
 

 

                      

 

      

浜
町

は
ま
ち
ょ
う

（
西
浦
賀
四
丁
目
）
に
、

西
叶
神
社
の
末
社
と
し
て
為
朝
神

社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
は
、
江
戸
時

代

後

期

に

編

集

さ

れ

た

『

新
編
相
模
国
風
土
記
稿

し

ん

ぺ

ん

さ

が

み

の

く

に

ふ

ど

き

こ

う

』

に

「
疱
瘡

ほ
う
そ
う

神し
ん

」
と
し
て
記
さ
れ
、
祭
神

は
鎮
西

ち
ん
ぜ
い

八
郎

は
ち
ろ
う

源

為

朝

み
な
も
と
の
た
め
と
も

と
い
う
。 

源
為
朝
は
、
保ほ

う

元 げ
ん

元
年
（
一
一
五

六
）
の
保
元
の
乱
に
、
父
、
源
頼
義

と
と
も
に
平
清
盛
の
軍
と
戦
っ
て
敗

れ
た
。
そ
の
際
に
、
為
朝
の
強
弓

ご
う
き
ゅ
う

を

恐
れ
た
勝
者
側
に
よ
っ
て
腕
の
筋
を

切
ら
れ
、
伊
豆
の
大
島
へ
流
さ
れ
て

悲
惨
な
流
人

る

に

ん

生
活
の
果
て
に
島
で

没
し
た
と
い
う
。 

こ
う
し
た
悲
劇
の
武
将
の
怨
念
を

恐
れ
、
為
朝
神
社
は
為
朝
の
御
霊

み

た

ま

を

祀
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
御
霊
の

力
に
よ
っ
て
、
当
時
、
恐
れ
ら
れ
て

い
た
疫
病

え
き
び
ょ
う

の
一
つ
で
あ
る
「
疱
瘡
」

の
災
い
を
救
っ
て
く
れ
る
神
と
い
う

信
仰
が
為
朝
神
社
に
神
霊

し
ん
れ
い

と
し
て

期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

浜
町
に
伝
わ
る
「
虎
踊
り
」
は
、

毎
年
六
月
、
為
朝
神
社
の
境
内
に
舞

台
を
設
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

民
俗
芸
能
は
、
享
保

き
ょ
う
ほ

五
年
（
一
七
二

○
）
に
奉
行
所
が
下
田
か
ら
浦
賀
に

移
さ
れ
た
時
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。

奉
行
所
が
移
さ
れ
た
の
は
、
船
の
大

型
化
や
、下
田
港
の
周
辺
は
暗
礁

あ
ん
し
ょ
う

が

あ
り
、
波
が
荒
く
な
る
と
入
港
が
困

難
に
な
る
こ
と
な
ど
の
理
由
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。 

さ
て
、
「
虎
踊
り
」
の
内
容
に
触

れ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
原
作
を
近

松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
作
品
で
あ

る
『
国
性
爺

こ

く

せ

ん

や

合
戦

か
っ
せ
ん

』
に
よ
っ
て
い
る
。

「
国
性
爺
」
と
は
、
中
国
の
明み

ん

王
朝

時
代
（
一
三
六
八
～
一
六
四
四
）
の

英
雄
と
し
て
知
ら
れ
る
鄭
成
功

て
い
せ
い
こ
う

の
異

名
で
あ
る
。
鄭
成
功
は
明
皇
帝
の
姓

で
あ
る
「
朱
」
を
称
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
、
国
姓
を
賜
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
国
姓
爺
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
は
『
国

姓
爺
合
戦
』
と
表
記
す
べ
き
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。 

鄭
成
功
は
、
明
王
朝
が
滅
ん
で
か

ら
、
母
の
祖
国
で
あ
る
日
本
に
亡
命

し
、
新
し
く
興
っ
た
清
王
朝
に
反
旗

を
翻
し
て
い
た
。
物
語
の
主
人
公
で

あ
る
和
藤
内

わ

と

う

な

い

は
鄭
成
功
を
モ
デ
ル
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
和
藤
内
に
よ
る

虎
退
治
は
叶

か
の
う

明
神

み
ょ
う
じ
ん

の
威
徳
に
よ
る

も
の
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
当
時

恐
れ
ら
れ
て
い
た
疱
瘡
に
対
す
る
脅

威
の
念
が
、
虎
に
な
ぞ
ら
え
て
語
ら

れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

為
朝
神
社
の
創
建
は
、
虎
踊
り
が

浦
賀
に
伝
え
ら
れ
て
か
ら
百
年
ほ
ど

経
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

ま
で
は
西
叶
神
社
で
奉
納
さ
れ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

周
囲
に
竹
笹
を
し
つ
ら
え
た
舞
台

に
は
、
歌
舞
伎
役
者
さ
な
が
ら
の

隈
取

く
ま
ど
り

を
し
た
和
藤
内
が
鎮
座
し
、

唐
子

か

ら

こ

と
呼
ば
れ
る
中
国
風
の
装
い
を

し
た
子
ど
も
た
ち
が
独
特
な
歌
に
合

わ
せ
踊
り
を
舞
う
。
そ
し
て
大
小
二

頭
の
虎
が
、「
虎
返
し
」「
逆

さ
か
さ

飛
び
」

な
ど
と
い
わ
れ
る
ア
ク
ロ
バ
テ
ッ
ク

な
演
技
を
見
せ
て
く
れ
る
。
夕
闇
の

中
で
の
、
笛
、
太
鼓
、
三
味
線
の
賑

や
か
さ
の
中
に
も
哀
愁
を
帯
び
た
演

奏
が
さ
ら
に
、
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ

て
い
る
。 

元
は
伊
豆
の
下
田
か
ら
伝
え
ら

れ
た
も
の
と
は
い
え
、
今
で
は
浦

賀
に
定
着
し
た
虎
踊
り
は
郷
土
文

化
の
象
徴
と
も
い
え
る
。
神
奈
川

県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
、
地
域
の
伝
統
文
化
と
し
て
保

存
に
努
め
て
い
る
。 

な
お
、「
虎
踊
り
」
は
、
横
須
賀

市
内
で
は
野
比
に
も
伝
承
さ
れ
て

お
り
、
虎
が
一
体
で
演
技
さ
れ
る

な
ど
、
形
式
は
多
少
異
な
る
も
の

の
、
浦
賀
の
も
の
と
の
類
似
点
が

多
い
。
浦
賀
の
も
の
と
合
わ
せ
て

「
横
須
賀
の
虎
踊
り
」
と
し
て
国

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。 

 

虎
踊
り
と
浦
賀 

 

浦
賀
奉
行
所
の
開
設
に
あ
た
り
、
伊
豆
下
田
よ
り
船
改
め
を
手
伝
う

た
め
に
60
軒
余
の
廻
船
問
屋
が
浦
賀
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
虎
踊
り
は
、

そ
の
人
た
ち
が
故
郷
を
想
い
伝
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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●
問
屋
料
値
上
げ
願
い
● 

 

文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
三
月
、
問

屋
料
の
値
上
げ
願
い
が
浦
賀
奉
行
所
へ

提
出
さ
れ
た
。 

問
屋
料
も
し
く
は
問
料
と
は
、
浦
賀

で
廻
船
が
「
船
改
め
」
と
呼
ば
れ
た
検

査
を
受
け
た
と
き
に
発
生
す
る
通
関
税

の
一
つ
で
あ
り
、
実
際
に
検
査
業
務
を

す
る
問
屋
へ
入
る
手
数
料
の
こ
と
で
あ

る
。 享

保
六
（
一
七
二
一
）
年
二
月
、
浦

賀
に
奉
行
所
が
設
置
さ
れ
、
船
番
所
が

置
か
れ
て
江
戸
へ
上
り
下
り
す
る
す
べ

て
の
船
は
、
浦
賀
へ
寄
っ
て
荷
物
と
乗

組
員
（
江
戸
時
代
は
水
主
と
書
い
て
「
か

こ
」
と
呼
ん
で
い
た
）
の
検
査
を
受
け

る
こ
と
、
こ
れ
を
「
船
改
め
」
と
い
い
、

ど
の
船
に
も
義
務
づ
け
ら
れ
た
。 

こ
の
仕
事
は
民
間
に
委
託
さ
れ
て
い

た
。
委
託
先
は
伊
豆
・
下
田
時
代
か
ら

こ
の
業
務
に
携
わ
り
、
奉
行
所
の
移
転

と
と
も
に
下
田
か
ら
浦
賀
へ
越
し
て
き

た
人
が
六
三
軒
、
西
浦
賀
か
ら
二
二
軒
、

東
浦
賀
は
す
べ
て
干
鰯
問
屋
で
二
十
軒

が
選
ば
れ
て
、「
廻
船
問
屋
」と
呼
ば
れ
、

東
西
浦
賀
と
下
田
で
構
成
さ
れ
て
い
た

の
で
、
三
方
問
屋
と
も
呼
ば
れ
た
。 

廻
船
問
屋
は
自
分
が
検
査
を
担
当
す

る
船
が
決
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
船
の
水

主
の
数
で
「
問
屋
料
」
を
と
っ
て
い
た
。

船
は
こ
の
他
に
大
き
さ
に
準
じ
て
十
石

で
三
文
の
「
石
銭
」
を
払
う
の
で
、
浦

賀
港
へ
入
る
と
二
種
類
の
通
関
税
を
上

り
下
り
分
払
っ
て
い
た
。 

問
屋
料
は
最
初
、
水
主
一
人
に
対
し

て
銀
一
匁

も
ん
め

八
分
で
あ
っ
た
が
、元
文（
一

七
三
六
～
四
十
）
年
間
に
二
匁
七
分
、

天
明
（
一
七
八
一
～
八
六
）
年
間
に
三

匁
三
分
と
値
上
が
り
し
て
い
っ
た
。
こ

の
背
景
に
は
船
の
大
型
化
と
水
主
の
数

が
比
例
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。 

文
政
三
年
の
値
上
げ
の
願
書
に
も
記

さ
れ
て
い
る
が
、「
船
改
め
」
の
始
ま
っ

た
享
保
期
に
は
五
千
艘
の
船
が
入
港
し

た
が
、
元
文
年
中
ご
ろ
に
は
、
三
千
七
、

八
百
艘
に
減
少
し
た
。
ま
た
、
享
保
の

こ
ろ
の
大
型
船
は
七
、
八
百
石
積
み
ぐ

ら
い
で
、
水
主
が
十
四
、
五
人
乗
っ
て

い
た
が
、
天
明
ご
ろ
か
ら
千
石
船
が
現

れ
、
こ
の
船
の
水
主
は
十
二
、
三
人
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
江
戸
へ
の

荷
物
量
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

「
現
在
（
文
政
三
年
）
は
、
さ
ら
に
船

が
大
型
化
し
千
二
、
三
百
石
積
み
の
船

と
な
っ
て
い
る
が
、
省
エ
ネ
航
行
で
、

水
主
の
数
は
全
く
変
わ
ら
な
い
。
こ
う

し
た
状
況
が
続
く
と
問
屋
が
継
続
で
き

な
く
な
り
、
奉
行
所
に
も
迷
惑
を
か
け

る
よ
う
な
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
の
で
、

こ
こ
は
私
ど
も
を
お
救
い
下
さ
る
と
思

っ
て
、
水
主
一
人
の
問
屋
料
を
五
分
値

上
げ
し
て
頂
き
た
い
。」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。 

四
月
に
入
る
と
三
方
問
屋
の
願
い
は

叶
え
ら
れ
、
水
主
一
人
か
ら
三
匁
八
分

の
問
屋
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
っ
た
。 

こ
の
値
上
げ
は
前
も
っ
て
廻
船
を
持

っ
て
い
る
人
々
の
賛
同
を
得
て
な
く
て

は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
奉

行
所
よ
り
前
に
了
承
し
て
も
ら
っ
た
う

え
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

ま
た
値
上
げ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
問

屋
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
と
訴
え
た
が
、

実
は
こ
ん
な
こ
と
で
潰
れ
る
よ
う
な
家

に
は
問
屋
職
は
与
え
て
お
ら
ず
、
皆
こ

の
他
に
立
派
な
生
業
を
も
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ

て
計
算
す
る
と
赤
字
と
な
る
こ
と
か
ら

の
値
上
げ
申
請
で
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
裏
読
み
を
す
る
と
、
同
じ
月

に
干
鰯
問
屋
が
高
景
気
か
ら
運
上
金
を

五
両
増
額
し
た
い
と
届
け
出
て
、
こ
れ

が
了
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
表
裏
一
体

の
部
分
が
あ
っ
た
か
な
、
と
も
思
わ
れ

る
。 

 

 

 

 

 

今
か
ら
数
十
年
前
、
丸
坊
主
の
高
校
生
だ
っ
た
青
春

時
代
が
懐
か
し
い
…
。
朝
五
時
半
に
起
き
、
六
時
半
に

学
校
に
着
い
て
練
習
場
の
清
掃
を
す
る
の
が
一
日
の
始

ま
り
で
し
た
。 

上
級
生
が
来
る
ま
で
の
約
一
時
間
が
、
一
年
生
に
と

っ
て
貴
重
な
練
習
時
間
で
し
た
。
八
時
半
か
ら
授
業
が

始
ま
り
ま
し
た
が
、
眠
く
て
居
眠
り
を
す
る
授
業
が
多

く
、
教
室
で
先
生
に
教
科
書
で
頭
を
叩
か
れ
、
職
員
室

に
呼
ば
れ
、
ク
ラ
ブ
の
顧
問
の
先
生
に
大
声
で
叱
ら
れ

ま
し
た
。
放
課
後
の
練
習
は
、
ボ
ー
ル
拾
い
が
ほ
と
ん

ど
で
、
家
に
帰
る
の
は
夜
の
九
時
半
頃
に
な
り
、
お
正

月
を
除
き
、
毎
日
そ
の
繰
り
返
し
で
し
た
。 

二
年
生
に
な
る
と
、
練
習
時
間
も
増
え
、
試
合
に
勝

つ
こ
と
が
何
よ
り
の
励
み
と
な
り
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー

ハ
イ
、
国
体
等
の
大
会
に
神
奈
川
県
代
表
と
し
て
出
場

し
ま
し
た
が
、
ベ
ス
ト
四
に
は
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
だ
け
練
習
し
努
力
し
て
も
、
全
国
に
は
も
っ
と
強

い
人
が
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
高
校
時
代
で
し
た
。 

一
、
一
球
一
打
に
精
魂
を
尽
く
せ 

一
、
限
り
な
い
研
究
と
無
我
の
練
習 

一
、
強
き
を
恐
れ
ず
弱
き
を
侮
ら
ず 

一
、
最
悪
の
条
件
で
最
善
を
尽
く
せ 

一
、
練
習
で
泣
い
て
試
合
で
笑
え 

一
、
規
律
、
礼
儀
、
節
制
を
忘
れ
る
な 

こ
の
「
部
訓
」
を
今
で
も
時
々
思
い
出
し
ま
す
。 

        

 

展示室にデジタルフォ

トフレームを設置いたし

ました。 

只今、浦賀の歴史に関

する DVD を放映してお

ります。是非、お立ち寄

りください。 

是非、お立ち寄りくだ

さい。 

浦賀コミセン分館 
展示室からのお知らせ 

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

三
十
三 

郷
土
史
家 
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