
                            

浦
賀
港
の
引
揚
に
お
け
る
特
色

は
コ
レ
ラ
で
あ
る
。
当
時
の
新
聞

で
は
「
海
上
に
コ
レ
ラ
都
市
。
食

に
つ
ま
る
復
員
者
八
万
人
」
と
伝

え
、
そ
の
ピ
ー
ク
時
に
は
浦
賀
沖

に
二
十
数
隻
の
引
揚
船
が
ぎ
っ
し

り
と
海
上
を
埋
め
、
十
万
人
以
上

の
帰
還
者
が
船
内
に
閉
じ
こ
め
ら

れ
て
い
た
と
あ
る
。
ま
た
、
コ
レ

ラ
が
発
生
し
て
い
る
船
で
は
、
最

低
で
も
十
四
日
間
停
泊
隔
離
が

必
要
で
、
そ
の
間
に
三
回
以
上
の

検
便
を
行
い
、
異
常
が
な
く
な
っ

た
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
、
よ
う

や
く
上
陸
が
許
可
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
そ
の
間
の
船
内
の
状

況
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。 

そ
の
悲
惨
な
記
録
を
一
人
で
も

多
く
の
方
に
と
残
さ
れ
た
原
稿
な

ど
は
、
発
行
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
保
管

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら

の
原
稿
を
も
と
に
よ
う
や
く
作
ら

れ
た
「
浦
賀
港
引
揚
船
関
連
体
験

集
」
は
、
関
わ
っ
た
人
々
の
真
情

が
に
じ
み
出
て
お
り
、
戦
争
と
い

う
悲
し
く
残
酷
で
愚
か
な
行
為
や
、

時
代
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
自
分

の
生
き
方
を
必
死
に
見
つ
め
、
未

来
を
信
じ
て
生
き
よ
う
と
す
る

人
々
の
姿
が
リ
ア
ル
に
伝
わ
っ
て

く
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

当
時
の
浦
賀
港
は
、
敗
戦
国
と

し
て
在
外
各
地
か
ら
戻
っ
て
き
た

引
揚
者
の
た
め
の
主
要
な
指
定
上

陸
港
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
昭

和
二
十
四
年
度
ま
で
に
五
十
六

万
四
千
六
百
二
十
五
人
を
受
け

入
れ
、
引
揚
第
一
船
と
な
っ
た
氷

川
丸
は
昭
和
二
十
年
十
月
七
日

に
入
港
し
た
。
こ
の
船
は
ミ
レ
ー

島
旧
委
任
統
治
領
の
南
洋
諸
島

よ
り
二
千
四
百
八
十
六
人
の
軍

人
を
満
載
し
て
い
た
が
、
こ
の
う

ち
五
百
人
が
入
院
を
要
す
る
疾
病

患
者
で
浦
賀
桟
橋
か
ら
上
陸
し
た
。

そ
の
後
も
続
々
と
船
は
入
港
し
、

帰
還
し
た
引
揚
船
で
は
栄
養
失

調
や
マ
ラ
リ
ア
な
ど
が
多
く
死
亡

者
が
続
出
し
た
。 

引
揚
の
後
期
の
昭
和
二
十
一

年
四
月
五
日
に
入
港
し
た
リ
バ
テ

ィ
ー
輸
送
船
Ｖ
０
７
５
号
で
は
引

揚
者
の
総
数
四
千
三
十
八
人
、
す

で
に
航
海
中
に
十
人
が
コ
レ
ラ
に

よ
り
死
亡
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

連
日
患
者
を
収
容
し
た
が
、
隔
離

患
者
千
七
十
九
人
、
上
陸
後
死
亡

者
三
十
二
人
を
出
し
た
。
こ
れ
を

も
っ
て
ア
メ
リ
カ
軍
や
厚
生
省
は
、

コ
レ
ラ
が
日
本
に
上
陸
す
る
の
を

防
ぐ
た
め
「
コ
レ
ラ
発
生
地
ま
た

は
船
内
に
コ
レ
ラ
患
者
の
あ
る
船

は
す
べ
て
、
浦
賀
検
疫
所
に
て
検

査
を
行
う
べ
し
」
と
の
指
令
を
出

し
、
元
海
軍
対
潜
学
校
跡
（
久
里

浜
・
長
瀬
）
に
移
転
拡
充
さ
れ
た

検
疫
所
で
有
史
以
来
か
つ
て
な
い

コ
レ
ラ
大
防
疫
を
実
施
し
た
。 

こ
の
後
、
浦
賀
港
で
は
多
く
の

コ
レ
ラ
船
が
指
定
錨
地
に
隔
離
さ

れ
、
ま
た
羅
病
し
た
患
者
の
収
容

も
あ
ま
り
の
患
者
数
の
多
さ
に
不

可
能
な
事
態
と
な
り
、
最
終
的
に

は
病
院
船
Ｖ
Ｈ
０
０
２
号
を
横
浜

か
ら
回
航
さ
せ
コ
レ
ラ
患
者
の
収

容
に
あ
て
る
状
態
と
ま
で
な
っ
た
。 

 

戦
争
に
よ
っ
て
海
外
か
ら
よ
う

や
く
故
郷
へ
帰
還
し
た
多
く
の

人
々
が
、
コ
レ
ラ
や
あ
ら
ゆ
る
疾

病
な
ど
の
困
難
に
立
ち
向
か
い
、

そ
し
て
痛
ま
し
い
死
を
遂
げ
た
こ

と
を
、
私
た
ち
は
決
し
て
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
戦
争
は
何
の
罪
も

な
い
人
々
を
、
そ
し
て
そ
の
家
族

の
心
ま
で
直
接
、
間
接
的
に
奪
っ

て
い
っ
た
。身
内
の
迎
え
も
な
く
＊

船
内
や
病
床
で
天
に
召
さ
れ
た
多

く
の
人
々
の
心
の
声
や
、
無
念
さ

を
私
た
ち
は
感
じ
と
り
、
そ
し
て

忘
れ
る
こ
と
な
く
語
り
継
い
で
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
、
沢
山
の
引
揚
者
を
収
容

し
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
浦

賀
港
に
つ
い
て
も
心
に
き
ざ
み
た

い
も
の
で
あ
る
。 

 半
纏
に 

児
を
負
い
て
ゆ
く 

お
み
な
あ
り 

こ
の
か
な
し
き
に 

か
へ
り
来
に
け
り 橋

本 

徳
壽 

 

こ
の
歌
は
、
浦
賀
に
帰
還
し
た

作
者
が
当
時
の
心
情
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
。こ
の
か
な
し
き
と
は
、

読
み
と
り
か
た
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ

ろ
う
が
、
敗
戦
を
終
え
て
帰
っ
て

き
た
人
達
の
複
雑
な
気
持
ち
が
詰

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。

（
こ
の
歌
碑
は
西
叶
神
社
境
内

に
建
立
さ
れ
て
い
る
。） 

        

右
の
写
真
は
、
コ
レ
ラ
で
命
を

落
と
さ
れ
た
方
の
た
め
に
、
昭
和

二
十
五
年
三
月
に
久
里
浜
少
年

院
初
代
所
長
・
田
中
繁
太
郎
氏
が

建
立
し
た
供
養
塔
。 
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昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
年
）
八
月
十
五
日
太
平
洋
戦
争
終
結
後
、
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
に
よ
り
海
外
の
軍
人
、
軍
属
及
び
一
般
邦
人
は
日
本
に
送
還
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
、
浦
賀
港
は
引
揚
指
定
港
と
し
て
、
中
部
太
平
洋
や

南
方
諸
地
域
、
中
国
大
陸
な
ど
か
ら
五
十
六
万
余
人
を
受
け
入
れ
た
。 

 

久里浜少年院内供養塔 



●
ブ
ラ
ザ
ー
ス
号
来
航
● 

 

会
津
藩
が
江
戸
湾
警
備
を
し
て

い
た
文
政
元(

一
八
一
八)
年
五
月

十
三
日
、
一
隻
の
異
国
船
が
浦
賀

へ
来
航
し
た
。 

 

郷
土
史
家
の
大
先
輩
で
あ
る
高

橋
恭
一
氏
の
「
外
国
船
来
航
史
」

な
ど
で
は
、
会
津
藩
が
江
戸
湾
警

備
を
始
め
た
文
化
八(

一
八
一
一)

年
と
十
二(

一
八
一
五)

年
に
、
イ

ギ
リ
ス
船
が
浦
賀
近
辺
に
来
航
し

た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
会
津
藩

の
記
録
に
も
浦
賀
の
記
録
に
も
そ

れ
ら
し
き
事
柄
が
出
て
こ
な
い
の

で
、
い
ま
の
と
こ
ろ
江
戸
幕
府
が

鎖
国
制
度
を
敷
い
て
か
ら
江
戸
湾

へ
来
航
し
た
最
初
の
異
国
船
で
あ

っ
た
。 

 

会
津
藩
は
直
ち
に
三
浦
半
島
の

各
村
々
に
通
達
を
出
し
、
動
員
を

か
け
た
。
陣
屋
の
武
士
た
ち
は
燈

明
堂
上
の
平
根
山
台
場
に
詰
め
、

集
結
し
て
き
た
領
内
の
船
は
異
国

船
を
二
重
、
三
重
に
取
り
囲
み
、

も
の
も
の
し
い
警
戒
ぶ
り
で
あ
っ

た
。 こ

の
異
国
船
は
イ
ギ
リ
ス
船
の

ブ
ラ
ザ
ー
ス
号
と
い
い
、
ゴ
ル
ド

ン
船
長
以
下
乗
組
員
九
名
の
商
船

で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ザ
ー
ス
号
の
大

き
さ
は
長
さ
十
八
メ
ー
ト
ル
、
幅

四
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
三
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
で「
日
本
の
船
に
す
れ
ば
五
、

六
百
石
船
ぐ
ら
い
」
の
小
さ
な
船

で
あ
っ
た
。
船
体
は
黒
塗
り
で
中

程
に
一
筋
の
白
い
線
が
あ
り
、
波

が
あ
た
る
と
こ
ろ
よ
り
下
は
銅
板

が
張
っ
て
あ
っ
た
。 

 

当
時
の
日
本
人
が
注
目
し
た
の

は
二
本
の
帆
柱
で
あ
っ
た
。
奉
行

所
の
役
人
が
残
し
た
記
録
に
は「
港

へ
入
る
時
な
ど
は
丈
を
縮
め
る
こ

と
が
で
き
、
日
本
の
釣
り
ざ
お
の

よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
帆
柱

の
上
に
は
二
人
ほ
ど
上
が
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。」
な
ど
細
か
に

観
察
を
し
て
い
る
。 

 

浦
賀
奉
行
所
で
は
、
与
力
・
同

心
を
乗
せ
た
番
船
を
出
し
事
情
聴

取
を
し
た
が
、
片
言
の
オ
ラ
ン
ダ

語
し
か
使
え
な
い
役
人
に
は
ま
っ

た
く
通
ぜ
ず
大
い
に
困
惑
し
て
い

た
。
幕
府
は
天
文
方
に
い
た
馬
場

佐
十
郎
ら
を
浦
賀
へ
派
遣
し
て
対

応
に
あ
た
っ
た
。 

 

馬
場
ら
の
聞
き
取
り
か
ら
、
ブ

ラ
ザ
ー
ス
号
は
イ
ン
ド
の
ベ
ン
ガ

ル
か
ら
ロ
シ
ア
へ
商
売
に
行
く
途

中
で
あ
り
、
日
本
で
も
商
売
を
す

る
た
め
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
判

明
し
た
。
船
に
は
海
賊
か
ら
身
を

守
る
た
め
に
大
筒
二
門
、
鉄
砲
二

丁
、
ピ
ス
ト
ル
二
丁
の
武
器
を
持

っ
て
お
り
、
奉
行
所
で
出
帆
す
る

ま
で
預
か
る
こ
と
に
し
た
。 

も
の
も
の
し
い
日
本
側
の
警
戒

ぶ
り
と
違
い
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
態

度
の
ゴ
ル
ド
ン
船
長
は
あ
る
程
度

ま
で
船
中
を
開
放
し
た
と
み
ら
れ

る
。
神
奈
川
湊
の
商
人
・
浦
賀
屋

六
右
衛
門
の
話
を
ま
と
め
た
滝
沢

馬
琴
の
「
兎
園
小
説
拾
遺
」
に
よ

れ
ば
、「
船
中
は
三
、
四
層
の
構
造

に
な
っ
て
お
り
、
ガ
ラ
ス
製
の
行

燈(

ラ
ン
プ)

が
あ
り
、
そ
の
明
る

さ
に
驚
い
て
、
船
中
は
こ
れ
一
つ

あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
と
感
心
し

て
い
る
。
さ
ら
に
「
異
人
の
顔
は

白
く
、
眼
は
浅
黄
色
で
、
毛
髪
、

ひ
げ
、
ま
ゆ
毛
ま
で
赤
く
、
ザ
ン

切
頭
で
あ
り
、
鼻
す
じ
が
と
お
っ

て
い
る
」
と
身
体
の
違
い
を
述
べ

て
い
る
。 

さ
ら
に
着
衣
に
関
し
て
も
「
み

な
紺
の
筒
袖
の
羅
紗
を
着
て
お
り
、

な
か
で
も
船
長
と
思
わ
れ
る
人
の

服
に
は
総
模
様
に
な
っ
て
い
る
」

と
身
分
に
よ
っ
て
服
装
に
差
が
あ

る
こ
と
ま
で
指
摘
す
る
ほ
ど
の
観

察
ぶ
り
で
あ
っ
た
。 

ブ
ラ
ザ
ー
ス
号
の
滞
在
は
一
週

間
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
鎖
国
以
来

二
百
年
近
く
外
国
人
や
そ
の
文
化

に
直
接
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

浦
賀
周
辺
の
人
々
に
と
っ
て
は
、

何
も
か
も
が
物
珍
し
い
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
す
ま
い

と
さ
ま
ざ
ま
な
物
に
興
味
を
示
し
、

船
を
訪
れ
て
は
異
国
の
文
化
に
触

れ
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う

に
思
え
る
。
ま
た
そ
れ
が
出
来
な

い
人
も
海
岸
か
ら
遠
眼
鏡
で
、
様

子
を
窺
っ
て
い
た
。 

 

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

二
十
九 

   

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

 

昨
年
の
こ
と
で
す
が
、
今
度

は
何
を
作
ろ
う
か
？
と
家
庭
菜

園
の
苗
を
考
え
な
が
ら
歩
い
て

い
た
ら
近
所
の
花
屋
さ
ん
で「
ピ

ー
マ
ン
」
と
書
か
れ
た
苗
を
見

か
け
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
八
苗

買
い
、
す
ぐ
に
庭
の
片
隅
に
植

え
ま
し
た
。
い
つ
も
な
が
ら
根

付
く
か
ど
う
か
心
配
で
し
た
が

す
ぐ
に
葉
が
殖
え
そ
の
う
ち
小

さ
な
白
い
可
憐
な
花
が
咲
き
一

安
心
。 

緑
色
の
実
が
付
き
始
め
キ
ー

マ
カ
レ
ー
で
も
作
る
か
と
考
え

て
い
た
矢
先
、
実
の
先
端
部
分

が
尖
り
出
し
、
お
ま
け
に
ど
ん

ど
ん
赤
く
な
り
始
め
ま
し
た
。 

お
か
し
い
な
と
思
っ
て
園
芸

図
鑑
を
見
た
と
こ
ろ
「
ピ
ー
マ

ン
と
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
見
分
け
方
」

と
い
う
項
目
が
あ
る
位
よ
く
似

て
い
る
と
の
こ
と
。
そ
れ
も
そ

の
は
ず
、
ピ
ー
マ
ン
と
は
ト
ウ

ガ
ラ
シ
の
甘
味
種
を
言
う
の
だ

そ
う
で
す
。 

花
屋
さ
ん
も
一
つ
二
つ
紛
れ

て
い
れ
ば
す
ぐ
判
る
の
で
し
ょ

う
が
、
全
部
違
っ
て
い
る
と
そ

れ
が
間
違
い
だ
と
気
付
か
な
い
。

こ
れ
が
心
理
の
盲
点
か
、
人
間

の
知
識
と
い
う
も
の
の
儚
さ
を

感
じ
ま
し
た
。
と
い
う
訳
で
去

年
は
唐
辛
子
が
豊
作
で
し
た
。 

（
生
・
半
可
通
） 

2 月 11日から 2月 19日まで、浦賀コミュニティセンター分館

にて、特別展示会「浦賀の廻船問屋の生活 ～萬屋清左衛門家～」

が開催されました。 

また 2月 11 日には浦賀コミュニティセンター集会室で、廻船

問屋・萬屋清左衛門家の直系子孫の宮井新一さんをお招きして、

「浦賀の廻船問屋 ～萬屋清左衛門家～」をテーマに基調講演が

行われました。 

展示会では廻船問屋に関する多数の資料や生活文化財が展示さ

れ、基調講演では廻船問屋について、興味深い話を聞くことが出

来ました。 

多くの方にご来館いただき、

特別展は大盛況のうちに終わ

りました。皆様のご来館に感

謝いたします。 

今後も皆様のご希望にかな

う企画を計画していきたいと

考えております。ご支援よろ

しくお願いいたします。 基調講演の様子 

笑話一題 
 

第 21回【特別展示会】開催される 
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