
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

            
 
 
 
 
 

 

   

平成 23（2011）年 1 月 1日 

第 24 号 

Email:uragabunka@yahoo.co.jp 

               

中
島
三
郎
助 

 

蓮
杖
は
、
浦
賀
の
下
田
問
屋
惣
右
衛

門
の
三
男
で
、
浦
賀
奉
行
所
に
十
年
間

足
軽
と
し
て
仕
え
て
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
後
、
横
浜
で
在
留
外
国

人
に
写
真
術
を
学
び
、
慶
応
三
年
（
一

八
六
七
）
横
浜
大
田
町
に
全
楽
堂
と
い

う
写
真
館
を
開
業
し
ま
す
。 

 

こ
こ
に
、
中
島
父
子
を
写
し
た
写
真

四
枚
が
残
っ
て
い
ま
す
。
一
枚
は
和
服

姿
の
三
郎
助
と
側
に
長
男
恒
太
郎
が
並

ん
で
い
る
写
真
で
す
。
写
真
の
裏
に
恒

太
郎
の
筆
跡
で
、「
慶
応
三
年
三
月
に
横

浜
で
の
写
真
」
と
、
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
と
の
三
枚
は
、
三
郎
助
、
恒
太
郎
、

そ
し
て
次
男
英
次
郎
各
人
の
上
半
身
を

撮
影
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
時
撮
影

さ
れ
た
一
枚
が
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
写
真
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
三
郎

助
の
い
で
た
ち
は
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト

を
羽
織
り
、
チ
ョ
ッ
キ
・
ズ
ボ
ン
姿
に

両
刀
を
さ
し
た
海
軍
士
官
の
姿
、
両
手

を
腿
の
付
け
根
あ
た
り
に
揃
え
、
口
元

は
き
つ
く
真
一
文
字
、
そ
し
て
瞳
は
真

っ
直
ぐ
に
正
面
を
と
ら
え
て
い
ま
す
。 

 

撮
影
の
翌
年
に
、
戦
い
の
地
、
函
館

に
赴
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
命

を
捨
て
る
覚
悟
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 

蓮
杖
は
、
そ
の
後
、
中
島
父
子
が
戦

死
し
た
旨
を
知
り
、
新
し
く
焼
い
た
三

郎
助
の
写
真
に
、「
幕
臣
中
島
三
郎
助
明

治
二
年
五
月
十
六
日
函
館
ニ
於
テ
戦

死
。
兄
弟
俱
ニ
死
ス
。
大
義
ノ
為
、
各

忠
勇
比
類
ナ
シ
ト
言
傅
ウ
。
米
国
ウ
ン 

シ
ン
傅
習
下
岡
蓮
杖
写
」
と
記
し
、
そ 

の
忠
誠
心
を
称
え
ま
し
た
。 

 

ち
な
み
に
、
こ
の
時
撮
影
さ
れ
た
写
真

を
も
と
に
、
画
家
、
高
橋
由
一
筆
の
遺
影

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

高
橋
由
一
は
、
本
格
的
に
油
絵
技
法
を

習
得
し
た
日
本
で
最
初
の
洋
画
家
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
代
表
作
「
鮭
」

は
、
美
術
の
教
科
書
に
も
登
場
す
る
作
品

と
し
て
、
学
生
時
代
、
目
に
さ
れ
た
か
た

も
多
い
で
し
ょ
う
。 

現
代
に
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
「
忠
義
」
や

「
勇
敢
」
と
い
っ
た
言
葉
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
幕
臣
・
中
島
三
郎
助
の
凛
と
し
た
そ

の
姿
と
眼
差
し
。
セ
ピ
ア
色
の
写
真
は
、

現
代
の
私
た
ち
に
何
を
語
り
か
け
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。 
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大
河
ド
ラ
マ
の
影
響
も
あ
り
、
幕
末
ブ
ー
ム
に
沸
く
昨
今
、
こ
こ
浦
賀

に
も
、
激
動
の
時
代
に
生
き
、
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
武
士
が
い
ま
し

た
。
中
島
三
郎
助
と
は
、
い
か
な
る
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

中
島
三
郎
助
は
、
文
政
四
年
（
一
八
二

一
）
浦
賀
奉
行
所
与
力
で
あ
っ
た
中
島
清

司
の
次
男
と
し
て
誕
生
し
、
一
四
才
で
与

力
見
習
い
と
し
て
、
奉
行
所
に
出
仕
し
ま

す
。 

 

一
六
才
の
時
、
ア
メ
リ
カ
船
の
モ
リ
ソ

ン
号
砲
撃
事
件
を
目
の
当
た
り
に
し
、
こ

の
時
以
来
、
父
清
司
の
影
響
も
あ
っ
て
、

海
防
問
題
に
強
い
関
心
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
す
。
ペ
リ
ー
来
航
の
際
は
、
日
本

人
と
し
て
初
め
て
ア
メ
リ
カ
の
司
令
官

と
交
渉
を
果
た
し
、
そ
の
後
、
嘉
永
七
年

（
一
八
五
四
）
日
本
で
最
初
の
洋
式
帆
船

「
鳳
凰
丸
」
建
造
に
際
し
て
は
、
主
任
技

師
と
し
て
、
そ
の
腕
を
振
い
ま
し
た
。
そ

の
後
は
、
海
軍
士
官
と
し
て
の
修
業
と
造

船
術
を
身
に
付
け
、
江
戸
の
海
軍
操
練
所

教
授
方
と
し
て
後
進
の
指
導
に
あ
た
っ

た
り
、
浦
賀
に
ド
ッ
ク
を
造
り
、
咸
臨
丸

の
修 

の
修
理
を
行
う
な
ど
、
海
国
日
本
の
礎

を
築
く
第
一
人
者
と
し
て
活
躍
し
ま
し

た
が
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
大
政

奉
還
に
よ
り
浦
賀
奉
行
所
が
廃
止
さ

れ
、
解
散
後
、
幕
臣
と
し
て
徳
川
側
に

つ
い
て
新
政
府
軍
を
迎
え
撃
つ
も
、
函

館
五
稜
郭
に
て
四
十
九
才
の
生
涯
を
閉

じ
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
中
島
三
郎
助
と
い
え
ば
、
左

の
写
真
を
思
い
浮
か
べ
る
か
た
が
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
写
真

を
撮
影
し
た
の
は
、
下
岡
蓮
杖
（
し
も

お
か
れ
ん
じ
ょ
う
）
と
い
う
幕
末
の
写

真
家
で
す
。
日
本
に
お
け
る
最
初
期
の

職
業
写
真
師
と
し
て
、
坂
本
龍
馬
や
高

杉
晋
作
な
ど
を
撮
影
し
た
上
野
彦
馬

（
う
え
の
ひ
こ
ま
）
が
西
な
ら
、
東
の

下
岡
蓮
杖
と
称
さ
れ
る
程
、
幕
末
期
に

名
を
残
し
た
写
真
家
で
す
。 

浦賀文化 

 

 

下岡蓮杖写 中島三郎助

像 

中島義生氏所蔵 

参
考
資
料 

○
中
島
三
郎
助
文
書 

中
島
義
生
編 

○
明
治
維
新
人
名
事
典 

○
歴
史
読
本 

幕
末
人
の
肖
像 

＊
当
館
で
は
、
郷
土
資
料
の
ほ
か
、
中

島
三
郎
助
の
業
績
を
示
す
資
料
も
数

多
く
展
示
し
て
い
ま
す
。 

ど
う
ぞ
、
ご
見
学
に
お
立
ち
寄
り
下
さ

い
。 

 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           

西
浦
賀
か
ら
見
た
東
叶
神
社 
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面） 

講
座
の
様
子 
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享
保
６
年
（
１
７
２
１
）
２
月
、
浦
賀

沖
を
航
行
す
る
す
べ
て
の
船
は
、
新
設
さ

れ
た
浦
賀
の
船
番
所
に
お
い
て
「
船
改
め
」

と
い
い
、
乗
組
員
と
積
み
荷
の
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

こ
の
時
代
で
江
戸
湾
を
行
き
来
す
る
船

の
数
は
、
大
小
含
め
て
一
日
約
百
艘
。
こ

こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
生
魚
を
積
ん

だ
船
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。
冷
凍
設
備
な

ど
な
い
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
浦
賀
で
船

改
め
の
順
番
を
待
っ
て
い
る
間
に
鮮
度
が

ど
ん
ど
ん
落
ち
て
い
き
、
場
合
に
よ
っ
て

は
商
品
価
値
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

想
定
で
き
た
。
そ
こ
で
江
戸
へ
入
っ
て
く

る
魚
を
扱
っ
て
い
た
、
日
本
橋
と
現
在
の

築
地
に
近
い
場
所
に
あ
っ
た
二
つ
の
魚
問

屋
組
合
と
協
議
を
し
た
結
果
、
浦
賀
奉
行

所
が
発
行
し
た
沖
直
通
を
許
可
し
た
木
札

と
魚
問
屋
が
許
可
し
た
目
印
を
立
て
た
船

に
関
し
て
は
、
浦
賀
沖
を
直
通
し
て
も
よ

い
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
江
戸
か
ら
の

帰
り
船
も
空
荷
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
沖

直
通
が
許
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

特
例
が
認
め
ら
れ
る
と
、
こ
れ
に
便
乗
す

る
不
届
き
者
が
現
れ
る
の
が
世
の
常
で
あ

る
。 

 

天
明
６
年
（
１
７
８
６
）
８
月
、
不
法

行
為
を
繰
り
返
す
生
魚
船
に
対
し
て
浦
賀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

二
十

四 

kyou 
   

 

  

奉
行
所
が
立
ち
あ
が
っ
た
。
９
月
１
日
か

ら
取
り
締
ま
り
を
強
化
す
る
こ
と
を
江
戸

の
魚
問
屋
と
生
魚
を
運
び
込
ん
で
い
る
相

模
・
伊
豆
・
安
房
・
上
総
・
下
総
の
関
係

者
に
通
達
し
た
。 

 

伊
豆
下
田
時
代
か
ら
船
改
め
を
行
っ
て

い
て
、
奉
行
所
の
移
転
に
伴
っ
て
下
田
か

ら
き
た
下
田
問
屋
と
浦
賀
に
奉
行
所
が
で

き
た
時
に
新
た
に
東
西
浦
賀
の
問
屋
に
船

改
め
の
業
務
を
委
託
し
て
い
た
。
こ
の
問

屋
が
全
部
で
百
五
軒
あ
り
、
廻
船
問
屋
と

呼
び
、
ま
た
三
つ
の
組
合
組
織
に
な
っ
て

い
た
の
で
三
方
問
屋
と
呼
ん
だ
。 

 

取
り
締
ま
り
強
化
に
入
っ
た
奉
行
所
で

は
、
三
方
問
屋
の
代
表
者
を
呼
び
、
９
月

か
ら
廻
船
問
屋
の
代
表
者
二
名
を
乗
せ
た

船
を
沖
へ
出
張
さ
せ
、
木
札
の
所
持
、
積

荷
、
乗
組
員
の
検
査
を
抜
き
打
ち
で
行
う

よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
の
船
を
「
沖
番
船
」

と
い
っ
た
。 

 

生
魚
船
と
は
い
っ
て
も
、
本
当
に
生
き

て
い
る
魚
は
「
活
魚
」
と
い
い
、
こ
れ
と

貝
類
を
積
ん
だ
船
は
、
生
魚
船
と
は
言
わ

ず
、「
野
締
め
」
と
い
っ
て
釣
り
上
げ
た
そ

の
場
で
魚
を
殺
し
て
し
ま
う
方
法
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
生
か
し
て
お
い
て
、
弱
っ
て

死
ん
で
し
ま
っ
た
魚
よ
り
鮮
度
が
保
て
る

と
い
い
、
多
く
は
こ
の
方
法
が
と
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
野
締
め
に
な
っ
た
魚
を
運
ぶ

の
が
生
魚
船
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
の
天
明
６
年
か
ら
沖
番
船
に
よ
る
取

り
締
ま
り
が
始
ま
っ
た
が
、
沖
合
い
で

の
取
り
締
ま
り
は
仕
事
が
き
つ
い
の

で
、
ど
う
し
て
も
派
遣
さ
れ
る
メ
ン
バ

ー
に
偏
り
が
生
じ
、
こ
れ
が
次
の
問
題

を
生
む
こ
と
に
な
る
。 

 

沖
合
い
で
は
奉
行
所
の
役
人
の
眼
も

届
か
な
い
の
で
、
実
際
に
は
違
反
行
為

を
し
て
い
て
も
、「
袖
の
下
」
を
つ
か
ま

せ
ら
れ
て
、
違
反
行
為
を
見
逃
す
こ
と

が
あ
っ
た
。
問
屋
に
し
て
も
人
に
は
言

え
な
い
金
品
を
受
け
取
る
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
い
つ
も
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
行
動

を
共
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
行
動
は
誰
と
は
な
し
に
聞
こ

え
て
く
る
も
の
で
、
つ
い
に
奉
行
所
に

そ
ん
な
噂
が
聞
こ
え
て
く
る
と
、
番
船

に
も
う
一
艘
番
船
が
で
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。 

 
 

◇歴史講座開催のご案内◇ 

平成22年度歴史講座を、1月19・26、2月2・9・16日（各水曜日） 

13：30～15：30、全5回開催致します。 

講師に横須賀開国史研究会会長の山本詔一さんをお迎えし、加茂元善

氏著による郷土資料「浦賀志録」を通して、広く浦賀の歴史を学びま

す。 

「広報よこすかお知らせ版」（11月 25日付）等でご案内の通り、締 

切は1月 5日（水）必着です。 

往復はがき（1葉 1名）、又は返信用はがき持参で窓口までお申し込み

下さい。ファックスでもお受け致します。 

応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。（定員60名） 

お問合わせ：浦賀コミュニティセンター分館（浦賀文化センター） 

       〒239-0822 横須賀市浦賀 7-2-1 

             TEL・FAX：０４６－８４２－４１２１ 
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私が浦賀の町に来て30年以上たちました。 

父の退職を機に、この地に転居したのです。 

育ちが東京、仕事も東京・横浜方面でしたので、 

浦賀の町といっても知っている事と云えば、ペリ

ー、浦賀ドックくらいなもので、地元の歴史など

特に興味もなく、今まで過ごしてきました。最近

になり、浦賀の歴史を学べる環境となり、幕末期

において浦賀の地に起きた事件のインパクトの強

さや、中島三郎助、小栗上野介等の行動、活躍を

知ることができました。 

自然豊かで、歴史的にも興味がある町である浦賀

の町を、これからもよく知り、歩きたいと思って

います。 

浦賀港

電話
FAX ：　０４６－８４２－４１２１

浦賀コミュニティセンター分館

（浦賀文化センター）
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

京急浦賀駅
至大津 至観音崎

至久里浜

浦賀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

浦賀行政センタｰ 　浦賀
警察

　市営
プール

浦賀文化センター

ﾊﾞｽ停･ﾄﾞｯｸ前
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