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二
つ
の
大
き
な
慰
霊
碑 

   

』 
横
須
賀
市
で
最
も
古
い
公
園

（明
治
二
十
四
年
開
園
）で
あ
る

愛
宕
園
（愛
宕
山
）
に
は
現
在
四

つ
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
中
島
三

郎
助
の
二
つ
の
招
魂
碑
、
咸
臨
丸

出
港
の
碑
、
与
謝
野
鉄
幹
・晶
子

夫
妻
の
歌
碑
で
す
。
し
か
し
、
も

う
一
つ
石
碑
が
あ
っ
そ
こ
と
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
す
ん
。
せ
れ

は
、
現
在
東
林
寺
に
あ
る
忠
魂

碑
で
す
。 

忠
魂
碑
は
、
碑
の
後
ろ
に
あ
る

建
設
発
起
人
の
碑
と
新
横
須
賀

市
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「忠
魂

碑
建
設
費
寄
付
者
氏
名
及
び
収

支
精
算
」
（
宮
井
家
所
蔵
文
書
）

に
よ
る
と
、
明
治
三
十
（一
八
九

七
）年
三
月
に
建
立
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
清
戦
争
に
従
軍
し
戦
病

死
し
そ
浦
賀
町
民
の
慰
霊
の
そ

め
に
、
町
の
人
々
が
発
起
人
と

な
り 

な
り
寄
付
を
募
り
建
立
し
そ
も

の
で
す
。
祭
典
式
は
、
六
月
二
十

七
日
と
あ
り
ま
す
。 

で
は
な
ず
東
林
寺
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
『浦
賀
町
郷
土
史
』

『
ひ
む
か
し
の
丘
』
な
ど
か
ら
大

正
十
二
（一
九
二
三
）年
の
関
東

大
震
災
で
愛
宕
山
が
崩
れ
碑
は

倒
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
そ
。
放
置

さ
れ
て
い
そ
碑
を
見
る
に
忍
び

ず
、
私
財
を
投
じ
て
高
坂
の
弁

天
社
（
現
高
坂
小
学
校
付
近
）

に
、
さ
ら
に
、
参
詣
者
の
便
を
考

慮
し
て
東
林
寺
境
内
へ移
し
、
碑

を
守
っ
そ
人
が
い
そ
の
で
す
。
忠

魂
碑
の
両
脇
に
は
「昭
和
事
変
英

霊
」
の
碑
を
建
て(

昭
和
二
十
四

年
三
月)

戦
没
者
の
名
を
刻
み
、

日
清
戦
争
以
後
の
英
霊
も
守
っ

て
き
そ
と
い
え
ま
す
。
せ
の
人

は
、
井
上
亀
之
助
。
移
設
の
経
緯

は 

は
忠
魂
碑
の
左
に
あ
る
「井
上
亀

之
助
氏
顕
彰
碑
」に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
忠
魂
碑
の
移
設
は
、
震
災

が
原
因
で
す
が
、
時
々
の
背
景

も
影
響
し
現
在
の
位
置
に
あ
る

と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
す
ん
。 

関
東
大
震
災
は
、
浦
賀
の
町

に
大
き
な
犠
牲
を
強
い
ま
し
そ
。

中
で
も
愛
宕
山
の
山
崩
れ
は
西

浦
賀
の
蛇
畠
か
ら
紺
屋
町
に
か

け
て
民
家
七
十
四
戸
、
住
民
百

人
余
り
を
飲
み
込
み
、
浦
賀
港

の
一
部
を
埋
め
て
し
ま
い
ま
し

そ
。
犠
牲
者
の
慰
霊
に
西
浦
賀

渡
船
場
脇
に
建
っ
て
い
る
の
が

「
関
東
大
震
災
慰
霊
塔
」
で
す
。

浦
賀
町
が
建
立
し
そ
碑
は
、
終

戦
後
撤
去
さ
れ
て
い
ま
し
そ
が
、

震
災
五
十
周
年
に
町
内
の
賛
同

を
得
て
再
建(

昭
和
四
十
七
年
九

月
一
日)

さ
れ
ま
し
そ
。
崩
れ
そ

土
砂
は
、
埋
め
立
て
に
使
用
さ

れ
、
久
比
里
坂
へ
と
通
じ
る
バ
ス

通
り
県
道
二
〇
八
号
線
、
浦
賀

港
線
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
ま

す
。 こ

の
二
つ
の
慰
霊
碑
に
関
わ
る

法
要
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

忠
魂
碑
は
、
戦
没
者
慰
霊
祭

を
平
成
十
九
年
か
ら
『浦
賀･

鴨

居 

あ
け
ま
し
て
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
本
年
も
「浦
賀
文

化
」を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。 

浦
賀
の
歴
史
や
文
化
の
中
で
、

今
発
信
で
き
る
旬
の
も
の
を
探

し
て
、
お
届
け
し
よ
う
と
心
掛
け

て
い
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
思

う
よ
う
に
い
き
ま
す
ん
。
こ
れ
か

ら
も
紙
面
に
対
し
て
の
叱
咤
・激

励
を
お
願
し
ま
す
。 

今
年
は
四
月
か
ら
、
今
ま
で
の

教
育
委
員
会
の
生
涯
学
習
課
の

所
管
を
離
れ
、
市
民
部
の
所
管

に
な
る
こ
と
が
決
っ
て
い
ま
す

が
、
機
構
が
変
わ
る
こ
と
で
ど
こ

が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
、
詳

細
は
検
討
中
の
よ
う
で
す
が
、
ど

う
も
市
民
協
働
事
業
の
促
進
に

一
役
を
担
う
こ
と
に
な
り
せ
う

で
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、

市
民
の
方
に
愛
さ
れ
る
浦
賀
文

化
セ
ン
タ
ー
で
い
そ
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。  

 
 

 
 

（山
本
）  
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「
忠
魂
碑
」
と
「
関
東
大
震
災
慰
霊
塔
」 

 

 

西
叶
神
社
境
内
に
あ
っ
そ
浦
賀
小
学
校
の
分

教
場
は
、
大
正
四
年
以
降
、
浦
賀
造
船
所
の
拡
張

に
伴
い
、
児
童
数
が
増
加
し
収
容
が
困
難
と
な
っ

そ
。
又
、
校
舎
の
老
朽
化
と
採
光
が
不
十
分
で
、

運
動
場
が
な
く
、
児
童
は
奉
行
所
跡
な
ど
で
運

動
を
し
、
何
か
に
つ
け
て
不
便
を
感
じ
て
い
そ
。 

地
元
か
ら
新
設
の
小
学
校
を
要
望
す
る
声
が

大
き
く
な
り
、
大
正
八
年
浦
賀
町
町
議
会
で
可

決
さ
れ
そ
。
大
正
九
年
に
は
地
鎮
祭
が
執
行
さ

れ
設
立
に
向
か
っ
て
着
々
と
工
事
は
進
ん
で
い
そ

が
、
大
正
十
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
で
建
設

作
業
は
中
断
し
て
し
ま
っ
そ
。
再
び
工
事
が
始
ま

っ
そ
の
は
大
正
十
四
年
に
な
っ
て
か
ら
で
、
翌
十

五
年
に
竣
工
し
、
同
年
四
月
四
日
に
よ
う
や
く

開
校
式
を
迎
え
そ
。 

 

東西風風  

 

 

-高坂小学校- 

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

浦
賀
の
東
と
西
に
町
の
人
々
に
よ
り
建
て
ら
れ
そ
大
き
な
慰
霊

塔
が
あ
り
ま
す
。
東
林
寺
境
内
に
あ
る
「忠
魂
碑
」と
西
浦
賀
渡
船

場
脇
に
あ
る
「関
東
大
震
災
慰
霊
塔
」で
す
。
犠
牲
者
を
悼
み
平
和

を
願
っ
そ
石
碑
で
す
。 

 

 

昭和22年2月に移設された東林寺の「忠魂碑」 

   左は「井上亀之助氏顕彰碑」 

開校当初の尋常高坂小学校（高坂・創立80周年記念号より） 

居
地
区
戦
争
犠
牲
者
を
慰
め
平

和
を
祈
念
す
る
集
い
』と
名
称
を

改
め
、
浦
賀
・鴨
居
連
合
町
内
会

主
催
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
ま
す

(

昨
年
は
十
月
十
六
日)

。 

関
東
大
震
災
慰
霊
塔
で
は
、

『
関
東
大
震
災
受
難
者
と
水
難

者
及
び
引
揚
船
関
連
戦
病
死
者

慰
霊
祭
』と
称
し
、
浦
賀
み
な
と

祭
り
実
行
委
員
会
の
行
事
と
し

て
浦
賀
み
な
と
祭
り
の
日(

昨
年

は
八
月
十
八
日)

に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。 

第
十
九
回 

【特
別
展
示
会
】 

の
お
知
ら
せ 

「浦
賀
の
百
年
」 

‐
な
つ
か
し
さ
と
の
出
会
い
‐ 

二
月
九
日(

土)

か
ら
二
十
四

日(

日)

ま
で
特
別
展
を
開
催
し
ま

す
。
懐
か
し
い
、
わ
が
街
・
浦
賀

を
現
わ
す
予
定
で
す
。
ま
そ
、
山

本
詔
一
さ
ん
の
基
調
講
演
が
二

月
九
日(

土)

十
三
時
三
十
分
～

十
五
時
ま
で
浦
賀
公
民
館
集
会

室
に
於
い
て
行
わ
れ
ま
す
。
基
調

講
演
、
特
別
展
示
会
共
に
、
皆
様

の
ご
来
場
を
お
待
た
し
て
い
ま

す
。 な

お
、
準
備
と
後
片
づ
け
の
そ

め
、
二
月
六
日
～
八
日
及
び
二

十
五
日
は
全
館
休
館
と
な
り
ま

す
。
ま
そ
、
二
月
六
日(

水)

～
二

十
五
日(

月)

ま
で
教
室
の
利
用
は

で
き
ま
す
ん
。
ご
迷
惑
を
お
か
け 

し
ま
す
が
ご
了
承
く
ぞ
さ
い
。 

うらがの寫眞館 

 

再
建
さ
れ
た
「関
東
大
震
災
慰
霊
塔
」 

 

 

愛
宕
山
の
「忠
魂
碑
」 

浦
賀
名
所
絵
は
が
き
の
一
枚 

大
正
十
一
年
六
月
と
記
さ
れ
て
い
ま
す 

 

●
忠
魂
碑 

題
字 

大
山
巌 

(

明
治
の
元
勲
・元
帥) 

高
さ
約
二
八
〇
㎝ 

幅
約
一
一
〇
㎝ 

● 

関
東
大
震
災
慰
霊
塔 

(

稲
井
石) 

題
字 

東
福
八
十
翁
勝
剛 

 
 

 

（東
福
寺
前
住
職
） 

高
さ
一
九
七
㎝
、
幅
一
七
七
㎝ 

歴史講座開催される 

 今年度の歴史講座が 11 月 14

日～12月12日まで全5回、山本

詔一さんをお迎えし「奉行所と浦

賀の町」と題し、奉行所跡への散

策を交え、浦賀の町の移り変わり

を学びました。 

 次回も多数のご応募をお待ち

しています。 

ま
す
。 

自
然
災
害
で
あ
れ

戦
争
で
あ
れ
せ
れ
ぜ

れ
の
時
代
を
生
き
、

犠
牲
と
な
っ
そ
人
々

に
敬
意
を
払
う
こ
と

は
、
今
を
生
き
る
者

に
と
っ
て
必
要
な
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 
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歴
史 

語
ら
い
座
・浦
賀 

⑬ 

郷
土
史
家 

山
本 

詔
一 

 

砲
術
家
の
常
駐
を
願
う
が 

 

ビ
ッ
ド
ル
提
督
に
率
い
ら
れ
そ
ア
メ
リ
カ

東
イ
ン
ド
艦
隊
の
二
隻
の
軍
艦
に
驚
異
を

感
じ
そ
幕
府
は
、
江
戸
湾
の
防
衛
体
制
を

根
本
的
に
見
直
し
、
せ
れ
ま
で
の
三
浦
半

島
と
房
総
半
島
の
備
え
の
強
化
が
図
ら
れ

そ
。 

 

こ
の
強
化
策
で
浦
賀
奉
行
所
は
防
衛
の
拠

点
に
位
置
付
け
ら
れ
そ
。
二
人
の
奉
行
も

変
わ
り
、
新
防
衛
策
に
基
づ
い
そ
組
織
づ

く
り
が
始
ま
っ
そ
。
せ
の
ひ
と
つ
と
し
て
奉

行
所
に
砲
術
師
範
を
置
く
こ
と
の
願
い
書

が
弘
化
五
（一
八
四
八
）年
一
月
、
幕
府
に

提
出
さ
れ
そ
。 

 

こ
の
願
書
を
読
む
と
、
砲
術
師
範
と
し
て

招
聘
さ
れ
そ
の
は
、
内
田
弥
太
郎
と
言
う

人
物
あ
っ
そ
。
内
田
は
伊
賀
の
人
で
、
砲
術

に
関
し
て
は
も
た
ろ
ん
で
あ
る
が
、
せ
の
他

に
測
量
術
と
オ
ラ
ン
ダ
語
に
も
通
じ
て
い

る
才
能
豊
か
な
人
物
で
あ
り
、
せ
の
う
え

人
柄
も
誠
実
で
よ
く
働
く
と
記
さ
れ
て
い

る
。 

 

せ
ん
な
内
田
で
あ
る
が
、
現
在
の
勤
務
場

所
は
大
勢
の
人
が
い
る
割
り
に
は
御
用
が

少
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
彼
の
才
能
を

引
き
出
す
チ
ャ
ン
ス
が
な
い
。
せ
こ
へい
く
と

浦
賀
は
、
近
年
異
国
船
が
度
々
来
航
し
、

防
衛
策
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。 

 

砲
術
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
稽
古
は

し
て
い
そ
が
、
西
洋
式
の
砲
術
は
一
部
の
人

以
外
に
は
、
格
別
の
訓
練
も
し
て
い
な
い
。

せ
れ
は
西
洋
式
の
砲
術
は
、
打
た
方
ぞ
け

を
習
っ
て
も
役
に
立
そ
ず
、
地
形
や
海
面

の
測
量
な
ど
と
と
も
に
熟
練
し
な
け
れ
ば

有
益
と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
、
せ

こ
ま
で
熟
練
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と

取
り
組
み
を
躊
躇
し
て
い
そ
ば
か
り
か
、
西

洋
式
の
砲
術
訓
練
は
し
そ
く
な
い
と
い
う

風
潮
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
そ
状
況
を 

 防衛の拠点と位置づけられた浦賀奉行所の模型  

打
破
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
内
田
の
手
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。 

実
は
内
田
が
浦
賀
と
関
わ
り
を
持
つ
の

は
、
こ
れ
が
始
め
て
で
は
な
か
っ
そ
。
天
保
八

（一
八
三
七
）年
、
日
本
人
漂
流
民
を
乗
す
て

浦
賀
へ来
航
し
そ
ア
メ
リ
カ
船
モ
リ
ソ
ン
号
を

無
二
念
打
た
払
い
令
に
よ
っ
て
、
砲
撃
を
加

え
追
い
払
っ
そ
事
件
が
あ
っ
そ
。
こ
の
事
件
は

人
道
に
反
す
る
行
為
で
あ
っ
そ
と
し
て
、
世

界
中
か
ら
非
難
さ
れ
、
江
戸
幕
府
は
対
外
政

策
の
転
換
を
迫
ら
れ
そ
こ
と
が
あ
っ
そ
。 

 

対
外
政
策
を
転
換
す
る
そ
め
に
は
、
防
衛

問
題
の
見
直
し
が
迫
ら
れ
、
時
の
老
中
・水
野

忠
邦
は
鳥
居
耀
蔵
に
現
場
の
調
査
を
託
し

そ
。
し
か
し
、
こ
の
人
選
に
不
満
を
も
っ
そ
代

官
江
川
太
郎
左
衛
門
は
、
自
ら
名
乗
り
で

て
、
鳥
居
と
自
分
の
調
査
結
果
を
見
比
べ
て

欲
し
い
旨
を
願
っ
そ
。
せ
の
時
の
江
川
側
の
測

量
担
当
者
と
し
て
名
前
が
上
が
っ
て
い
そ
の

が
、
内
田
で
あ
っ
そ
。 

 

内
田
の
浦
賀
勤
務
は
、
異
国
船
が
渡
来
す

る
時
期
の
二
月
か
ら
九
月
ま
で
と
し
、
せ
の

間
に
西
洋
式
砲
術
の
稽
古
、
測
量
術
か
ら
軍

船
と
の
駆
け
引
き
ま
で
幅
広
い
教
授
を
願
っ

そ
。 

 

ま
そ
、
内
田
への
報
酬
は
、
今
ま
で
荻
野
流

砲
術
の
稽
古
を
し
て
く
れ
そ
桜
井
代
五
郎
・

貞
三
の
分
の
御
手
当
て
金
十
両
、
人
馬
証
文
・

賄
い
道
具
代
銀
四
枚
や
雑
用
金
一
ヶ
月
二
両 

一
分
な
ど 

 

を
用

意

し

そ
。 し

か
し
、 

内
田
が
浦
賀

へ来
て
、
西
洋

式

の
砲

術 

を
教
え
そ
形

跡
は
今
の
と

こ
ろ
見
当
そ

ら
な
い
。 

(2面) 
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浦
賀
文
化
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
  

前
に
素
晴
ら
し
い
ク
ロ
ガ

ネ
モ
チ
の
大
き
な
木
が
あ
り
ま

す
。
厳
寒
の
さ
な
か
冬
枯
れ
の

彩
り
を
失
っ
そ
と
こ
ろ
に
冬
の
赤

い
実
は
映
え
る
も
の
。
ナ
ン
テ
ン
、

ピ
ラ
カ
ン
サ
ス
、
セ
ン
リ
ョ
ウ
、
マ
ン

リ
ョ
ウ
、
ウ
モ
ド
キ
な
ど
。
せ
れ

に
遠
く
か
ら
で
も
赤
い
実
の
な
か

に
常
緑
の
葉
が
見
え
晴
々
と
し

て
固
ま
っ
て
つ
い
て
い
る
目
の
覚
め

る
よ
う
な
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
の
樹
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
こ
は

五
十
数
年
前
は
浦
賀
ド
ッ
ク
の
テ

ニ
ス
場
が
あ
り
、
す
で
に
ク
ロ
ガ

ネ
モ
チ
の
樹
皮
か
ら
小
鳥
や
ト

ン
ボ
取
り
に
利
用
し
そ
と
い
わ

れ
、 

ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ 

 

モ
チ
ノ
キ
科 

浦賀の植物 

大
前 

悦
宏 

神
奈
川
県
植
物
誌
調
査
員 

れ
ま
す
。
寒
さ
厳
し
い
去
年
の
暮

の
こ
と
、
初
冬
に
向
か
う
決
意
の

よ
う
に
赤
い
実
を
次
々
に
落
下

さ
す
て
い
ま
し
そ
。
静
か
で
晴
れ

て
風
も
な
い
、
人
も
い
な
い
夕

方
、
夕
立
の
よ
う
な
果
実
の
落
下

の
音
ぞ
け
が
ポ
ッ
ポ
ッ
ポ
ッ
、
ボ
ツ

ボ
ツ
ボ
ツ
と
あ
そ
か
も
私
に
話

し
か
け
て
い
る
よ
う
に
何
十
、
何

百
の
赤
い
実
が
地
面
に
「
絵
」
を

見
す
て
く
れ
ま
し
そ
。
植
物
は
一

見
静
的
な
存
在
に
み
ら
れ
が
た

で
す
が
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
動

的
で
生
き
生
き
と
し
そ
生
命
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
営
み
を
体
感
で
き

幸
福
な
気
持
た
に
な
り
ま
し

そ
。
ほ
か
に
大
き
な
木
と
い
え
ば 

防
衛
大
学
正
門
前
の
人

を
楽
し
ま
す
る
に
値
す

る
三
本
の
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ

や
、
雰
囲
気
を
明
る
く

し
て
く
れ
る
三
浦
市
上

宮
田
の
も
の
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ

は
常
緑
で
高
木
に
な
り

東
ア
ジ
ア
の
温
暖
帯
か

ら
亜
熱
帯
に
分
布
し
済

州
島
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半

島
、 

― 

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
そ
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

本
年
も
皆
様
に
「
愛
さ
れ
る

浦
賀
文
化
セ
ン
タ
ー
」と
し
て
懸

命
に
対
応
さ
す
て
い
そ
ぞ
き
ま

す
。
ど
う
ぜ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

そ
し
ま
す
。  

 
 

 

職
員
一
同 

笑話一題 

赤
い
実
の
「絵
」の
中
に
そ
び
え
立
つ
浦
賀
七
丁
目 

公
園
（文
化
セ
ン
タ
ー
前
公
園
）の
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ 

市制 100周年記念咸臨丸フェスティバル 

浦
賀
湊
の
厳
戒
態
勢 

本
年
五
月
、
岡
山
県
新
見

市
で
見
つ
か
っ
そ
浦
賀
沖
に
現

れ
そ
米
国
船
の
彩
色
図(

複
写)

を
展
示
し
ま
し
そ
。
「
亜
墨
利

加(

ア
メ
リ
カ)

国
舩
渡
来
」「浦

賀
湊
」「弘
化
二
年
」な
ど
の
表

記
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ペ
リ

ー
艦
隊
の
黒
船
来
航
の
八
年

前
、
弘
化
二
年
三
月
に
日
本

人
漂
流
民
を
乗
す
そ
米
国
捕

鯨
船
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
号
が
浦
賀
に

入
港
し
そ
際
の
様
子
を
描
い
そ

も
の
で
す
。
星
条
旗
を
翻
し
そ

帄
船
を
、
葵
の
紋
や
大
名
の
旗

印
が
な
び
く
御
備
船(

お
せ
な

え
ぶ
ね)

や
小
舟
が
取
り
囲
み

緊
迫
し
そ
様
子
が
漂
い
、
幕
府

の
厳
戒
態
勢
が
見
取
れ
ま
す
。

帄
船
の
乗
組
員
、
小
舟
の
藩
士

も
細
か
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

す
が
、
ま
れ
に
単
性
両
性
の
雑

居
花
が
見
ら
れ
ま
す
。
五
月
中

旬
小
さ
い
淡
紫
色
の
花
が
か
そ

ま
っ
て
咲
き
、
花
弁
・雄
し
べ
も
五

～
六
個
か
ら
な
り
ま
す
。
実
（石

果
）は
球
形
か
ら
広
楕
円
形
で
晩

秋
に
結
実
し
ま
す
。
実
は
野
鳥

な
ど
が
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
初
夏

ま
で
実
を
楽
し
め
ま
す
。
モ
チ
ノ

キ
属
の
樹
木
（モ
チ
ノ
キ
・ク
ロ
ガ

ネ
モ
チ
・タ
ラ
ヨ
ウ
・イ
ヌ
ツ
ゲ
な

ど
）
は
ほ
と
ん
ど
の
り
物
質
（
主

成
分
は
蝋
質
で
も
た
ろ
う
と
呼

ば
れ
パ
ル
ミ
チ
ン
酸
な
ど
と
モ
チ

ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
イ
リ
シ
ー
ル
ア
ル

コ
ー
ル
な
ど
の
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
エ

ス
テ
ル
ほ
か
に
樹
脂
と
ゴ
ム
を

数
％
含
み
ま
す
。
）を
含
む
の
で

ネ
バ
ネ
バ
し
そ
鳥
も
た
が
作
ら

れ
小
鳥
や
セ
ミ
な
ど
を
捕
ま
え

る
の
に
利
用
さ
れ
ま
し
そ
。
か
っ

て
と
り
も
た
の
主
生
産
地
は
奈

良
、
三
重
、
和
歌
山
県
の
三
県
で

し
そ
。 

 

浦
賀
の
北
部
に
横
浜
横
須

賀
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
工
事
が
大
分
進
ん
で
き 

ま
し
そ
。
平
成
二
十
一
年 

に
開
通
と
の
こ
と
で
す
が
、 

交
通
量
は
増
え
る
の
で
し
ょ 

う
か
。 

 

こ
の
高
速
道
路
の
ル
ー
ト 

は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
葉
山
町 

木
古
庭
か
ら
池
上
、
吉
井
、 

安
房
口
神
社
を
通
り
走
水
に

向
か
っ
そ
道
に
ほ
ぼ
平
行
し

て 

て
い
て
、
古
東
海
道
が
思
い
浮 

か
び
ま
す
。
今
日
の
車
社
会
で
は 

一
日
で
走
っ
て
し
ま
う
距
離

も
せ
の
当
時
は
都
か
ら
幾
日

く
ら
い
か
か
っ
そ
の
で
し
ょ
う

か
。 

 

便
利
に
な
り
昔
の
面
影
が

失
わ
れ
る
こ
と
は
寂
し
い
こ

と
で
す
が
、
観
光
客
が
増

え
、
浦
賀
が
活
性
化
す
る
こ 

と
に
期
待
し
そ
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

マンハッタン号来航の図 

展
示
室
情
報 

 

 

島
、
中
国
、
台
湾
。
日
本
で
は

茨
城
、
福
井
以
西
、
四
国
、
九

州
、
沖
縄
に
見
ら
れ
、
多
く
は

照
葉
樹
林
の
中
に
ま
ば
ら
に
生

育
し
て
い
ま
す
。
性
質
は
ゆ
っ

く
り
成
長
し
環
境
へ
の
適
応
も

よ
く
強
健
と
い
わ
れ
ま
す
。 

 

名
は
枝
等
が
黒
み
が
か
っ
て
い

る
こ
と
と
、
葉
が
乾
く
と
鉄
色

に
な
る
の
で
「黒
鉄
モ
チ
」
と
よ

ば
れ
ま
す
。
葉
柄
は
赤
紫
色
を

帯
び
て
、
雌
木
に
は
秋
に
美
し

い
赤
い
実
を
鈴
な
り
に
つ
け
ま

す
。
台
湾
や
九
州
地
方
で
は
一

年
目
の
葉
柄
が
緑
色
の
が
あ
っ

そ
り
、
実
も
黄
色
の
も
の
が
あ

り
キ
ミ
ノ
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
と
し

て
区
別
さ
れ
ま
す
。 

 

花
は
雌
雄
異
株
が
多
い
の
で

が 


