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浦
賀
奉
行
所
の
役
人
・
中
島
三
郎
助

は
、
「
与
力

よ

り

き

」
と
い
う
職
に
就
い
て
い

ま
し
た
。 

 

今
か
ら
二
百
九
十
五
年
前
の
享
保

五
年
（
一
七
二
〇
年
）
に
設
立
さ
れ
た

浦
賀
奉
行
所
に
お
い
て
与
力
と
い
う

の
は
、
奉
行
所
の
筆
頭
で
あ
る
「
奉
行
」

を
補
佐
す
る
役
職
と
し
て
十
名
ほ
ど
置

か
れ
て
い
ま
し
た
。
中
で
も
、
中
島
三

郎
助
は
筆
頭
与
力
と
い
う
、
文
字
通
り

与
力
の
取
り
ま
と
め
役
を
担
っ
て
い
ま

し
た
。
各
与
力
は
、
部
下
と
し
て
十
人

程
度
の
同
心
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。 

 

中
島
は
、
ペ
リ
ー
が
初
め
て
浦
賀
沖

に
来
航
し
た
と
き
、
最
初
に
黒
船
に
乗

り
込
ん
で
折
衝
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
明
治
二
十
五
年
に
浦
賀
の
愛

宕
山
に
建
て
ら
れ
た
「
中
島
三
郎
助
君

招
魂
碑
」
は
、
中
島
三
郎
助
が
二
人
の

子
息
と
と
も
に
函
館
で
討
ち
死
に
す
る

ま
で
の
半
生
を
刻
ん
で
い
ま
す
。 

 

石
碑
の
上
部
に
あ
る
題
字
は
榎
本

武
揚
、
本
文
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け

て
外
交
官
と
し
て
活
躍
し
た
田
邊
太

一
が
作
成
し
ま
し
た
。
台
座
の
部
分
を

除
く
と
三
浦
半
島
最
大
の
大
き
さ
と

い
い
ま
す
。
石
碑
に
刻
ま
れ
た
文
の

成
瀬
温

な
る
せ
ゆ
た
か

（
賜
硯
堂

し

け

ん
ど

う

）
に
よ
る
筆
跡
も
み

ご
と
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

な
お
、
碑
の
石
は
、
浦
賀
の
大
商
人

で
あ
る
大
黒
屋
儀
兵
衛
こ
と
臼
井
儀

兵
衛
に
よ
り
、
彼
の
所
有
す
る
船
で
仙

台
の
塩
釜
神
社
か
ら
運
ん
だ
も
の
と
い

い
ま
す
。 

 

今
回
は
碑
文
の
内
容
に
つ
い
て
概

略
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

        

＊ 

＊ 

＊ 

 

榎
本
武
揚
が
石
碑
の
題
字
を
書
く
。 

 

明
治
初
年
、
大
政
奉
還
が
な
さ
れ
て

新
政
府
が
つ
く
っ
た
兵
が
東
北
か
ら
北

上
し
て
函
館
ま
で
攻
め
て
き
た
。
函
館

の
千
代
ヶ
岡
に
陣
を
構
え
て
い
た
中
島

三
郎
助
は
こ
う
言
っ
た
「
私
に
味
方
す

る
兵
は
新
政
府
軍
と
数
ヶ
月
に
わ
た

り
戦
を
交
え
て
き
た
。
徳
川
幕
府
を
支

え
て
き
た
人
々
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
を

覚
悟
の
上
で
戦
う
。
武
器
は
古
く
傷
み

が
激
し
い
。
し
か
し
で
き
る
限
り
の
こ

と
を
し
て
敵
を
滅
ぼ
し
、
我
ら
も
討
ち

死
に
し
よ
う
」
と
誓
っ
た
。
二
隻
の
軍

艦
も
弁
天
台
の
と
り
で
も
陥
落
し
た
。

さ
ら
に
新
政
府
軍
は
千
代
ヶ
岡
の
と

り
で
を
包
囲
し
た
。 

中
島
三
郎
助
君
と
二
人
の
息
子
・

恒
太
郎

つ

ね

た
ろ

う

と
英
次
郎

ふ

さ

じ
ろ

う

を
は
じ
め
部
下
も

皆
戦
死
し
た
。明
治
二
年
五
月
十
六
日

の
こ
と
で
あ
る
。
中
島
君
は
本
名
を

永
胤

な
が
た
ね

、
通
称
を
三
郎
助
と
い
っ
た
。
生

ま
れ
は
浦
賀
奉
行
所
与
力
の
家
で
あ

る
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
年
）、
外

国
船
（
モ
リ
ソ
ン
号
）
を
駆
逐
し
た
こ

と
で
幕
府
か
ら
賞
を
受
け
た
。嘉
永
六

年
（
一
八
五
三
年
）、
ア
メ
リ
カ
の
黒

船
が
来
航
す
る
と
、中
島
君
は
身
を
挺

し
て
事
に
当
た
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
中

島
君
の
名
前
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
鳳
凰
丸
」
と
「
晨
風

し
ん
ぷ
う

」
と
い
う

二
隻
の
軍
艦
製
造
に
当
た
っ
た
。日
本

人
の
中
で
西
洋
式
軍
艦
の
製
造
方
法

を
知
る
者
は
少
な
か
っ
た
た
め
、幕
府

は
中
島
君
を
重
く
待
遇
し
た
。 

 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）、
幕
府

の
命
令
に
よ
り
長
崎
海
軍
伝
習
所
に

入
り
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
航
海
や
造
船
の

技
術
を
習
得
し
た
。
長
崎
で
の
修
行
を

終
え
る
と
軍
艦
操
練
所
教
授
に
任
命

さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
購
入
し
た

開
陽
丸

か
い
よ
う
ま
る

は
、慶
応
三
年（
一
八
六
三
年
）

神
奈
川
に
到
着
し
た
。
中
島
君
は
軍
艦

役
に
起
用
さ
れ
て
開
陽
丸
に
乗
っ
た
。

開
陽
丸
は
江
差

え

さ

し

に
差
し
か
か
っ
た
と
き

座
礁
し
て
壊
れ
た
。
そ
の
後
、
中
島
君

は
、千
代
ヶ
岡
の
戦
い
に
亡
く
な
っ
た
。

君
は
痩
せ
て
お
り
着
物
が
な
じ
ま
な
か

っ
た
。
和
歌
や
俳
句
に
通
じ
、
武
士
道

を
重
ん
じ
て
い
た
。
人
々
へ
の
施
し

を
好
み
、
正
義
の
道
に
発
奮
し
、
古

風
な
武
士
の
風
采
を
持
っ
て
い
た
。

い
っ
た
ん
事
に
当
た
っ
て
は
一
命
を

も
顧
み
な
い
勇
気
が
あ
っ
た
。
中
島

君
が
戦
死
し
た
の
は
四
十
九
歳
の
と

き
。
長
男
、
次
男
も
そ
の
と
き
亡
く

な
っ
た
。
三
男
の
与
曾
八

よ

そ

は

ち

は
、
ま
だ

赤
ん
坊
だ
っ
た
。
今
で
は
中
島
家
を

継
い
で
海
軍
士
官
に
な
っ
て
い
る
。

中
島
君
が
浦
賀
奉
行
所
に
い
た
と
き
、

土
地
の
人
々
に
喜
ば
れ
る
仕
事
を
し

た
。
今
、
中
島
君
の
二
十
三
年
忌
に

あ
た
り
、
浦
賀
の
人
々
が
官
民
問
わ

ず
相
談
し
て
愛
宕
山
に
石
碑
を
建
て
、

追
慕
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
。 

 

君
に
対
す
る
浦
賀
の
人
々
の
敬
愛

の
心
は
い
つ
ま
で
も
尽
き
る
こ
と
が

な
い
。
こ
う
し
た
思
い
か
ら
石
碑
の

建
立
に
至
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
君
へ

の
思
い
を
込
め
た
詩
を
つ
く
り
、
石

に
刻
ん
だ
。
「
君
の
死
や
烈れ

つ 

日
月

じ
つ
げ
つ

と

輝
き
を
争
い 

君
の
生
や
恵け

い 

郷
里

追
思

つ

い

し

す 

噫あ
あ

埋
血

ま
い
け
つ

の
既
に
碧あ

お

く 

乃
す
な
わ

ち

堕
涙

だ

る

い

の

碑
い
し
ぶ
み

有
り 

魂
た
ま
し
い

知
る
有
り 

豈あ
に

南
枝

な

ん

し

を
恋こ

う
無
か
ら
ん
や
」
と
。 

 
 

 

＊ 

＊ 

＊ 

 

去
る
五
月
十
七
日
、
函
館
市
中
島

町
で
中
島
三
郎
助
父
子
の
碑
前
祭
が

行
わ
れ
、
浦
賀
か
ら
も
五
十
余
人
の

有
志
が
参
列
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
芳
賀
久
雄
） 

  
 
 
 

 
 

 

浦
賀
の
愛
宕
山
公
園
の
山
頂
に
中
島
三
郎
助
の
招
魂
碑
は
あ
り
ま
す
。

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
年
）
、
臼
井
儀
兵
衛
を
は
じ
め
、
彼
を
慕
う

浦
賀
の
有
志
に
よ
り
、
公
園
が
整
備
さ
れ
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 
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●
『
近
世
浦
賀
畸
人
伝
』Ⅵ

● 
 

―
修
験
魯
恭

ろ
き
ょ
う

― 

魯
恭
は
永
神

え
い
し
ん

寺
の
住
職
で
あ
り
、
法
諱

ほ

う

い

は
快
辨

か
い
べ
ん

と
い
っ
た
。
永
神
寺
は
現
在
の
東

叶
神
社
の
こ
と
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は

古
義
真
言
宗
醍
醐
寺
派
三
宝
院
に
属
す
る

修
験
の
道
場
で
あ
っ
た
。 

魯
恭
は
厳
し
い
修
行
に
耐
え
、
成
績
優

秀
に
よ
り
醍
醐
寺
門
主
か
ら
直
接
に
教
え

を
受
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
彼
は
、
修
験
僧

と
し
て
高
い
位
を
得
、
三
浦
郡
は
も
と
よ

り
、
鎌
倉
郡
と
久
良
岐

く

ら

き

郡
（
現
在
の
横
浜

市
金
沢
区
・
中
区
・
南
区
・
磯
子
区
な
ど
）

に
あ
る
醍
醐
寺
派
の
総
領
と
し
て
活
躍
し

た
。 永

神
寺
は
修
験
道
場
と
し
て
神
奈
川
の

中
核
で
あ
り
、
常
に
多
く
の
来
訪
者
が
あ

っ
た
。
こ
の
来
訪
者
を
も
て
な
す
た
め
で

あ
ろ
う
か
、
江
戸
時
代
後
期
の
永
神
寺
に

は
料
理
人
が
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

こ
の
料
理
人
は
来
訪
者
だ
け
で
な
く
、
村

役
人
の
就
任
披
露
の
宴
席
な
ど
に
も
腕
を

ふ
る
っ
て
い
た
。 

魯
恭
の
教
養
の
高
さ
は
、
広
く
和
漢
の

書
籍
に
通
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺

う
か
が

い
知

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
池
坊

い
け
の
ぼ
う

の
門
弟
と
し
て
立
花

り

っ

か

を
行
い
、
同
じ
池
坊

の
門
弟
で
東
浦
賀
に
住
む
、
樋
口
橘き

つ

雫だ

と

は
生
涯
を
通
じ
て
深
い
友
情
を
交
わ
し
た
。

ま
た
、
道
具
の
使
い
方
も
ひ
と
つ
の
方
法

で
な
く
、
そ
こ
に
少
し
何
か
が
加
わ
る
と

も
っ
と
便
利
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
常
に

考
え
て
い
る
人
で
あ
っ
た
。さ
ら
に
、
宝
生

ほ
う
し
ょ
う

流
の
謡
曲
で
も
す
ぐ
れ
た
腕
前
の
持
ち
主

で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
囲
碁
・
将
棋
か
ら

蹴
鞠
ま
で
す
る
風
流
人
で
、
お
酒
を
飲
み

さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
の
話
を
聞
く
大

き
な
志
を
持
っ
た
人
で
あ
っ
た
。 

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
一
月
に
六

十
五
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
魯
恭
に

つ
い
て
は
こ
れ
以
上
に
詳
し
い
記
録
が
残

っ
て
い
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
こ
う
し
た

人
物
が
浦
賀
に
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で

も
江
戸
時
代
後
期
の
浦
賀
の
文
化
度
の
高

さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

―
西
郷
吾ご

涼
り
ょ
う

― 

幼
い
時
の
名
は
嘉
吉

か

き

ち

と
い
い
、
十
二
才

の
時
に
天
然
痘
（
疱
瘡
）
に
罹
っ
て
失
明

し
た
。
そ
の
後
、
成
人
し
て
か
ら
「
松
意
」

と
名
乗
り
、
の
ち
に
「
陶
意
」
と
あ
ら
た

め
、
針
治
療
を
仕
事
と
し
た
。 

吾
凉
は
豪
快
な
性
格
で
、
視
覚
に
障
害

を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
っ

た
く
そ
の
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
、

物
事
に
臆
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
性
格
は
あ
る
意
味
で
は
強
情
と
も
と

ら
れ
、
自
分
が
言
い
出
し
た
こ
と
は
、
よ

い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
貫
き
通
す
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
才
能
で

あ
る
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

吾
凉
は
、
中
国
の
後
漢
時
代
に
活
躍
し

「
医
聖
」
と
言
わ
れ
た

張

仲

景

ち
ょ
う
ち
ゅ
う
け
い

の

『
傷
寒
論

し
ょ
う
か
ん
ろ
ん

』
や
孫
子
の
兵
法
書
を
好
み
、

そ
の
す
べ
て
を
諳そ

ら

ん
じ
て
い
た
と
い
う
。

試
み
に
「
こ
れ
は
？
」
と
尋
ね
る
と
、
ど

の
本
の
何
ペ
ー
ジ
に
書
か
れ
て
い
る
と
答

え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
日
頃
か
ら
、
医
師
の
渋
谷
杞
柳

き
り
ゅ
う

や

村
役
人
の
石
井
士
口

し

こ

う

ら
と
将
棋
を
指
し
て

い
た
。
数
日
後
に
「
あ
の
対
局
は
？
」
と

尋
ね
る
と
、
縦
横
の
駒
の
位
置
を
正
確
に

言
い
当
て
た
。 

吾
凉
は
、
俳
諧
を
楽
し
み
、
方
言
研
究

家
と
し
て
知
ら
れ
る
越
谷
吾
山

ご

ざ

ん

を
師
と
し

た
。 『

畸
人
伝
』
に
掲
載
さ
れ
る
次
の
二
句

は
、
ど
ち
ら
も
浦
賀
湊
を
詠
ん
で
い
る
。

ま
る
で
目
が
み
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
。 

 

朧
月 

し
ば
ら
く
有
り
て 

船
の
数 

お
も
む
ろ
に 

わ
か
葉
が
中
を 

白
帆
か
な 

さ
ら
に
、
平
砂

へ

い

さ

（
皐
月
平
砂
で
吾
涼
が

師
と
し
た
の
は
三
代
目
の
人
物
と
思
わ
れ

る
。
別
号
万
葉
庵
）
に
師
事
し
て
い
る
。 

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
十
月
、
四
十

八
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。 

   

  

 

 

                                    

         

 

           

              

 

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

四
十
二 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

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/） 

笑 話 一題 

 

～俳句の散歩道～ 

海
舟
の
断
食
跡
や
深
み
ど
り 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
島
清
一
郎 

 

沖
で
鳴
く
霧
笛
に
春
の
目
覚
め
か
な 

手
塚
登
喜
子 

 

当館玄関に俳句の掲示板を設置
しました。ご投句頂いた中から優秀
な作品を順番に掲示しております。 

さらに、最優秀作品は本誌「浦賀
文化」にも掲載いたします。（→） 

投句箱は、玄関にございますので、
お気軽にご投句ください。 

久
保
田
万
太
郎
の
句
に 

う
す
も
の
の
み
え
す
く
嘘
を
つ
き
に
け
り 

と
い
う
句
が
あ
る
。 

「
嘘
つ
き
！
」
と
罵
っ
て
去
っ
た
女
が
い
た
。

人
は
嘘
を
つ
く
動
物
だ
。
嘘
の
な
い
人
生
な
ん
て

つ
ま
ら
な
い
。 

そ
う
い
え
ば
…
、
最
近
嘘
を
つ
い
て
い
な
い
。

ま
だ
ま
だ
嘘
を
つ
い
て
み
た
い
も
の
だ
。 

万
太
郎
の
句
に
は
人
生
が
あ
る
。
人
生
の
深
淵

を
覗
き
見
る
思
い
が
す
る
。 

年
寒
し
う
つ
る
空
よ
り
う
つ
す
水 

人
情
の
ほ
ろ
び
し
お
で
ん
煮
え
に
け
り 

走
馬
燈
い
の
ち
を
賭
け
て
ま
は
り
け
り 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

し
み
る
ね
ぇ
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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/） 

浦賀コミュニティセンター分館より 

☆ お知らせ ☆ 
 

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/） 

～俳句の散歩道～ 浦賀コミュニティセンター分館からの 

☆お知らせ☆ 


