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そ
の
名
前
か
ら
し
て
、
ど
こ
か
に

神
々
し
さ
を
秘
め
た
響
き
を
持
つ
観

音
崎
に
は
、
名
称
の
由
来
に
伴
う
伝

説
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
横

須
賀
市
が
建
立
し
た
十
二
番
目
の
文

学
碑
で
あ
る
「
西
脇
順
三
郎
詩
碑
」

も
灯
台
へ
行
く
途
中
の
海
沿
い
に
見

ら
れ
ま
す
。 

観
音
崎
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
ひ
も

と
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
名

前
の
由
来
と
な
っ
た
観
音
様
が
あ
り

ま
し
た
。
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
と

い
い
、
頭
の
回
り
に
十
一
も
の
顔
を

持
っ
た
観
音
様
で
す
。
そ
の
観
音
様

の
物
語
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

「
昔
、
観
音
崎
の
山
の
茂
み
に
た

く
さ
ん
の
鵜
が
集
ま
っ
て
棲
ん
で
い

た
。
こ
の
茂
み
の
崖
の
岩
窟
に
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
が
い
た
。
こ
の
鵜
と
大

蛇
と
は
、
沖
行
く
船
を
鵜
が
群
れ
を

成
し
て
襲
い
、
大
蛇
が
岩
窟
か
ら
出
て

き
て
船
を
転
覆
さ
せ
る
と
い
う
の
で
、

里
の
漁
師
た
ち
は
恐
れ
を
な
し
て
困
り

切
っ
て
い
た
。
毎
日
の
よ
う
に
帰
っ
て

来
な
い
夫
が
あ
り
兄
弟
が
あ
り
子
が
あ

っ
て
、
泣
か
な
い
日
は
一
日
も
な
か
っ

た
。 奈

良
に
都
が
置
か
れ
て
い
た
天

平

て
ん
ぴ
ょ
う

十
三
年
（
七
四
二
年
）
の
春
の
こ
と
、

行
基
菩
薩
が
諸
国
を
巡
っ
て
こ
の
地

に
足
を
止
め
、
村
人
た
ち
が
泣
き
悲
し

ん
で
い
る
の
に
出
会
っ
た
。
そ
の
わ
け

を
尋
ね
た
行
基
は
、
仏
法
の
威
力
で
こ

の
大
蛇
を
倒
し
た
。
観
音
様
の
像
を
刻

ん
で
岩
窟
の
そ
ば
に
安
置
し
、
大
蛇
の

霊
を
鵜う

羽ば

山や
ま

権
現

ご
ん
げ
ん

と
し
て
祀
っ
た
。

す
る
と
、
不
思
議
に
も
海
上
は
安
穏
を

つ
づ
け
た
と
い
う
。
里
人
た
ち
は
、
観

音
様
の
御
利
益

ご

り

や

く

だ
と
話
し
合
い
、
お
堂

を
建
て
て
祀
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
観

音
様
は
海
上
の
舟
を
お
守
り
く
だ
さ
る

と
し
て
船ふ

な

守も
り

観
音
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
海
を
職
場
と
す
る
人
た
ち
の

信
仰
を
集
め
た
。 

と
こ
ろ
が
和
田
義
盛
が
北
条
氏
に

よ
り
滅
ん
だ
和
田
の
乱
（
建け

ん

保ぽ
う

元
年
・

一
二
一
三
年
）
の
折
、
こ
こ
の
堂
守
が

こ
っ
そ
り
こ
の
観
音
様
を
持
ち
出
し
て

隠
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
大
変
だ
と

大
騒
ぎ
に
な
り
、
里
人
た
ち
は
あ
ち
ら

こ
ち
ら
と
手
分
け
し
て
探
し
求
め
た
が
、

一
向
に
見
つ
か
ら
ず
当
惑
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
寛
元

か
ん
げ
ん

二
年
（
一
二
四
四
年
）

の
夏
の
こ
と
、
漁
に
出
て
い
た
漁
師
が

走
水
沖
の
磯
の
合
間
か
ら
不
思
議
な
霊

光
が
で
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
そ
の

霊
光
を
頼
り
に
沖
合
を
探
す
と
、
観
音

様
が
岩
と
岩
と
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
我
を
忘
れ
て
海
に
飛
び

込
み
こ
れ
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
こ

れ
こ
そ
観
音
堂
の
本
尊
で
あ
っ
た
。
さ

っ
そ
く
こ
れ
を
迎
え
て
も
と
の
よ
う
に

お
堂
に
安
置
し
て
信
仰
し
た
と
い
う
。」 

こ
の
観
音
様
は
、
観
音
堂
が
取
り
壊

さ
れ
て
か
ら
近
年
ま
で
観
音
寺
の
本
尊

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
残
念

な
こ
と
に
昭
和
六
十
年
の
火
災
で
寺
も

ろ
と
も
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
候
補
に
な
っ
た

詩
人
・
西
脇
順
三
郎
は
、
当
時
小
学
生

だ
っ
た
ご
子
息
の
順
一
氏
の
遠
足
に
同

行
し
た
時
に
「
灯
台
へ
行
く
道
」
と
い

う
詩
を
残
し
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
美
し
い
風
景
と
詩
情
あ

ふ
れ
る
観
音
崎
で
し
た
が
、
東
京
湾
入

口
に
位
置
す
る
要
塞
地
帯
と
し
て
明
治

期
か
ら
砲
台
が
設
け
ら
れ
て
い
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
神
奈
川
県
立

公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
彩
り
豊
か
な

四
季
折
々
の
風
景
は
人
々
を
魅
了
し
、

さ
ら
に
観
音
崎
自
然
博
物
館
に
お
け
る

文
化
・
教
育
活
動
、
横
須
賀
美
術
館
の

創
設
に
よ
る
芸
術
振
興
な
ど
、
文
化
・

芸
術
の
発
信
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
鴨
居
地
域
に
住
む
人
々
の
手

で
、
公
園
内
に
河
津
桜
の
植
樹
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
い
つ
か
、
早
春
の
観
音

崎
は
桜
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。 

鴨
居
地
域
の
恒
例
行
事
と
な
っ
た「
観

音
崎
フ
ェ
ス
タ
」
は
、
今
年
も
十
一
月

三
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
海
岸
に
設
置
さ

れ
た
舞
台
で
は
、
地
元
の
人
々
に
よ
る

舞
踊
や
ガ
リ
バ
ー
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
そ

し
て
町
内
会
・
自
治
会
に
よ
る
模
擬
店

な
ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
企
画
を
組
ん

で
い
ま
す
。
秋
の
日
の
一
日
を
観
音
崎

で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 

         

観 

音 

崎 

三
浦
半
島
の
東
端
に
位
置
し
、
浦
賀
水
道
に
面
す
る
。
付
近
は
県
立
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
豊
か
な
自
然
が
残
さ
れ
て
い
る
。
園
内
に
は
灯
台
、

砲
台
・
弾
薬
庫
跡
が
多
く
残
る
。
神
奈
川
の
景
勝
50
選
に
選
ば
れ
て
い
る
。 
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●
江
戸
湾
海
防
の
最
前
線
を
担
う
● 

 

文
政
元
年
（
一
八
一
八
年
）
五
月
に
イ

ギ
リ
ス
船
ブ
ラ
ザ
ー
ス
号
が
来
航
し
た
こ

と
に
よ
り
、
文
政
二
年
三
月
か
ら
、
そ
れ

ま
で
一
人
制
で
あ
っ
た
浦
賀
奉
行
を
二
人

制
に
改
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
浦
賀
奉
行

所
に
は
必
ず
奉
行
が
一
人
在
駐
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。 

翌
三
年
十
二
月
、
相
模
国
御
備
場
警
備

を
担
当
し
て
い
た
会
津
藩
が
、
そ
の
任
務

を
解
か
れ
ま
し
た
。
四
年
か
ら
は
浦
賀
奉

行
所
が
中
心
と
な
り
、
非
常
時
に
は
川
越

藩
と
小
田
原
藩
が
駆
け
つ
け
て
く
れ
る
三

浦
半
島
の
新
し
い
海
防
体
制
が
作
ら
れ
た
。 

会
津
藩
か
ら
浦
賀
奉
行
所
が
受
け
継
ぐ

も
の
は
、
観
音
崎
、平
根
山
の
両
御
台
場
、

城
ケ
島
の
御
台
場
は
取
り
払
い
、
遠
見
番

所
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

こ
う
し
た
役
務
が
増
え
た
こ
と
で
、
伊

豆
下
田
か
ら
浦
賀
へ
移
転
し
て
以
来
百
年

間
変
わ
ら
な
か
っ
た
奉
行
の
役
料
（
奉
行

職
に
つ
い
た
こ
と
に
よ
る
役
職
手
当
）
が

五
百
俵
か
ら
千
俵
に
倍
増
さ
れ
た
。
こ
れ

に
伴
っ
て
奉
行
役
知
（
役
料
と
し
て
与
え

ら
れ
た
土
地
）
は
、
奉
行
一
人
に
つ
き
、

千
石
与
え
ら
れ
た
。 

当
然
、
奉
行
以
外
の
役
人
も
増
員
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
増
員
と
な
っ

た
の
は
、
与
力
四
騎
と
同
心
二
十
四
人
で

あ
っ
た
が
、
与
力
の
息
子
四
人
を
見
習
い

と
し
て
役
職
に
つ
か
せ
、
与
力
十
八
騎
、

同
心
七
十
四
人
体
制
と
な
っ
た
。
与
力
の

息
子
た
ち
は
見
習
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
与

力
の
年
俸
百
俵
の
半
分
、
五
十
俵
を
遣
わ

し
た
。
ち
な
み
に
与
力
・
同
心
の
俸
給
も

百
年
ぶ
り
の
べ
ー
ス
ア
ッ
プ
で
あ
っ
た
。 

与
力
の
配
置
を
み
て
み
る
と
、役
所（
奉

行
所
）
が
四
人
、
江
戸
在
勤
が
二
人
、
三

崎
が
一
人
、
番
所
が
四
人
、
台
場
が
七
人

と
な
っ
て
お
り
、
台
場
勤
務
に
重
き
が
置

か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

台
場
勤
務
は
日
替
わ
り
案
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
で
は
満
足
な
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
意
見
が
出
て
、
三
カ
月
か
ら
半
年
勤
務

と
し
、
お
手
当
と
し
て
一
人
扶
持
を
出
す

こ
と
に
な
っ
た
。 

ま
た
、
砲
術
の
稽
古
は
最
初
か
ら
大
き

な
筒
で
や
る
の
で
は
な
く
、
十
匁

も
ん
め

や
二
十

匁
か
ら
始
め
、
師
範
役
が
筋
が
よ
い
と
認

め
た
者
だ
け
が
大
筒
の
稽
古
を
や
れ
ば
よ

い
と
い
っ
て
い
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
三
浦
半
島
の
村
々
の
支
配

替
え
も
行
わ
れ
た
。
西
浦
賀
村
の
内
で
会

津
藩
が
き
て
か
ら
分
郷
扱
い
に
な
っ
て
い

た
長
瀬
、
久
比
里
、吉
井
の
エ
リ
ア
の
人
々

か
ら
元
の
西
浦
賀
村
へ
の
復
帰
の
嘆
願
が

出
さ
れ
た
。
会
津
藩
が
駐
留
し
て
い
た
時

代
は
、
東
西
の
浦
賀
と
久
村
、
佐
原
、
三

崎
以
外
は
す
べ
て
会
津
藩
領
と
な
っ
て
い

た
が
、新
た
に
浦
賀
奉
行
の
役
知
と
し
て
、

内
川
新
田
、
岩
戸
、
衣
笠
、
小
矢
部
、
上

平
作
、
武
、
須
軽
谷
、
竹
ノ
下
村
の
八
か

村
が
選
ば
れ
た
。
ま
た
、
御
預
所
（
幕
府

か
ら
支
配
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
村
）
と
し

て
は
、
鴨
居
、
八
幡
、
久
里
浜
、
野
比
、

長
沢
、
津
久
井
、
大
矢
部
（
こ
こ
ま
で
が

横
須
賀
市
）、
上
宮
田
、
金
田
、
菊
名
、
松

輪
、
宮
川
、
毘
沙
門
、
原
、
東
岡
、
城
ケ

島
（
三
浦
市
）
が
加
え
ら
れ
、
浦
賀
奉
行

所
の
管
轄
区
域
が
一
気
に
広
が
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
村
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
が

申
し
付
け
ら
れ
た
。通
常
時
の
御
台
場（
観

音
崎
・
平
根
山
）
の
役
人
夫
、
奉
行
交
代

時
の
人
夫
は
、
東
西
浦
賀
、
鴨
居
、
内
川

新
田
・
久
村
な
ど
二
十
一
か
村
に
、
三
崎

役
宅
と
城
ケ
島
の
遠
見
番
所
の
役
人
夫
は

三
崎
、
東
岡
な
ど
の
八
か
村
が
役
に
付
い

た
。 こ

う
し
て
、
浦
賀
奉
行
所
は
江
戸
湾
海

防
の
最
前
線
基
地
と
し
て
役
割
を
担
う
よ

う
に
な
っ
た
。 

 

旅
行
が
好
き
で
、
時
間
を
見
つ
け
て
は
色
々
な
所

へ
出
か
け
て
い
ま
す
。
移
動
中
に
い
つ
も
と
違
う
景

色
を
見
て
い
る
だ
け
で
も
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。
日
帰
り
で
楽
し
め
る
三
浦
半
島
も

大
好
き
で
す
。 

冬
の
水
仙
、
春
の
河
津
桜
、
菜
の
花
、
ソ
メ
イ
ヨ

シ
ノ
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
頃
に
は
つ
つ
じ
や
藤

が
咲
き
、
ポ
ピ
ー
・
ネ
モ
フ
ィ
ラ
や
ラ
ベ
ン
ダ
ー
、

バ
ラ
も
楽
し
み
で
す
。
６
月
に
は
花
菖
蒲
や
あ
じ
さ

い
。
夏
の
ひ
ま
わ
り
、
秋
に
は
コ
ス
モ
ス
。
三
浦
半

島
は
一
年
を
通
じ
て
た
く
さ
ん
の
花
た
ち
が
咲
き
競

い
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。 

満
開
の
花
情
報
と
天
気
予
報
を
確
認
し
て
、
も
う

ひ
と
つ
の
楽
し
み
、
食
事
や
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
の
場
所

も
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
探
し
て

お
き
ま
す
。『
横
須
賀
地
産
地
消
シ
ョ
ッ
プ
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
』
も
活
用
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
プ
チ

旅
行
で
す
。 

そ
し
て
、
海
の
向
こ
う
に
み
え
る
冬
の
富
士
山
も

最
高
で
す
。
一
日
の
始
め
に
見
え
た
と
き
は
今
日
一

日
が
良
い
日
に
な
る
予
感
が
し
て
晴
れ
や
か
な
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。
夕
方
に
西
の
海
岸
か
ら
見
え
る
富

士
山
と
沈
む
夕
陽
は
心
穏
や
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。 

最
近
こ
ん
な
素
敵
な
三
浦
半
島
の
良
さ
を
再
認
識

し
て
い
ま
す
。 

      

 

歴史講座 

「浦賀志録（下）を読む」 

* * * * * 

12/６・13・20、１/10･17（全５回） 

毎回金曜日 13:30～15:30 
 

山本詔一さんを講師にお招き

し、貴重な郷土資料である『浦賀

志録』を読み解き、歴史と文化を

学ぶ講座を開催いたします。 

広報よこすか、コミセンだより

等で募集を行います。興味のある

方は是非お申し込みください。 

浦賀コミュニティセンター分館 
講座開催のお知らせ 

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

三
十
五 

 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

笑話一題 
 


