
 

 

 

 

 

 

                      

 

       

も
う
二
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
し

ょ
う
か
、
東
浦
賀
の
顕
正
寺
で
、
小

説
『
血
族
』
で
知
ら
れ
た
故
・
山
口

瞳
さ
ん
の
法
要
に
参
列
し
た
時
、
こ

の
寺
の
一
角
に
、
江
戸
時
代
の
哲
学

者
・
中
根
東
里
が
ひ
っ
そ
り
と
眠
っ

て
い
る
の
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
そ

れ
以
来
、
中
根
東
里
と
浦
賀
と
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
関
心
を
寄
せ
て
き

ま
し
た
。 

中
根
東
里
は
、
『
横
須
賀
人
物
往

来
』
に
、
浦
賀
に
眠
る
陽
明
学
者
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

最
近
は
『
無
私
の
日
本
人
』
（
磯
田

道
史
著
）
に
高
潔
な
人
柄
と
天
才
的

な
文
人
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
文
中
で

「
中
根
東
里
と
い
う
儒
者
は
「
徳
川

開
闢

か
い
び
ゃ
く

以
来
、
稀
有

け

う

の
才
で
あ
る
」

と
江
戸
後
期
の
鴻
儒

こ
う
じ
ゅ

碩
学

せ
き
が
く

は
絶
賛

し
、
明
治
に
井
上
哲
次
郎
が
、
昭
和

に
安
岡
正
篤

ま
さ
ひ
ろ

が
「
陽
明
学
者
」
と
し

て
若
干
紹
介
し
て
い
る
が
、
今
日
で

は
忘
れ
去
ら
れ
た
感
が
あ
る
。
若
い

と
き
、
お
の
れ
の
名
が
残
ら
ぬ
よ
う
、

作
品
を
燃
や
し
て
隠
れ
つ
づ
け
、
自

分
の
存
在
を
消
し
た
の
だ
か
ら
当
然

で
あ
る
。
伝
記
も
な
か
っ
た
か
ら『
無

私
の
日
本
人
』
で
取
り
上
げ
た
。
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

中
根
東
里
は
、
江
戸
時
代
初
期
の

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
年
）、
伊
豆

下
田
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
親
の
素

行
が
も
た
ら
し
た
、
決
し
て
幸
福
と

は
い
え
な
い
生
活
の
中
で
、
東
里
の

親
孝
行
ぶ
り
は
絵
に
描
い
た
よ
う
な

も
の
で
し
た
。
東
里
の
性
格
や
行
動

か
ら
、
俗
世
間
に
は
馴
染
み
に
く
い

子
と
悟
り
、
そ
の
行
く
末
を
案
じ
た

母
は
、
十
三
歳
の
時
、
下
田
の
禅
寺

に
入
門
さ
せ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
東
里

は
、
「
禅
は
唐
土
よ
り
渡
来
し
た
も

の
、
本
来
の
唐
音
（
中
国
語
）
で
経

を
読
み
た
い
」
と
思
い
つ
き
、
国
内

で
唐
音
を
学
べ
る
数
少
な
い
寺
の
ひ

と
つ
、
宇
治
の
黄
檗
山

お
う
ば
く
さ
ん

萬ま
ん

福
寺

ぷ

く

じ

へ
修

行
の
場
を
移
し
ま
す
。
好
奇
心
の
強

い
東
里
は
、
ま
た
た
く
ま
に
唐
音
を

マ
ス
タ
ー
し
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
、
寺
が
所
蔵
す
る
万
巻
の

書
物
を
読
み
た
い
と
申
し
出
ま
す
が
、

願
い
は
叶
わ
ず
、
今
度
は
江
戸
駒
込

の
浄
土
宗
蓮
光
寺
へ
仏
門
修
行
の

場
を
移
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
読
書
も

許
さ
れ
、
修
行
の
傍
ら
『
大
蔵
経

だ
い
ぞ
う
き
ょ
う

』

を
は
じ
め
万
巻
の
経
典
を
読
破
し
た

と
い
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
東
里
の
名
は
江
戸
市
中

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当
時
、

聖
人
の
道
を
古
代
の
中
国
語
を
通

し
て
学
ぶ
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
儒

学
者
・
荻
生
徂
徠

お

ぎ
ゅ

う
そ
ら

い

の
目
に
も
留
ま
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
徂
徠
が
唐
音
に

明
る
い
東
里
を
門
弟
に
置
く
こ
と
は
、

自
身
の
名
声
を
高
め
る
の
が
目
的
で

あ
り
、こ
れ
を
感
じ
取
っ
た
東
里
は
、

仏
道
を
離
れ
る
こ
と
を
決
意
し
、
浪

人
生
活
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。 

そ
の
後
、
二
十
三
歳
の
東
里
は
、

加
賀
国
（
石
川
県
）
金
沢
の
朱
子
学

者
・
室む

ろ

鳩
き
ゅ
う

巣そ
う

の
門
を
た
た
き
ま
す
。

四
書
を
中
心
と
し
た
勉
学
に
励
み
、

や
が
て
加
賀
藩
か
ら
仕
官
の
勧
め
を

受
け
ま
す
。
し
か
し
、
学
問
に
よ
り

俸
禄
を
得
る
こ
と
に
嫌
悪
感
を
持
ち
、

金
沢
を
後
に
し
ま
す
。
そ
の
後
、
赤

貧
洗
う
が
ご
と
し
と
い
う
苦
境
の
中
、

終
日
書
を
読
み
ふ
け
り
江
戸
や
鎌
倉

の
町
角
で
自
分
が
作
っ
た
ワ
ラ
ジ
を

売
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
折
、
東
里
は
『
王
陽
明

お
う
よ
う
め
い

全
書

ぜ
ん
し
ょ

』
と
出
会
い
深
い
感
銘
を
う
け

ま
す
。
そ
し
て
、
急
速
に
陽
明
学
に

傾
倒
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
後
、
弟

子
の
懇
願
に
よ
り
下
野

し
も
つ
け

国
の
く
に

（
栃
木

県
）
佐
野
の
泥
月
庵

で
い
げ
つ
あ
ん

（
の
ち
に

知
松
庵

ち
し
ょ
う
あ
ん

）
に
移
り
住
み
ま
し
た
。
住

居
に
人
々
を
集
め
て
『
伝
習
録

で
ん
し
ゅ
う
ろ
く

』

を
誰
に
も
わ
か
る
言
葉
で
読
み
解
き

ま
し
た
。
王
陽
明
と
弟
子
た
ち
と
の

問
答
形
式
を
と
る
『
伝
習
録
』
を
ひ

も
と
く
こ
と
二
十
年
、
東
里
は
佐
野

の
人
々
の
尊
敬
の
的
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。 

こ
こ
で
、
東
里
と
浦
賀
の
関
係

に
つ
い
て
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

東
里
の
姉
は
、
浦
賀
奉
行
所
の
与

力
で
あ
る
合ご

う

原は
ら

家
に
嫁
ぎ
、
年
老

い
た
母
を
呼
び
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
弟
は
妻
を
亡
く
し
、
生
れ

た
ば
か
り
の
娘
を
抱
え
途
方
に
暮

れ
、
東
里
を
訪
ね
ま
す
。
東
里
は

佐
野
で
飢
え
て
死
に
か
け
た
姪
の

世
話
を
は
じ
め
ま
す
が
思
う
よ
う

に
は
い
か
ず
、
結
局
、
二
年
養
育

し
た
の
ち
、
浦
賀
の
姉
の
元
に
預

け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
生
涯
独

身
を
通
し
た
東
里
も
最
晩
年
期
に

は
姉
の
元
に
身
を
寄
せ
、
学
問
の

集
大
成
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
明
和
二
年
（
一
七
六
五
年
）

二
月
、
七
十
一
年
の
生
涯
を
終
え

て
、
母
の
眠
る
顕
正
寺
に
葬
ら
れ

ま
し
た
。 

 四書
…
儒
教
の
経
書
『
論
語
』『
孟
子
』『
大
学
』

『
中
庸
』
の
総
称 

 

中根東里の墓 

中な

か 

根ね 

東と

う 

里り 

江
戸
時
代
の
哲
学
者
。
若
く
し
て
中
国
語
を
学
び
、
日
本
一
の
儒
者
と

な
る
も
仕
官
せ
ず
、
極
貧
生
活
を
送
る
。
や
が
て
佐
野
に
庵
を
結
び
、
王

陽
明
の
「
伝
習
録
」
を
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
説
き
、
人
々
に
慕
わ
れ
た
。 
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史
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● 

為 

朝 
神 
社 

● 
 

西
浦
賀
の
浜
町
（
西
浦
賀
四
丁
目
）

の
鎮
守
・
為
朝
神
社
は
、
東
西
浦
賀
で

六
つ
あ
る
神
社
の
中
で
最
も
新
し
い
神

社
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
社
殿
が
完
成

し
た
の
は
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
年
）

で
あ
る
か
ら
約
二
百
年
も
前
の
こ
と
で

あ
る
。 

為
朝
神
社
に
は
「
八
郎
大
明
神
伝
由

記
」
と
「
八
郎
大
明
神
故
鎮
西
公

廟
み
た
ま
や

寝
新
造
募
疏

し

ん

ぞ

う

ぼ

そ

」
と
い
う
二
点
の
史
料
が

残
さ
れ
て
い
る
。「
伝
由
記
」
は
縁
起
書

で
あ
り
、
浜
町
に
為
朝
像
が
来
由
し
た

由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
廟
寝
新
造
募

疏
」
は
社
殿
を
造
る
際
の
趣
意
書
で
あ

る
。 「

伝
由
記
」
を
読
む
と
、
為
朝
像
が

浦
賀
へ
上
が
っ
た
の
は
寛
政
十
二
年
（
一

八
〇
〇
年
）
三
月
で
あ
っ
た
。
浜
町
の

（
高
橋
）
忠
兵
衛
と
い
う
人
が
の
ど
か

な
春
の
朝
、
海
辺
に
行
き
、
春
霞
の
沖

合
を
見
て
い
る
と
ど
こ
か
ら
か
「
忠
兵

衛
」
と
呼
ぶ
声
が
し
た
。
驚
い
て
あ
た

り
を
見
回
し
た
が
何
も
変
わ
っ
た
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
、
な
お
ま
た
「
忠
兵

衛
」
と
呼
ぶ
声
が
し
た
。
目
を
凝
ら
し

て
声
の
し
た
方
向
の
海
を
見
て
い
る
と

一
体
の
木
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

「
こ
れ
は
私
に
ど
う
に
か
し
ろ
」
と
の

声
で
あ
ろ
う
と
察
し
た
忠
兵
衛
は
海
に

入
り
、
こ
の
木
像
を
拾
い
上
げ
た
。
忠

兵
衛
は
木
像
を
そ
の
ま
ま
持
ち
帰
ろ
う

と
し
た
が
、
神
仏
を
冒
瀆
す
る
こ
と
を

恐
れ
て
、
浜
町
の
若
者
宿
と
な
っ
て
い

た
地
蔵
堂
へ
安
置
し
た
。 

こ
れ
以
後
、
近
郷
近
在
の
人
で
病
気
、

け
が
の
人
が
こ
の
木
像
に
祈
る
と
そ
の

効
き
目
は
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
お
参

り
に
来
る
人
が
切
れ
目
な
く
続
い
て
い

た
。
海
か
ら
拾
い
上
げ
て
来
た
木
像
が

為
朝
像
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
自

然
に
人
々
の
間
に
そ
の
噂
が
広
ま
っ
て

い
っ
た
。 

江
戸
時
代
、
為
朝
は
病
気
、
特
に
疱

瘡
と
い
う
病
気
を
退
散
し
て
く
れ
る
神

様
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
疱
瘡

は
天
然
痘
と
も
呼
ば
れ
、
今
で
も
多
く

の
人
々
に
種
痘
の
痕
が
あ
る
よ
う
に
、

一
度
免
疫
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
病
に
は

罹
ら
な
い
が
、
種
痘
の
な
い
時
代
に
は

一
定
周
期
で
流
行
す
る
こ
わ
い
病
気
で

あ
っ
た
。
為
朝
が
弓
を
射
る
力
が
強
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
熱
に
弱
い
と
さ
れ
た

疱
瘡
を
射
る
、
煎
っ
て
退
散
し
て
く
れ

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状

態
が
続
く
な
か
で
、
小
七
と
い
う
人
が

神
恵
に
報
い
よ
う
と
し
て
、回
り
の
人
々

と
と
も
に
木
像
を
彩
飾
し
た
ら
、
ま
す

ま
す
像
の
お
顔
に
徳
が
増
し
て
き
た
。

し
か
し
、
ま
だ
神
社
を
造
ろ
う
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

拾
い
上
げ
た
木
像
が
為
朝
像
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
と
、
為
朝
と
は
ど
の
よ

う
な
人
物
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
為
朝
像

が
来
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
忠
兵
衛
の

子
や
亀
屋
藤
七
、
伊
勢
屋
久
七
、
小
林

金
二
ら
が
協
力
し
て
そ
の
由
来
を
探
る

こ
と
を
始
め
、
大
村
朝
長
と
い
う
人
が

一
冊
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
が
「
伝
由
記
」

で
あ
る
。 

こ
の
「
伝
由
記
」
の
完
成
が
、
社
殿

の
建
築
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。「
廟
寝

新
造
募
疏
」
に
は
「
仮
住
ま
い
の
ま
ま

で
あ
る
こ
と
は
、
為
朝
の
神
力
を
本
当

に
発
揮
さ
せ
こ
と
が
で
き
ず
、
人
々
に

そ
の
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
」

と
し
て
、
国
を
あ
げ
て
、
三
浦
郡
の
人
々

が
こ
ぞ
っ
て
、
裕
福
な
人
は
一
か
月
の

俸
給
分
を
、
貧
し
い
人
は
盃
一
杯
分
の

蓄
え
を
、
自
分
の
た
め
、
ま
た
子
孫
の

た
め
に
惜
し
ま
ず
、
賛
同
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
有
難
い
と
綴
ら
れ
て
い
る
。 

為
朝
神
社
は
こ
う
し
て
、
浦
賀
中
い

や
も
っ
と
広
範
囲
の
人
々
の
力
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
。 
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分
館
の
ま
わ
り
の
電
線
に
は
台
湾
リ
ス
が
走
る
。 

毎
日
忙
し
い
み
た
い
だ
。 

 

午
後
五
時
に
な
り
プ
ー
ル
か
ら
子
供
た
ち
が 

消
え
る
と
ツ
バ
メ
た
ち
が
僕
た
ち
の
順
番
だ
と

プ
ー
ル
の
水
面
を
た
た
い
て
遊
ぶ
。 

 

カ
ラ
ス
は
夕
方
に
な
る
と
帰
っ
て
く
る
。 

今
日
も
楽
し
か
っ
た
な
と
騒
ぐ
。 

 

玄
関
の
外
灯
に
は
守
宮

や

も

り

の
夫
婦
が
住
ん
で
い
る
。 

食
事
の
時
間
だ
と
、
の
そ
の
そ
起
き
出
す
。 

 

展
示
室
の
奥
の
倉
庫
に
は
巨
大
な
猪
の
剥
製
が

あ
る
。
し
か
も
二
頭
の
子
供
を
連
れ
て
い
る
。 

遠
い
昔
を
な
つ
か
し
く
思
い
出
し
て
い
る
の 

だ
ろ
う
か
・
・
・
。 

 

し
ず
け
さ
や 

プ
ー
ル
に
う
つ
る 

夏
の
月 

       

 

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

三
十
四 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

笑話一題 
 

浦賀コミセン分館 講座開催のお知らせ 

 
～歴史のまち浦賀を再発見しよう！～ 

 

浦賀の歴史を学び付近の寺社を訪れます。
普段あまり歩かない裏通りを散策し、いつ
もと違う浦賀を発見しましょう。 
 
日時 10月 17日、24日（木）・30日（水） 

９:30～12:00 ／全３回 

場所 浦賀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ分館 

見学 東浦賀、西浦賀寺社名跡等 

 

※広報よこすか、浦賀 TODAY 等で募集を
行います。是非お申し込みください。 


