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江
戸
時
代
を
代
表
す
る
画
家
・
葛

飾
北
斎
は
、
今
か
ら
二
百
五
十
年
余

り
前
の
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
に

江
戸
本
所
（
東
京
都
墨
田
区
）
で
生

ま
れ
ま
し
た
。 

五
歳
の
こ
ろ
よ
り
自
ら
好
ん
で
絵

を
描
い
て
い
た
北
斎
は
、
幼
く
し
て

幕
府
の
御
用
鏡
磨

き
ょ
う
ま

師
の
家
に
養
子
に

入
り
ま
し
た
。
十
五
歳
の
こ
ろ
に
は

木
版
画
を
学
び
、
十
九
歳
に
な
る
と

浮
世
絵
師
と
し
て
名
を
は
せ
て
い
た

勝
川
春

章

し
ゅ
ん
し
ょ
う

に
弟
子
入
り
し
て
錦
絵

の
道
に
就
き
ま
し
た
。 

初
め
は
主
に
役
者
絵
な
ど
を
描
い

て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
飽

き
足
ら
ず
、ひ
そ
か
に
狩
野

か

の

う

派
、琳
派

り

ん

ぱ

、

洋
風
画
、
中
国
画
の
技
法
を
学
び
、

独
自
の
画
風
を
築
い
て
い
き
ま
し
た
。 

北
斎
と
い
え
ば
、
風
景
版
画
の
金

字
塔
と
も
い
わ
れ
る
『
冨
嶽
三
十
六

景
』
に
代
表
さ
れ
る
、
富
士
山
を
描

い
た
一
連
の
作
品
が
思
い
起
こ
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
現
代
に

至
る
ま
で
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
、

ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
富
士
山
の
世
界
文

化
遺
産
登
録
の
決
定
に
大
き
な
役
割

を
果
し
た
こ
と
は
想
像
に
難か

た

く
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、『
冨
嶽
三
十
六
景
』
の
中
で

も
、
現
在
の
横
浜
市
金
沢
区
沖
合
の

風
景
を
描
い
た
と
想
定
さ
れ
る
「
神

奈
川
沖
浪
裏
」
は
、
グ
レ
ー
ト
・
ウ

エ
ー
ブ
と
呼
ば
れ
て
世
界
中
に
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
印
象

派
の
画
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
と
と
も
に
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ビ
ン
チ
の
名
作
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
に

も
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
名
画
と
い
う
評

価
を
得
て
い
ま
す
。
ま
た
、
音
楽
家

の
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
、
こ
の
絵
か
ら

影
響
を
受
け
、
交
響
詩
「
海
」
を
作

曲
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
他
に
も
『
北
斎
漫
画
』（
七
編
）

の
中
に
「
相
模
走
り
水
」
や
「
相
模

浦
賀
」
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
、
北
斎
は
奇
行
に
富
ん
だ
人

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
貧
し
い

暮
ら
し
の
中
、
一
生
涯
に
九
十
三
回

も
住
い
を
変
え
、
画
号
を
三
十
数
回

も
変
え
た
と
い
い
ま
す
。 

天
保
年
間
に
彼
が
江
戸
の
知
人
に

宛
て
た
手
紙
か
ら
浦
賀
に
住
ん
で
い

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

浦
賀
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
か
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

吉
井
の
真
福
寺
の
観
音
堂
に
あ
る

天
井
画
は
北
斎
が
浦
賀
に
住
ん
で
い

た
こ
ろ
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

鶏
、
魚
介
な
ど
の
う
ち
何
点
か
は
彼

の
作
品
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

北
斎
は
晩
年
に
は「
画
狂
老
人
卍

ま
ん
じ

」

と
名
乗
る
人
物
ら
し
く
、
日
々
の
生

活
は
絵
を
描
く
こ
と
で
あ
り
、
浮
世

絵
や
肉
筆
画
な
ど
を
含
め
て
生
涯
に

三
万
点
も
の
作
品
を
残
し
ま
し
た
。 

 

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
幕
末
ま

で
の
九
十
年
を
生
き
た
北
斎
は
、
嘉

永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
亡
く
な
り
、

浅
草
の
誓
教

せ
い
き
ょ
う

寺
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。 

『
冨
嶽
三
十
六
景
』
初
編
に
は
晩

年
の
心
境
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
、

画
業
一
筋
に
生
き
た
北
斎
の
心
意
気

を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

自
分
は
六
歳
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的

に
数
々
の
作
品
を
発
表
し
て
き
た
が
、

七
十
歳
よ
り
前
に
は
取
る
に
足
る
も

の
は
な
か
っ
た
。
七
十
三
歳
に
な
っ

て
、
禽
獣
虫
魚
の
骨
格
、
草
木
の
出

生
を
い
く
ら
か
悟
り
得
た
。
で
あ
る

か
ら
（
努
力
を
続
け
れ
ば
）、
八
十

歳
に
な
れ
ば
ま
す
ま
す
進
み
、
九
十

歳
に
し
て
そ
の
奥
意
を
極
め
、
百
歳

に
な
れ
ば
ま
さ
に
神
妙
の
域
に
達
す

る
の
で
は
な
い
か
。
百
何
十
歳
に
な

れ
ば
、
一
点
一
格
が
生
き
て
い
る
よ

う
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
願
わ
く
ば

長
寿
を
つ
か
さ
ど
る
神
、
私
の
こ
の

言
葉
が
偽
り
で
な
い
こ
と
を
見
て
い

て
下
さ
い
。（
現
代
語
訳
） 

 
 
 

（
芳
賀
久
雄
）  

鏡

磨

き
ょ
う
ま

師
…
銅
鏡
や
庶
民
に
も
普
及
し
て
い
た 

 
 

懐
中
鏡
・
柄
鏡
な
ど
を
磨
く
職
人 

 

江
戸
後
期
に
浮
世
絵
師
と
し
て
画
界
に
登
場
し
て
か
ら
、
九
十
歳
で
没

す
る
ま
で
、
常
に
新
た
な
絵
画
様
式
に
挑
ん
だ
不
撓
不
屈
の
画
人
。 

傑
作
「
『
冨
嶽
三
十
六
景
』
神
奈
川
沖
浪
裏
」
は
七
十
二
歳
の
作
。 
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ご
縁
が
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
に
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
ち
ょ
う
ど
一
年
に
な
り
ま
し
た
。 

横
須
賀
に
住
ん
で
十
ウ
ン
年
経
ち
ま
し
た
が
、

海
あ
り
山
あ
り
夏
の
暑
さ
も
冬
の
寒
さ
も
比
較
的

穏
や
か
で
（
こ
の
冬
の
大
雪
に
は
驚
き
ま
し
た
が
）

自
然
豊
か
で
住
み
や
す
さ
バ
ツ
グ
ン
！
な
と
こ
ろ

が
大
変
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。 

愛
宕
山
、
明
神
山
、
燈
明
堂
、
浦
賀
ド
ッ
ク
、

浦
賀
奉
行
所
跡
、
渡
し
船
な
ど
足
を
運
ん
で
み
た

り
し
て
…
改
め
て
浦
賀
の
地
の
歴
史
の
奥
深
さ
を

感
じ
て
い
ま
す
。
祭
り
も
盛
ん
で
す
。
二
十
以
上

の
神
輿
や
山
車
が
街
を
ね
り
、
各
町
内
で
そ
の
勇

壮
さ
を
競
い
合
う
『
叶
神
社
例
大
祭
』
が
圧
巻
で

す
。
朱
の
面
に
一
本
下
駄
の
猿
田
彦
が
先
導
役
に

立
つ
の
は
三
年
毎
だ
そ
う
で
、
是
非
見
て
み
た
い

で
す
。『
浦
賀
み
な
と
祭
』
や
、
古
く
か
ら
の
伝
承

を
受
け
継
い
で
い
る
『
虎
踊
り
』
な
ど 

浦
賀
の
パ
ワ
ー
を
感
じ
ま
す
。 

魅
力
い
っ
ぱ
い
の
浦
賀 

今
日
は
何
を
感
じ
る
か
し
ら
… 

Ｙ
・
Ｔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

●
『
近
世
浦
賀
畸
人
伝
』Ⅱ

● 
―
桐
谷
道
意

き
り
が
や
ど
う
い

― 

 

桐
谷
道
意
は
浦
賀
に
奉
行
所
が
置
か
れ

た
こ
ろ
の
享
保
年
間
に
、
越
後
国
寺
泊
か

ら
海
路
渡
っ
て
来
た
来
住
者
で
あ
っ
た
。 

桐
谷
の
所
持
し
て
い
た
船
は
二
百
石
積

み
で
、「
波
わ
た
り
諸
材
を
運
送
す
る
船
主
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
特
定
の
商
品
を

特
定
の
場
所
へ
運
搬
す
る
定
期
航
路
で
は

な
く
、
商
品
に
な
り
そ
う
な
物
を
よ
い
値

で
買
っ
て
く
れ
そ
う
な
場
所
へ
運
び
、
利

益
を
得
る
タ
イ
プ
の
廻
船
で
あ
っ
た
。 

 

そ
ん
な
桐
谷
が
享
保
の
は
じ
め
ご
ろ
と

い
う
か
ら
、
浦
賀
へ
奉
行
所
が
移
転
し
て

き
た
こ
ろ
で
あ
ろ
う
、
浦
賀
湊
へ
入
っ
た

と
き
「
風
土
を
観
し
て
何
と
な
く
こ
こ
に

生
涯
を
送
ら
は
や
」
と
浦
賀
の
す
べ
て
の

環
境
が
気
に
い
り
、
こ
こ
で
生
涯
を
お
く

る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
の
と
き
桐
谷
は
ま

だ
二
十
代
の
は
じ
め
で
あ
っ
た
。 

 

桐
谷
は
す
ぐ
さ
ま
浦
賀
に
住
居
を
構
え

る
準
備
に
入
り
、
船
と
そ
の
積
み
荷
を
お

金
に
換
え
て
、乗
組
員
た
ち
に
分
け
与
え
、

さ
ら
に
故
郷
寺
泊
で
も
す
べ
て
清
算
し
て
、

浦
賀
で
の
生
活
を
始
め
た
。 

 

し
か
し
、
浦
賀
で
の
生
活
は
楽
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
て
い
た
お
金
も
底

を
つ
き
、
故
郷
か
ら
の
便
り
も
途
絶
え
、

孤
独
感
に
耐
え
、
自
ら
も
使
う
側
か
ら
使

わ
れ
る
側
に
代
わ
っ
て
、
早
朝
か
ら
魚
を

売
り
歩
き
、
夜
は
ま
た
別
の
仕
事
を
す
る

と
い
う
苦
難
な
生
活
を
し
て
い
た
が
、
や

が
て
、
こ
う
し
た
努
力
が
報む

く

わ
れ
、
共
に

暮
ら
す
家
族
が
で
き
、
生
活
ぶ
り
も
豊
か

な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。『
畸
人
伝
』
は

彼
を
「
徳
人
」
と
称た

た

え
て
い
る
。 

三
十
代
後
半
に
な
っ
て
幸
福
な
家
庭
を

も
っ
た
桐
谷
は
男
の
子
に
恵
ま
れ
た
。
そ

の
子
も「
随
意

ず

い

い

」（
庄
之
助
の
ち
に
八
兵
衛
）

と
し
て
『
畸
人
伝
』
に
登
場
す
る
。『
畸
人

伝
』
で
は
「
随
音
」
と
し
て
あ
る
が
法
名

は
「
随
意
」
が
正
し
い
。 

父
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
、「
質
朴
綿
密
に

し
て
、
勤
倹
を
わ
す
れ
ず
、
常
に
綿
衣
を

ま
と
い
、
わ
ら
沓ぐ

つ

を
穿う

が

つ
」
と
質
素
倹
約

を
忘
れ
ず
、
木
綿
の
着
物
、
わ
ら
ぞ
う
り

に
穴
が
あ
く
ぐ
ら
い
履
く
ス
タ
イ
ル
で「
道

理
を
重
ん
じ
非
義
を
悪に

く

む
」
篤
厚
者
と
称

さ
れ
て
い
る
。
彼
は
常
に
「
私
に
は
学
問

は
な
い
。
た
だ
三
宝
（
仏
・
法
・
僧
）
を

尊
び
、
役
人
を
お
そ
れ
、
年
長
者
を
敬
う

こ
と
を
信
念
に
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い

る
。 仕

事
で
は
「
櫓ろ

づ
く
り
の
名
人
」
で
あ

り
、
船
人
で
彼
の
仕
事
を
称
賛
し
な
い
人

は
い
な
い
ほ
ど
の
匠
で
あ
っ
た
。 

『
畸
人
伝
』
の
編
著
者
で
あ
る
樋
口

有
柳

う
り
ゅ
う

は
東
浦
賀
・
専
福
寺
に
あ
る
桐
谷
親

子
の
墓
石
に
碑
文
を
認

し
た
た

め
て
い
る
。
有
柳

に
と
っ
て
も
大
切
な
親
子
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺

う
か
が

え
る
。 ―

小
川
銀
甲

ぎ
ん
こ
う

― 

 

小
川
銀
甲
は
廻
船
問
屋
の
主
人
で
、
藤

左
衛
門
と
い
っ
た
。
岡
田
米
仲

べ
い
ち
ゅ
う

の
門
人
と

な
っ
て
俳
諧
を
学
ん
で
い
た
。
米
仲
は
江

戸
・
霊
岸
島
の
商
人
と
い
わ
れ
、
江
戸
座

の
俳
人
の
こ
と
を
記
し
た
「
靭
随
筆

う
つ
ぼ
ず
い
ひ
つ

」
や

知
己
の
俳
人
が
自
筆
の
句
に
画
を
い
れ
た

句
画
集
「
た
つ
の
う
ら
」
な
ど
が
残
っ
て

い
る
。
銀
甲
と
は
俳
諧
だ
け
で
な
く
、
廻

船
問
屋
と
し
て
つ
な
が
り
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

銀
甲
の
号
は
、『
徒
然
草
』
の
作
者
吉
田

兼
好
を
敬
愛
し
、「
ケ
ン
コ
ウ
」
に
な
ぞ
ら

え
て
、「
ギ
ン
コ
ウ
」
に
し
た
と
い
う
。
ま

た
兼
好
だ
け
で
な
く
『
徒
然
草
』
も
暗
誦

し
て
、「
万
巻
の
書
こ
こ
に
た
れ
り
と
す
」 

と
言
い
切
っ
て
い
る
。 

『
畸
人
伝
』
に
銀
甲
の
辞
世
の
句
「
お
く

れ
た
り 

淡
ゆ
き
消
え
ぬ 

是
は
是
は
」

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
師
・
米
仲

の
「
富
士
の
根
の 

雪
も
み
な
月 

是
は

是
は
」
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
、
米
仲
へ

の
心
酔
ぶ
り
が
よ
く
わ
か
る
。 

 

銀
甲
の
追
善
集
と
し
て
寛
政
二
年
（
一

七
九
〇
）
に
『
雪
解
の
沢
』
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。『
畸
人
伝
』
に
銀
甲
の
友
人
と
し

て
、
平
砂

へ

い

さ

・
秀
億

し
ゅ
う
お
く

・
午
呑

ご

ど

ん

の
三
名
が
上
が

っ
て
い
る
が
、
現
在
の
私
の
力
で
は
ど
ん

な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
た

だ
、岡
田
米
仲
の
墓
石
に
秀
億
と
午
呑（
本

当
は
牛
呑

ぎ
ゅ
う
ど
ん

で
あ
る
ら
し
い
）
の
二
人
の
名

が
刻
ま
れ
て
い
る
。 

銀
甲
の
時
代
よ
り
後
に
な
る
が
、
日
本

で
最
初
に
蒸
気
機
関
を
造
る
こ
と
に
成
功

し
た
川
本
幸
民

こ
う
み
ん

が
あ
る
事
情
で
、
小
川
の

家
に
軟
禁
状
態
で
預
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
こ
れ
な
ど
も
当
時
の
小
川
の

家
が
、
い
や
浦
賀
が
ど
の
よ
う
な
町
で
あ

っ
た
の
か
探
る
意
味
で
も
興
味
深
い
こ
と

で
あ
る
。 

  

 
 

 

                

 
 

           

 

２階にある郷土資料館をご存じですか？ 

当館は、昭和 57年４月、旧浦賀ドックの

迎賓館があった場所に、横須賀市で最初の

本格的な常設展示を持つ施設として誕生 

しました。 

浦賀奉行所、鳳凰丸、咸臨丸、黒船、 

船番所、幕末の西浦賀の街並みの模型や  

中島三郎助に関する資料など、小規模

ながら浦賀に関する資料がたくさん展示 

されています。 

夏休みにご家族で見学にいらしては、 

いかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

浦賀コミュニティセンター分館 

郷土資料館 
 
 

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

三
十
八 

 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

笑 話 一 題 

 

浦賀文化のバックナンバーがご覧いただけます（http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2490/uragabunka/） 


