武
揚
、
臼
井
義
兵
衛
（浦
賀

の
商
人
）ら
が
賛
同
し
た
こ
と
が

端
緒
と
な
り
開
設
さ
れ
た
の
が

「浦
賀
船
渠(

株)

」で
す(

創
立
一

八
九
七
、
操
業
開
始
一
八
九

九)

。
横
須
賀
で
民
間
が
設
立
し

た
最
初
の
大
工
場
で
浦
賀
の
町
の

発
展
に
大
い
に
寄
与
し
て
き
ま
し

た
。 

 

三
郎
助 

辞
世 

う
つ
す
み
の 

か
り
の
こ
ろ
も
を 

ぬ
き
す
て
ゝ 

名
を
や
の
こ
さ
む 

千
代
ヶ
岡
へに 

浦賀三丁目（芝生） 

東西風風  

 

【 浦賀小の前に川が流れていたのを知っていますか？ 】 

浦賀港 

浦賀文化 センター 

（ 郷土資料館 ） 
浦賀駅 から 浦賀通 りを 徒歩 10 分 

所在地 ： 横須賀市浦賀 ７ － ２ － １ 
電話 
FAX ：  ０４６ － ８４２ － ４１２１ 

京急浦賀駅 
至大津 至観音崎 

至久里浜 

  浦賀公民館 
浦賀行政 センタ  ー   浦賀 

警察署 

  市営 
プール 

浦賀文化 センター 

ﾊ ゙ ｽ 停 ･ ﾄ ゙ ｯｸ 前 

浦賀港 

浦賀文化 センター 

（ 郷土資料館 ） 
浦賀駅 から 浦賀通 りを 徒歩 10 分 

所在地 ： 横須賀市浦賀 ７ － ２ － １ 
電話 
FAX ：  ０４６ － ８４２ － ４１２１ 

京急浦賀駅 
至大津 至観音崎 

至久里浜 

  浦賀公民館 
浦賀行政 センタ  ー   浦賀 

警察署 

  市営 
プール 

浦賀文化 センター 

ﾊ ゙ ｽ 停 ･ ﾄ ゙ ｯｸ 前 

浦賀港

浦賀文化センター
（郷土資料館）

浦賀駅から浦賀通りを徒歩10分

所在地：横須賀市浦賀７－２－１
電話
FAX ：　０４６－８４２－４１２１

京急浦賀駅

至大津 至観音崎

至久里浜

　浦賀公民館

浦賀行政センタｰ 　浦賀
警察署

　市営
プール

浦賀文化センター

ﾊﾞｽ停･ﾄﾞｯｸ前

 

 

愛宕山山頂に聳え立つ 

「中島君招魂碑」 

(石版画) 

「中島三郎助文書」より 

あ
る
。
浦
賀

ド
ッ
ク
（
地

元
で
は
会
社

と
呼
ば
れ
て

い
た
）
が
な

く
な
り
、
商

店
も
次
々

と
変
わ
り
、

当
時
の
賑
わ

い
が
懐
か
し

く
感
じ
ら
れ

る
物
は
尐
な

く
な
っ
て
き

た
。 



 

 

ス
ギ
ナ
で
思
い

出
す
こ
と
、
そ

れ
は
私
の
第
二

の
故
郷
広
島
で

は
、
ス
ギ
ナ
の
こ

と
を
「
ピ
カ
ド
ン

ソ
ウ
」
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
。
ア
メ

リ
カ
に
よ
る
原

爆
投
下
後
、
科

学
者
の
一
部
の

人
々
は
草
木
は

五
十
年
か
ら
百

年 

年
は
生
え
な
い
と
言
っ
た
の
で

す
。
恐
怖
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た

人
々
に
向
か
っ
て
そ
ん
な
発
言

を
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
実

際
は
数
年
た
つ
と
ス
ギ
ナ
や
ア

カ
ザ
類
は
元
気
に
生
え
て
き
た

と
母
は
言
っ
て
い
ま
し
た
。
「日

当
た
り
の
良
い
太
田
川
の
ほ
と

り
」に
真
っ
先
に
。
そ
れ
以
来
、

尐
年
時
代
か
ら
「
学
者
」
の
言

う
こ
と
を
絶
対
視
す
る
こ
と

に
尐
し
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

 

つ
く
し
（土
筆
）  
 

ス
ギ
ナ
の
「花
」で
緑
色
の
多
く
の
胞
子
を
出
す 

大
前
悦
宏 

神
奈
川
県 

植
物
誌
調
査
員 

♪ 

ツ
ク
シ 

誰
の
子 

ス
ギ
ナ
の
兄
弟 

♪ 

ス
ギ
ナ
（
杉
菜
） 

ト
ク
サ
科 

 

 
 

男
の
知
恵
と
熱
き
戦
い
！ 

日
本
人
と
し
て
最
初
に
近
代

に
接
し
、
最
後
の
サ
ム
ラ
イ
と
し

て
生
涯
を
終
え
た
中
島
三
郎

助
。
鎖
国
を
守
り
続
け
た
日
本

に
、
艦
隊
を
率
い
て
開
国
を
迫

り
、
転
機
を
導
い
た
ペ
リ
ー
提

督
。
黒
船
に
乗
り
、
新
し
い
日
本

の
幕
を
開
け
た
二
人
。 

 

黒
船
が
来
る
！ 

ペ
リ
ー
提
督

は
四
隻
の
艦
隊
を
率
い
て
日
本
の

開
国
を
迫
り
に
来
た
。
尻
込
み

す
る
奉
行
の
代
役
と
し
て
ペ
リ
ー

と
最
初
に
交
渉
に
あ
た
っ
た
日

本
人
・中
島
三
郎
助
。
ペ
リ
ー
艦

隊
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
三
郎
助

は
西
洋
の
新
し
い
技
術
に
触
れ
、

学
び
始
め
る
。
そ
し
て
古
い
体
制

を
守
り
続
け
た
日
本
を
、
西
洋

に
負
け
な
い
近
代
国
家
へ導
こ
う

と
す
る
。
激
動
の
時
代
の
中
、
理

想
の
国
家
を
夢
見
た
、
熱
き
男

た
ち
の
戦
い
の
行
方
は
・・・・ 

 
 

佐
々
木 

譲
著 

角
川
書
店 

古
い
体
制
を
打
ち
破
る

た
め
に
動
い
た
、 

『北の海鳴り』 

大
島
昌
宏
著 

新
人
物
往
来
社 

幕
末
、
日
本
最
初
の

洋
式
軍
艦
を
建
造
し
た

浦 

浦
賀
奉
行
所
与
力
・
中
島
三
郎

助
。
榎
本
武
揚
と
行
動
を
共
に

し
、
五
稜
郭
の
戦
い
で
父
子
三

人
、
壮
絶
な
最
期
を
遂
げ
る
。 

最
果
て
の
地
に
轟
く
海
鳴
り

に
秘
め
ら
れ
た
日
本
海
軍
の
先

駆
者
の
軌
跡
を
新
田
次
郎
賞
作

家
が
鮮
烈
に
描
く
傑
作
歴
史
長

篇
！ 

蔵 

書 

『くろふね』 

！？ 

名
残
は
残
念
な

が
ら
ほ
と
ん
ど

失
わ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
浦
賀 
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・
ツ
ク
シ
が
食
べ
ら
れ
る
の
で
ス

ギ
ナ
と
い
わ
れ
ま
す
。 

ス
ギ
ナ
や
ツ
ク
シ
な
ど
を
食

べ
る
の
は
日
本
人
だ
け
と
い
わ

れ
ま
す
。
ウ
サ
ギ
、
ウ
シ
、
カ

タ
ツ
ム
リ
な
ど
は
ツ
ク
シ
を
食

べ
ま
す
が
、
ウ
マ
は
ツ
ク
シ
も
ス

ギ
ナ
も
食
べ
ま
す
ん
。
適
切
に

あ
く
抜
き
を
し
た
り
さ
ら
し

た
り
し
て
、
摘
み
た
て
の
ツ
ク

シ
の
ほ
ろ
苦
さ
を
初
春
の
宵
に

味
わ
う
の
も
よ
い
も
の
で
す
。 

文
化
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
す
る

古
文
書
や
展
示
物
な
ど
の
資

料
で
歴
史
の
面
影
を
偲
ぶ
こ

と
は
出
来
る
の
で
す
が
・・・。 

小
学
生
の
頃
、
浦
賀
の
駅
前

に
ま
だ
川
が
流
れ
て
い
て
、
今

の
横
浜
銀
行
の
辺
り
に｢

ス
バ
ル

座｣

と
い
う
映
画
館
が
あ
り
ま

し
た
。
「キ
ク
と
イ
サ
ム
」や
「綴 

り
方
教
室
」
を
、

そ
こ
で
観
た
こ

と
を
今
で
も
は
っ

き
り
と
覚
え
て 

そ
ん
な
思
い
出
の
あ
る

『浦
賀
』に
最
近
感
じ
る
こ
と

は
、
貴
重
な
文
化
財
が

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で

す
。
奉
行
所
や
干
鰯
問
屋
の 

笑
話
一
題 

い
ま
す
。
お
祭
り
で
山
車
と
一

緒
に
『芝
生
』か
ら
練
り
歩
き
、

気
が
付
い
た
ら
『田
中
』ま
で
来

て
し
ま
い
、
母
が
青
く
な
っ
て

探
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

浦賀の植物 

ス
ギ
ナ
は
酸
性
指
標
植
物
で 

す
が
、
生
育
場
所
を
観
察
し
て

い
る
と
、
ツ
ク
シ
ば
か
り
生
え

て
い
る
所
、
ま
た
ス
ギ
ナ
が
多

く
ツ
ク
シ
は
一
～
二
本
し
か
見

つ
か
ら
な
い
場
所
も
あ
り
ま

す
。
土
壌
の
栄
養
価
に
関
係
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
種
の
本

性
か
ら
貧
栄
養
価
の
場
所
で
は

子
孫
を
残
す
た
め
に
必
死
に

な
っ
て
ツ
ク
シ
を
出
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。 

 

 

浦
賀
の
地
で
早
春
に
見
ら
れ

る
も
の
の
一
つ
に
ス
ギ
ナ
が
あ

り
ま
す
。
ツ
ク
シ(
胞
子
体)

は
、

二
～
三
月
に
で
き
ま
す
。
と
い

う
の
も
ス
ギ
ナ
と
ツ
ク
シ
は
地

下
深
く
黒
い
毛
で
覆
わ
れ
た
根

茎
に
よ
っ
て
繋
が
れ
て
い
ま

す
。
ス
ギ
ナ
の
胞
子
体
を
ツ
ク

シ
と
呼
び
、
和
字
で
土
筆
（ツ
ク

シ
の
上
の
形
が
筆
状
に
似
て
い

る
の
で
）
と
書
き
ま
す
。
漢
字

は
筆
頭
菜
、
漢
名
は
問
荊
、
中

国
で
は
、
接
続
草
と
い
い
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。 

図
鑑
の
索
引
で
ツ
ク
シ
は
出

て
き
ま
す
ん
。
植
物
名
は
ス
ギ

ナ
で
出
て
い
ま
す
。
ツ
ク
シ
は

植
物
名
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

ス
ギ
ナ
は
栄
養
茎
で
あ
り
、
ツ

ク
シ
は
胞
子
を
つ
く
る
胞
子
茎

（
花
）
だ
か
ら
、
ス
ギ
ナ
の
「
ス

ギ
」は
杉
の
細
い
葉
に
似
て
い
る

か
ら
で
、｢

ナ
」は
菜
で
胞
子
茎 
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歴
史 

語
ら
い
座
・浦
賀 

⑨ 

郷
土
史
家 

山
本 

詔
一 

 

ペ
リ
ー
二
度
目
の
来
航 

 

嘉
永
六
年
（一
八
五
三
）と
い
う
年
は
、
浦

賀
だ
け
で
な
く
日
本
中
を
驚
か
す
た
大
き
な

出
来
事
が
あ
っ
た
年
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の

後
現
代
に
ま
で
続
く
時
代
への
第
一
歩
で
も

あ
っ
た
。 

六
年
の
九
月
か
ら
東
浦
賀
大
ヶ
谷
の
蛎
浦

（か
き
が
う
ら
）の
奉
行
所
の
御
船
御
用
達
で

あ
っ
た
勘
左
衛
門
の
地
所
で
、
幕
府
の
命
に
よ

る
軍
艦
造
り
が
始
ま
っ
た
。
建
造
場
所
は
菱

矢
来
で
囲
わ
れ
、
幕
が
巡
ら
さ
れ
、
入
口
に

は
提
灯
が
立
て
ら
れ
て
一
般
の
人
の
出
入
り

が
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
中
で
作

業
に
従
事
す
る
人
に
も
厳
重
な
注
意
・禁
止

事
項
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
み
る

と
第
一
は
「火
の
用
心
」で
、
特
に
「く
わ
え
キ

セ
ル
」は
絶
対
禁
止
で
あ
っ
た
。
次
が
建
造
場

所
への
出
入
り
の
こ
と
で
、
諸
職
人
・人
足
は

腰
に
鑑
札
を
つ
け
、
退
場
す
る
と
き
は
会
所

へ鑑
札
を
置
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

 

ま
た
、
就
業
時
間
は
基
本
的
に
は
自
然
の

明
る
さ
が
あ
る
う
ち
で
、
早
朝
か
ら
手
元
が

見
え
る
ま
で
と
定
め
ら
れ
、
作
業
の
開
始
、

昼
食
、
終
業
な
ど
は
す
べ
て
太
鼓
か
拍
子
木

の
合
図
で
知
ら
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
就
業
中

の
飲
酒
や
喧
嘩
口
論
も
禁
止
事
項
で
あ
っ

た
。
こ
れ
を
み
る
と
今
ま
で
の
徒
弟
制
度
で
、

仕
事
の
段
取
り
は
親
方
任
す
と
い
う
時
代
か

ら
脱
却
し
、
近
代
的
な
労
働
環
境
に
移
行
し

て
い
く
段
階
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
急
ピ
ッ
チ
で
作
業
を
し
て
い
こ
う
と
い
う

意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
、
こ
れ
に
は
浦
賀
や

そ
の
周
辺
の
人
た
ち
が
相
当
数
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
を
窺
わ
す
、
そ
の
後
の
造
船
の
街
・浦
賀

の
始
ま
り
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 
明
け
て
七
年
、
松
が
と
れ
、
各
商
店
で
蔵
開

き
が
行
な
わ
れ
た
十
一
日
の
午
後
、
伊
豆
の

沖
合
い
に
異
国
船
七
隻
が
見
え
た
と
い
う
連

絡
が
奉
行
所
へも
た
ら
さ
れ
た
。
十
四
日
か

ら
十
六
日
に 

 

り
込
ん
で
停
泊
し
た
。 

 

幕
府
は
ペ
リ
ー
艦
隊
が
再
来
し
た
際
に
は
、

浦
賀
を
交
渉
の
場
と
し
て
設
定
し
て
あ
っ
た

の
で
、
浦
賀
奉
行
所
の
役
人
た
ち
は
、
浦
賀

を
通
過
し
た
ペ
リ
ー
艦
隊
を
追
い
、
停
泊
場

所
を
前
回
と
同
じ
位
置
に
移
す
よ
う
に
求
め

た
。
し
か
し
、
江
戸
に
よ
り
近
い
場
所
で
の
交

渉
を
望
ん
で
い
た
ペ
リ
ー
は
浦
賀
を
交
渉
場

所
に
す
る
要
望
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。 

 

十
九
日
に
は
、
幕
府
・外
交
交
渉
掛
（林
大

学
頭
、
江
戸
町
奉
行
井
戸
対
馬
守
、
御
目
付

鵜
殿
民
部
尐
輔
等
）
の
役
人
が
浦
賀
へ
入
っ

た
。
浦
賀
は
宿
場
町
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
宿

屋
は
東
浦
賀
の
徳
田
屋
等
数
軒
し
か
な
く
、

多
く
の
人
は
商
人
の
家
や
寺
社
を
借
り
て
泊

ま
っ
た
。
こ
の
役
目
で
こ
ら
れ
た
方
々
の
賄
い

代
金
は
東
浦
賀
村
負
担
分
で
、
百
五
十
両
近

く
に
な
っ
て
お
り
、
相
当
な
負
担
で
あ
っ
た
。 

 

二
十
四
日
に
は
、
燈
明
堂
近
く
の
屋
形
浦

に
応
接
所
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
間
も
浦
賀

を
舞
台
に
し
て
交
渉
を
す
る
よ
う
に
ペ
リ
ー

側
に
求
め
た
が
、
浦
賀
沖
は
船
が
安
全
に
停

泊
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
断
ら
れ
て
、
二

十
九
日
は
外
交
交
渉
掛
の
一
行
も
浦
賀
を

引
き
払
い
、
神
奈
川
（横
浜
）へと
向
か
っ
た
。

こ
の
と
き
屋
形
浦
の
応
接
所
も
解
体
さ
れ

て
、
神
奈
川
へと
送
ら
れ
た
。 

 

こ
う
し
て
、
外
交
の
場
は
浦
賀
か
ら
神
奈
川

へと
移
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
作
業
に
は
奉
行
所
の

役
人
は
も
と
よ
り
、
多
く
の
浦
賀
の
人
々
が

関
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  

ら
十
六
日
に
か

け
て
来
航
し
た

異
国
船
は
浦
賀

沖
を
通
過
し
、

金
沢
沖
ま
で
乗

り
こ 

 
 

幕府外交交渉掛の宿泊所

の一つとなった西叶神社 

 


