
                            

浦
賀
奉
行
所
が
、
数
年
に
わ
た
っ

て
言
い
続
け
て
き
た
軍
艦
建
造
の

重
要
性
が
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
る

時
が
来
ま
し
た
。
嘉
永
六
年
（
一
八

五
三
）
九
月
、
幕
府
は
、
そ
れ
ま
で

の
大
船
建
造
禁
止
令
を
廃
止
し
、
浦

賀
奉
行
所
に
軍
艦
建
造
を
命
じ
ま

し
た
。
こ
れ
が
日
本
で
最
初
に
誕
生

し
た
大
型
洋
式
軍
艦
「
鳳
凰
丸
」
で

す
。 建

造
掛
に
は
香
山
栄
左
衛
門
、
中

島
三
郎
助
な
ど
十
人
の
与
力
、
同
心

が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。 

軍
艦
の
建
造
場
所
は
浦
賀
奉
行

所
ご
用
達
の
大
工
勘
左
衛
門
が
所

有
し
て
い
る
、
東
浦
賀
・
大
ヶ
谷
町

蛎
ヶ
浦
（
お
お
が
や
ち
ょ
う
か
き
が

う
ら
）
で
す
。
こ
こ
は
現
在
の
住
友

重
機
浦
賀
工
場
の
跡
地
の
あ
る
場

所
で
、
鳳
凰
丸
が
誕
生
し
た
だ
け
で

は
な
く
、
咸
臨
丸
が
ア
メ
リ
カ
へ
出

航
す
る
前
に
修
理
の
た
め
に
入
っ

た
日
本
で
最
初
の
ド
ラ
イ
ド
ッ
グ

が
あ
っ
た
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。  

建
造
場
所
は
※
菱
矢
来
（
ひ
し
や

ら
い
）
で
囲
わ
れ
、
幕
が
張
ら
れ
、

提
灯
が
立
て
ら
れ
て
一
般
の
人
々

の
出
入
り
が
制
限
さ
れ
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
中
で
働
く
人
に
も
厳
重
な

注
意
や
禁
止
事
項
が
言
い
渡
さ
れ

ま
し
た
。 

ま
ず
、
第
一
は
「
火
の
用
心
」
で

す
。
特
に
「
く
わ
え
キ
セ
ル
」
は
厳

禁
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
次
は
建
造

場
所
へ
の
出
入
り
に
関
す
る
こ
と

で
諸
職
人
、
人
足
に
は
鑑
札
が
支
給

さ
れ
、
退
出
す
る
際
は
入
口
に
あ
る

会
所
に
鑑
札
を
置
い
て
い
く
こ
と

が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。 

こ
の
他
に
は
、
喧
嘩
口
論
の
禁
止
、

飲
酒
の
禁
止
な
ど
が
あ
り
、
最
後
に

就
業
時
間
が
決
め
ら
れ
、
作
業
の
開

始
、
昼
食
、
夕
食
、
終
業
な
ど
は
す

べ
て
太
鼓
か
拍
子
木
で
知
ら
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
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
が
基
準
で
し
た
。
こ
う

し
て
、
長
さ
が
三
十
六
メ
ー
ト
ル
、

幅
九
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
四
・
五
メ
ー

ト
ル
で
大
筒
四
門
、
中
筒
六
門
を
装

備
し
た
鳳
凰
丸
は
、
嘉
永
七
年
（
一

八
五
四
）
五
月
に
完
成
し
ま
し
た
。

造
り
慣
れ
て
い
る
千
石
船
（
弁
財

船
）
と
呼
ば
れ
る
船
で
さ
え
着
工
か

ら
進
水
ま
で
半
年
ほ
ど
か
か
っ
た

時
代
に
、
鳳
凰
丸
は
三
ヵ
月
で
進
水

ま
で
こ
ぎ
つ
け
、
完
成
ま
で
八
ヵ
月

と
い
う
驚
異
的
な
ス
ピ
ー
ド
で
し

た
。 ※

菱
矢
来
（
ひ
し
や
ら
い
）
竹
を

ひ
し
形
に
組
ん
だ
垣
や
塀
の
こ
と 

 

同
じ
く
、
五
月
に
は
、
建
造
に
あ

た
っ
た
中
島
三
郎
助
、
佐
々
倉
桐
太

郎
ら
が
中
心
と
な
り
浦
賀
奉
行
以

下
総
勢
百
三
十
人
を
乗
せ
て
館
山

沖
ま
で
の
「
乗
試
し
」
（
試
運
転
）

や
大
砲
の
実
射
な
ど
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
安
政
二
年
（
一
八
五

五
）
江
戸
で
幕
府
の
首
脳
に
披
露
し

た
と
き
に
は
、
品
川
沿
岸
を
警
備
し

て
い
た
者
が
異
国
船
と
間
違
え
、
幕

府
に
届
け
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
、

そ
の
出
来
栄
え
の
良
さ
が
う
か
が

え
ま
す
。 

し
か
し
、
今
日
ま
で
鳳
凰
丸
に
関

す
る
評
価
は
高
い
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
時
代
が

帆
船
か
ら
蒸
気
船
へ
と
急
激
に
変

化
し
て
い
る
時
代
で
も
あ
り
、
さ
ら

に
勝
海
舟
が
「
や
っ
か
い
丸
」
な
ど

と
称
し
、
「
外
観
を
洋
式
に
模
し
た

に
す
ぎ
な
い
和
船
構
造
の
脆
弱
（
ぜ

い
じ
ゃ
く
）
な
船
で
し
か
な
い
」
と

評
価
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
原

因
で
す
。 

鳳
凰
丸
は
本
格
的
な
軍
艦
で
は

な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
近

代
の
軍
艦
と
し
て
は
第
一
号
の
建

造
で
あ
り
、
の
ち
の
軍
艦
建
造
に
大

き
な
影
響
を
あ
た
え
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
の
後
、
幕
府
が
オ
ラ
ン
ダ
、
イ

ギ
リ
ス
等
の
製
造
し
た
軍
艦
数
隻

を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鳳
凰
丸

の
軍
艦
と
し
て
の
必
要
性
が
う
す

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
慶
応
二
年(

一

八
六
六)

江
戸
石
川
島
に
お
い
て
改

造
し
、
幕
府
の
運
輸
船
に
転
用
さ
れ

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
函
館
戦
争

で
明
治
政
府
に
拿
捕
（
だ
ほ
）
さ
れ

る
ま
で
使
用
さ
れ
ま
し
た
。 

新
緑
の
頃
、
浦
賀
湊
に
姿
を
現
し

た
「
鳳
凰
丸
」
は
、
と
て
も
勇
敢
で

美
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
残
念

な
が
ら
今
は
、
そ
の
姿
を
見
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
が
、
浦
賀
文
化
セ
ン

タ
ー
展
示
室
に
あ
る
朱
色
に
塗
っ

た
船
体
、
白
地
に
中
黒
の
帆
の
「
鳳

凰
丸
」
（
模
型
）
か
ら
で
も
十
分
に

実
感
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
是
非

一
度
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。 
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ペ
リ
ー
来
航
に
よ
っ
て
江
戸
湾
防
備
の
重
要
性
を
感
じ
た
幕
府

は
、
浦
賀
奉
行
所
に
軍
艦
建
造
を
命
じ
ま
し
た
。
浦
賀
湊
で
造
ら
れ

た
こ
の
軍
艦
は
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 
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●
会
津
藩
の
江
戸
湾
警
備
● 

 

文
化
七
年(

一
八
一
○)
二
月
二

十
六
日
、
老
中
松
平
伊
豆
守
信
明

か
ら
会
津
藩
为
と
白
河
藩
为
に
対

し
て
登
城
の
命
が
あ
っ
た
。
こ
の

時
、
会
津
藩
为
・
松
平
容
衆(

か
た

ひ
ろ)

は
数
え
年
で
七
歳
で
あ
り
、

元
服
前
で
あ
っ
た
の
で
金
之
助
と

名
乗
っ
て
、
会
津
の
お
城
に
い
た
。

名
代
と
し
て
親
戚
筋
の
飯
野
藩

为
・
保
科
能
登
守(

現
在
の
千
葉
県

富
津
に
あ
っ
た
二
万
石
の
大
名)

が
登
城
し
た
。
一
方
の
白
河
藩
は

「
寛
政
の
改
革
」
の
立
役
者
で
老

中
経
験
が
あ
り
、
会
津
藩
为
の
後

見
役
の
松
平
定
信
が
登
城
し
た
。 

老
中
か
ら
の
命
は
、「
異
国
船
漂

流
手
当
の
た
め
、
相
州
浦
賀
辺
並

び
に
安
房
・
上
総
浦
々
へ
大
筒
台

場
取
建
に
つ
い
て
」
と
、
三
浦
半

島
と
房
総
半
島
に
砲
台
の
建
設
を

求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

「
浦
々
の
最
寄
の
宜
し
い
所
と
領

地
を
引
き
替
え
る
」
こ
と
も
命
ぜ

ら
れ
た
。 

こ
の
時
点
で
は
会
津
藩
が
三
浦

半
島
を
警
備
す
る
こ
と
は
決
ま
っ

て
い
な
か
っ
た
。 

候
補
地
で
あ
る
三
浦
半
島
と
房

総
半
島
を
検
分
す
る
た
め
に
、
会

津
藩
は
軍
事
奉
行
の
丹
羽
織
之
丞

を
派
遣
し
、
白
河
藩
士
と
幕
府
の

役
人
を
同
行
し
て
現
状
視
察
が
行

わ
れ
た
。 

そ
の
結
果
、
会
津
藩
は
土
地
の

格
が
上
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
浦

賀
周
辺
を
望
ん
だ
。
こ
の
陰
に
は

武
士
の
プ
ラ
イ
ド
が
あ
り
、
会
津

藩
と
白
河
藩
を
比
較
す
る
と
会
津

藩
の
方
が
格
式
が
上
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
警
備
場
所
も
土
地
の
格
が

上
の
浦
賀
周
辺
の
警
備
に
つ
く
こ

と
は
当
然
の
こ
と
と
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
相
手
は
現
状
で
は
会
津

の
後
見
役
で
、
老
中
経
験
者
の
松

平
定
信
に
格
式
や
権
威
を
ち
ら
つ

か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

そ
こ
で
会
津
藩
家
老
の
西
郷
頼

母
は
、
幕
府
若
年
寄
の
堀
田
摂
津

守
に
「
も
し
会
津
藩
が
房
総
半
島

の
警
備
と
決
ま
っ
た
な
ら
、
会
津

の
士
風
に
お
い
て
、
武
士
道
の
面

目
を
失
っ
た
と
し
て
、
藩
士
は
黙

っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
」
と
半
ば

脅
迫
文
め
い
た
書
簡
を
送
っ
た
。

こ
の
結
果
、
幕
府
は
七
月
十
五
日
、

会
津
藩
の
三
浦
半
島
警
備
を
正
式

決
定
し
た
。
会
津
藩
は
再
度
、
軍

事
奉
行
・
丹
羽
を
三
浦
半
島
検
分

に
出
掛
け
さ
せ
た
。 

丹
羽
の
検
分
で
三
浦
郡
の
大
部

分
と
鎌
倉
、
久
良
岐
両
郡
の
一
部

を
入
れ
た
九
十
二
村
が
会
津
領
に

な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
東
西
の
浦

賀
は
港
に
面
し
た
所
は
浦
賀
奉
行

所
持
ち
と
し
て
残
っ
た
が
西
浦
賀

の
吉
井
や
久
比
里
、
長
瀬
は
西
浦

賀
分
郷
と
し
て
会
津
領
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
灯
明
堂
付
近(

平
根
山)

に

台
場
を
築
く
の
に
不
便
で
あ
る
と

し
て
灯
明
堂
周
辺
に
ま
で
及
ん
だ
。 

こ
の
決
定
に
驚
い
た
浦
賀
の

人
々
は
、「
東
西
浦
賀
は
御
番
所
の

お
陰
で
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き

有
り
難
く
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
御
番
所
の
御
用
で
あ
れ
ば
、

昼
夜
に
関
係
な
く
勤
め
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
今
回
の
決
定
が
実
施

さ
れ
ま
す
と
、
村
人
の
負
担
が
増

え
、
御
番
所
の
仕
事
に
重
き
を
お

け
ば
生
活
に
支
障
を
き
た
し
、
こ

う
し
た
事
態
が
続
け
ば
当
然
村
が

衰
微
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。」

と
訴
え
、
分
郷
反
対
の
訴
願
を
し

た
。 こ

の
訴
願
は
、
普
段
は
あ
ま
り

仲
の
良
く
な
い
東
西
浦
賀
の
村
役

人
を
は
じ
め
、
町
頭(

ち
ょ
う
が
し

ら
と
読
み
、
現
在
の
町
内
・
自
治

会
長
の
こ
と)

が
こ
ぞ
っ
て
名
を

連
ね
て
い
る
。 

東
浦
賀
村
か
ら
す
れ
ば
、
分
郷

が
あ
っ
て
こ
そ
の
バ
ラ
ン
ス
で
あ

っ
た
の
で
、
分
郷
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
で
負
担
増
を
回
避
し
た
い
思

い
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。 

文
化
八
年
五
月
、
会
津
藩
の
三

浦
半
島
進
駐
が
開
始
さ
れ
た
。 
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山
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詔
一 

 

昨
十
一
月
初
め
、
深
ま
り

行
く
秋
に
郷
愁
を
乗
せ
「
み
す

ず
か
る
信
濃
の
国
」
へ
バ
ス
の
旅

に
出
た
。 

 

主
な
旅
先
は
松
本
城
、
上
高

地
、
先
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
ド
ラ
「
お
ひ

さ
ま
」
の
ロ
ケ
地
・
安
曇
野
な
ど

で
宿
泊
は
小
説
大
菩
薩
峠
に 

「
五
彩
け
ん
ら
ん
た
る
絶
景
」

と
謳
わ
れ
た
白
骨
温
泉
郷
で

あ
っ
た
。 

 

先
ず
は
旅
の
善
し
悪
し
は
お

天
気
次
第
。
一
行
に
は
雨
男

と
雨
女
は
居
な
い
ら
し
く
前
日

ま
で
の
雨
に
代
え
て
終
始
、
絶

好
の
日
本
晴
れ
に
恵
ま
れ
た
。 

 

松
本
城
は
往
時
の
其
の
ま
ま

を
遺
す
国
内
で
も
数
少
な
い

国
宝
の
城
と
し
て
知
ら
れ
る
。 

 

私
の
大
好
き
な
上
高
地
。
四

十
余
年
前
に
訪
れ
た
と
き
と

変
わ
る
こ
と
な
く
、
梓
川
の
清

流
と
背
に
し
た
北
ア
ル
プ
ス
の

山
々
。
山
頂
は
鮮
や
か
に
白
雪

を
頂
い
て
居
た
。
周
り
は
落
葉

松
林
と
白
樺
林
に
囲
ま
れ
て

折
し
も
紅
葉
真
っ
盛
り
。
散
歩

中
、
頭
や
顔
に
何
か
当
た
る
細

か
な
も
の
が
あ
る
。
な
ん
と
落

葉
松
の
針
葉
で
あ
っ
た
。
そ
う

云
え
ば
大
正
池
か
ら
河
童
橋

ま
で
の
小
一
時
間
の
散
策
路
は

針
葉
の
落
ち
葉
で
敷
き
詰
め

ら
れ
て
居
て
、
さ
な
が
ら
黄
金

の
絨
毯
で
あ
っ
た
。
衰
え
つ
つ
あ

る
脚
力
に
は
実
に
心
地
よ
い
。

こ
の
感
触
こ
の
風
景
、
何
処
か

で
会
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
う
だ
、
処
は
異
な
る
が
野
原

を
駆
け
遊
ん
だ
幼
な
日
の
頃

と
そ
っ
く
り
で
は
な
い
か
。 

 

冒
頭
の
「
み
す
ず
か
る
」
は
信

濃
の
枕
こ
と
ば
で
あ
る
。
生
ま

れ
育
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◆日 時◆ 
2 月 11 日（土）～2 月 19 日（日） 10:00～16:00 

◆場 所◆ 
浦賀コミュニティセンター分館 

◆テーマ◆ 
「浦賀の廻船問屋の生活 ～萬屋清左衛門家～」 

第 21回【特別展示会】のお知らせ 

基調講演、展示会ともに多数の皆様のご来場をお
待ち申し上げます。 

基調講演 
◆日 時◆ 

2 月 11 日（土） 13:30～15:00 
◆場 所◆ 

浦賀コミュニティセンター集会室 
◆テーマ◆ 

「浦賀の廻船問屋 ～萬屋清左衛門家～」 
◆講 師◆ 

郷土史研究家・宮井新一さん 

笑話一題 
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