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近
世
、
近
代
の
南
画
発
達
史
の
面

か
ら
、
近
年
に
な
っ
て
注
目
さ
れ
て
き

た
一
人
の
人
物
が
い
ま
す
。
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
、
三
浦
半
島
で
多
く
の

南
画
を
描
い
た
長
島
雪
操
で
す
。 

雪
操
は
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
、

三
浦
郡
八
幡
久
里
浜
村
（
現
在
の
久
里

浜
）
で
生
ま
れ
、
明
治
二
十
九
年
（
一

八
九
六
）
に
七
十
九
歳
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。
生
家
は
小
字
を
「
松
原
」
と
い

っ
た
現
在
の
京
急
久
里
浜
駅
に
近
い

田
園
地
帯
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

天
保
の
こ
ろ
、
村
の
名
主
を
務
め
て

い
た
雪
操
の
父
・
六
兵
衛
は
、
久
里
浜

か
ら
野
比
へ
抜
け
る
「
尻
こ
す
り
坂
」

と
呼
ば
れ
る
坂
道
の
開
削
を
企
て
ま
し

た
。
こ
こ
は
、
そ
の
名
が
示
す
と
お
り

の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
工
事
は
難
行
苦
行
で
、
父
亡
き
あ

と
に
名
主
を
襲
名
し
た
雪
操
が
引
き

継
ぎ
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に

竣
工
し
ま
し
た
。
そ
の
模
様
は
、
坂
の

途
中
に
建
立
さ
れ
て
い
る
記
念
碑
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

雪
操
は
、
こ
の
記
念
碑
の
ほ
か
、
満

昌
寺
の
境
内
に
設
け
ら
れ
た
御
霊
神

社
に
あ
る
三
浦
大
介
義
明
を
顕
彰
す

る
石
碑
な
ど
、
数
々
の
書
を
残
し
て
い

ま
す
。 

ま
た
、
若
い
こ
ろ
よ
り
俳
諧
を
よ
く

し
、
幕
末
に
三
浦
半
島
の
俳
壇
の
指
導

的
存
在
で
も
あ
っ
た
浦
賀
奉
行
所
与

力
・
中
島
三
郎
助
（
俳
号
・
木
鶏
）
と

親
し
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

雪
操
は
俳
句
に
親
し
む
中
で
俳
画
を

学
び
、
南
画
の
道
に
入
っ
て
い
っ
た
よ

う
で
す
。
彼
の
南
画
修
得
は
、
中
国
書

画
を
参
考
に
、
独
学
で
そ
の
技
法
な
ど

を
身
に
着
け
て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
雪
操

は
南
画
と
と
も
に
書
や
俳
諧
に
も
造
詣

の
深
い
、
文
人
画
家
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

雪
操
は
自
ら
の
画
業
を
磨
く
た
め
、

当
時
の
名
の
あ
る
画
人
や
南
画
の
収

集
家
と
親
交
を
深
め
る
よ
う
心
が
け
た

よ
う
で
す
。
中
で
も
、
弘
化
四
年
（
一

八
四
七
）
に
浦
賀
奉
行
に
赴
任
し
た
浅 

野
長
祚

な
が
よ
し

は
、
雪
操
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
。
長
祚
は
梅
堂
と
号
し
た
画 

              

家
で
も
あ
り
、
中
国
書
画
の
収
集
家
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
雪
操
は
名
主
と
し
て

村
の
発
展
に
尽
す
の
み
で
な
く
自
ら
画

筆
を
取
り
、
多
く
の
作
品
を
完
成
さ
せ

ま
し
た
。
作
品
の
中
核
を
な
す
の
は
、

文
人
画
の
画
題
の
一
つ
で
あ
る
松
竹

梅
や
草
木
の
中
の
四
君
子
と
い
わ
れ

る
蘭
、
竹
、
梅
、
菊
な
ど
を
描
い
た
も

の
で
す
。 

彼
の
表
現
に
は
文
人
画
の
一
般
通

念
を
超
え
た
斬
新
な
発
想
が
認
め
ら
れ
、

そ
の
画
業
は
好
事
家
の
域
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
く
、
専
門
画
家
同
等
、
そ

れ
以
上
に
本
格
的
と
い
う
評
価
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
作
品
の
多

く
は
、
売
る
こ
と
も
な
く
知
人
の
進
物 

              

に
し
た
り
、
子
孫
で
あ
る
数
家
に
ま

と
ま
っ
て
伝
来
し
て
い
る
と
い
い
ま

す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
雪
操
の

作
品
は
世
に
出
る
こ
と
が
少
な
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
作

品
以
外
に
、
写
生
画
帖
、
雑
記
的
書

画
帖
や
各
種
の
印
章
な
ど
も
残
さ
れ

て
お
り
、
横
須
賀
ゆ
か
り
の
画
家
と

し
て
、
今
後
の
専
門
的
な
視
点
か
ら

の
研
究
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。 

（
芳
賀
久
雄
） 
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幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
土
地
の
名
主
と
し
て
大
規
模
な
土
木
事
業
に
関
わ

る
一
方
、
俳
句
や
俳
画
に
親
し
み
、
時
の
浦
賀
奉
行
と
の
親
交
の
中
で
文
人
画
家
と

し
て
腕
に
磨
き
を
か
け
た
と
い
う
長
島
雪
操
と
は
・
・
・
。 

 

今
、
横
須
賀
ゆ
か
り
の
画
家
と
し
て
、
専
門
家
に
よ
る
研
究
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。 
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●
『
近
世
浦
賀
畸
人
伝
』
Ⅷ
● 

 

―
齋
藤
練
之

れ

ん

し

― 

齋
藤
練
之
は
齋
藤
徳
兵
衛
と
い
う
仙
台

藩
の
藩
士
で
あ
っ
た
。
何
が
あ
っ
た
の
か

わ
か
ら
な
い
が
「
義
の
た
め
」
に
仙
台
藩

を
去
り
、
江
戸
へ
出
て
き
た
。
さ
ら
に
浦

賀
の
染
物
屋
の
客
分
と
な
っ
た
。
染
物
の

上
絵
描
き
の
技
能
に
優
れ
て
お
り
、
ま
た

人
と
交
際
を
し
て
も
信
義
を
失
わ
ず
、
皆

が
尊
敬
の
念
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

練
之
が
何
歳
の
時
に
浦
賀
へ
来
た
の
か

わ
か
ら
な
い
が
、
練
之
が
五
十
歳
で
亡
く

な
っ
た
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
東
浦

賀
村
の
記
録
に
紺
屋
が
一
軒
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
練
之
は
こ
こ
の
客

分
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

俳
諧
を
好
み
自
来
庵

じ

ら

い
あ

ん

と
号
し
て
、
東
浦

賀
村
の
村
役
人
を
や
っ
た
石
叟

せ
き
そ
う

と
号
し
た

石
井
曽
右
衛
門
や
「
浦
賀
文
化
」
四
十
一

号
の
畸
人
伝
Ⅴ
に
登
場
し
た
吉
崎
杉
調

や
そ
の
吉
崎
の
友
人
と
し
て
登
場
し
た
田

村
時
調
な
ど
と
、
朝
、
花
が
咲
い
た
と
い

え
ば
そ
れ
を
愛
で
、
夕
方
、
月
が
上
っ
た

と
い
っ
て
は
盃
を
傾
け
る
と
い
う
風
雅
な

交
流
が
続
い
た
。 

幼
い
時
か
ら
法
華
経
を
学
ぼ
う
と
い
う

志
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
日
蓮
宗
の
六
大

本
山
の
一
つ
で
あ
る
中
山
（
現
千
葉
県
市

川
市
）
の
法
華
経
寺
で
戒
律
を
学
び
、
さ

ら
に
法
華
経
を
会
得
す
る
た
め
の
激
烈
を

極
め
る
苦
行
の
修
行
を
行
っ
た
。
そ
れ
で

い
て
、
周
囲
の
人
々
や
同
じ
宗
門
の
人
、

宗
旨
は
違
う
が
同
じ
よ
う
に
仏
門
に
身
を

置
く
人
た
ち
と
も
気
心
を
通
じ
合
う
、
豊

か
な
感
性
を
持
っ
て
い
た
。 

ま
た
練
之
は
、
連
句
の
い
く
つ
か
の
題

の
な
か
か
ら
く
じ
で
探
り
取
っ
た
も
の
で

句
を
詠
み
、
優
れ
た
作
品
が
多
い
こ
と
で

も
有
名
で
あ
っ
た
。
飾
り
気
が
な
く
物
静

か
で
温
和
な
詩
人
で
あ
っ
た
。 

客
分
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
か
、
俳
諧
を
誰
に
師
事
し
た
と
も
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
畸
人
伝
に
選
ば
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
俳
諧
ば
か
り
で
な
く
、

教
養
の
豊
か
さ
が
日
常
的
に
周
囲
に
も
よ

い
影
響
を
与
え
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

 

―
僧 
平
来

へ
い
ら
い

― 

平
来
は
東
浦
賀
の
浄
土
真
宗
・
東
教
山

乗
誓
寺
の
住
職
で
あ
り
、
法
号
は
勧
善

か
ん
ぜ
ん

と

い
っ
た
。
平
来
の
生
ま
れ
は
江
戸
築
地
で

あ
っ
た
が
、
西
本
願
寺
門
主
か
ら
た
っ
て

の
命
に
よ
っ
て
、
乗
誓
寺
の
住
職
に
抜
擢

さ
れ
、
そ
の
力
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
結

果
、
乗
誓
寺
を
復
興
さ
せ
た
の
で
、
中
興

の
祖
・
勧
善
傳
灯

で
ん
と
う

大
師
と
し
て
名
を
残
し

て
い
る
。 

平
来
は
酒
を
飲
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た

が
、
客
が
来
れ
ば
必
ず
盃
を
も
っ
て
饗
応

し
た
。
し
か
し
、
客
が
酔
っ
て
間
違
い
を

お
こ
す
こ
と
を
恐
れ
て
、
宴
を
納
め
る
こ

と
も
速
か
っ
た
。
ま
た
人
が
戯
れ
に
偽
り

ご
と
を
言
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
を
疑
う
こ

と
を
せ
ず
、
こ
の
た
め
に
後
に
悩
む
こ
と

が
あ
る
ほ
ど
実
直
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
は

ま
こ
と
に
尊
敬
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

俳
諧
を
好
み
、
三
代
目
の
皐
月
平
砂
に

許
し
受
け
て
入
門
し
、
自
ら
は
桃
源
窟
と

号
し
た
。
平
来
の
号
も
平
砂
か
ら
一
字
も

ら
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
江

戸
に
は
数
多
く
の
俳
人
が
い
る
中
で
と
り

わ
け
与
謝
蕪
村
と
も
交
流
が
あ
っ
た
馬
場

存
義
や
独
歩
庵
を
名
乗
っ
て
い
た
買
明
、

も
う
一
人
吉
明
（
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は

不
明
）
な
ど
と
交
流
が
深
か
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。 

親
し
い
人
が
亡
く
な
っ
た
時
に
詠
ん
だ

句
に 

 世
の
う
さ
を
身
に
こ
た
へ
け
り 

 

や
い
と
（
お
灸
）
花 

 

と
手
向
け
て
い
る
。 

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
七
月
に
八

十
三
歳
で
生
涯
を
閉
じ
た
。「
畸
人
伝
」
に

収
め
ら
れ
て
い
る
人
物
の
な
か
で
は
最
高

齢
者
で
あ
っ
た
。 

こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
平
来

が
住
職
を
し
て
い
た
天
明
八
年
（
一
七
八

八
）
に
、
同
じ
浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
、
学

問
ば
か
り
か
詩
画
の
世
界
に
も
通
じ
て
い

た
雲
室
が
乗
誓
寺
で
塾
を
開
い
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
田
沼
意
次
の
ブ
レ

イ
ン
で
あ
っ
た
雲
室
は
田
沼
が
失
脚
す
る

と
、
幕
府
学
問
所
の
昌
平
黌
を
追
わ
れ
、

さ
ら
に
江
戸
の
大
火
で
住
む
家
も
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
雲
室

に
平
来
が
手
を
差
し
伸
べ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 
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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/） 

今
日
は
我
が
家
の
ア
イ
ド
ル
、
ペ
ッ
ト
（
柴
犬
）

の
お
話
を
し
ま
す
。
ア
イ
ド
ル
と
い
っ
て
も
歳
は

十
六
歳
。
す
っ
か
り
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
す
。
我
が

家
に
や
っ
て
着
た
時
の
体
重
は
五
百
グ
ラ
ム
に
満

た
な
い
ほ
ど
小
さ
く
、
そ
れ
は
そ
れ
は
本
当
に 

か
わ
い
ら
し
か
っ
た
で
す
。 

し
ば
ら
く
は
我
が
家
で
の
ア
イ
ド
ル
の
座
を
欲

し
い
ま
ま
に
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
一
年
後
、
娘

が
生
ま
れ
る
と
す
っ
か
り
家
族
の
中
心
は
娘
に
な

っ
て
し
ま
い
、
し
ば
ら
く
は
寂
し
い
思
い
も
し
て

い
た
よ
う
で
す
。（
私
は
見
ま
し
た
。
お
昼
寝
し
て

い
る
娘
を
コ
ッ
ソ
リ
踏
ん
づ
け
て
い
る
の
を
…
）

今
で
は
娘
も
成
長
し
、
ま
た
ア
イ
ド
ル
の
座
に 

か
え
り
咲
き
ま
し
た
。
（
勝
手
で
ご
め
ん
ね
） 

現
在
、
す
っ
か
り
ヨ
ボ
ヨ
ボ
で
す
が
、 

長
生
き
し
て
い
つ
ま
で
も
私
た
ち
の
癒
し 

で
い
て
ね
、
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。 

 

浦賀コミュニティセンター分館から 

特別企画展示会のお知らせ 
 
 

黒
船
に
ゆ
か
り
の
浦
賀
冬
霞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
尻 

陸
夫 

 

～俳句の散歩道～ 

冬
帽
子
目
深
に
載
せ
て
渡
舟
待
つ 

殿
木
和
三
人 

横須賀製鉄所（造船所）創設 150周年記念 

浦賀奉行所から 
  横須賀製鉄所へ    

～浦賀の繁栄とわが国の近代化～ 

 

享保５年（1720）に奉行所が設置され、浦賀
は屈指の要港として繁栄していました。幕末の
動乱を経て、奉行所は閉鎖されたものの、旧奉

行所の侍たちもわが国の近代化に貢献しまし
た。往時の浦賀と横須賀製鉄所（造船所）で活
躍した人々を写真やパネルで紹介します。 

詳細は、広報よこすか２月号・ポスター・ちらし
等をご確認ください。 
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