
 

 

                            

 

 

中
島
三
郎
助
は
、
文
政
四
年
（
一

八
二
一
年
）
一
月
二
十
五
日
、
浦
賀

奉
行
所
の
役
人
の
家
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
成
長
し
て
か
ら
は
父
と
同
じ
く

奉
行
所
の
役
人
に
な
り
、
浦
賀
時
代

に
は
与
力

よ

り

き

と
い
う
役
職
に
就
い
て
い

ま
し
た
。 

奉
行
所
の
役
人
で
あ
る
中
島
は
、

幕
府
が
長
崎
に
開
設
し
た
海
軍
伝
習

所
で
砲
術
や
造
船
、
数
学
、
語
学
、

航
海
術
な
ど
を
学
び
、
優
秀
な
成
績

を
残
し
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
時
の

同
期
生
だ
っ
た
勝
海
舟
と
は
生
涯
に

わ
た
る
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
、
中
島
の

人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。 

今
回
は
、
中
島
の
生
涯
を
描
い
た

歴
史
小
説
『
北
の
海
鳴
り
』
か
ら
、

勝
海
舟
と
の
確
執
に
つ
い
て
辿
っ
て

み
ま
し
た
。 ◇ 

 

◇ 
 

◇ 

『
北
の
海
鳴
り
』
の
作
者
で
あ
る

大
島
昌
宏
氏
は
福
井
市
に
生
ま
れ
、

横
須
賀
市
池
田
町
に
住
ま
い
を
構
え

て
い
ま
し
た
。
大
島
氏
は
、
作
家
と

し
て
の
道
を
歩
む
か
た
わ
ら
、
横
須

賀
市
の
文
化
事
業
に
も
惜
し
み
な
い

協
力
の
手
を
差
し
伸
べ
て
い
ま
し
た
。 

横
須
賀
に
因
む
作
品
と
し
て
、『
罪

な
く
し
て
斬
ら
る 

小
栗
上
野
介
』

や
、
三
浦
按
針
を
描
い
た
『
海
の
隼
』

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら

の
作
家
生
活
が
期
待
さ
れ
て
い
た
大

島
氏
は
、
平
成
二
十
年
に
六
十
五
歳

と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。 

そ
も
そ
も
、
中
島
が
入
っ
た
海
軍

伝
習
所
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の
初
期

か
ら
鎖
国
政
策
を
敷
い
て
い
た
日
本

は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
中
国
な
ど
、
限
ら

れ
た
国
と
の
交
易
は
あ
っ
た
も
の
の
、

外
国
か
ら
の
影
響
は
少
な
く
、
独
自

の
日
本
文
化
を
育
て
上
げ
て
い
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
後
期

に
な
る
と
、
幕
府
は
、
開
国
を
迫
る

欧
米
列
国
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
中
、

オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
勧
め
も
あ
り
、
安

政
二
年
（
一
八
五
五
年
）、
近
代
的
海

軍
要
員
の
養
成
を
目
的
と
す
る
海
軍

伝
習
所
を
設
置
し
ま
し
た
。 

こ
の
海
軍
伝
習
所
へ
入
る
た
め
に

は
、
江
戸
か
ら
長
崎
ま
で
船
で
行
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
勝
の
率
い
る
昌

平
丸
は
、
途
中
で
浦
賀
に
帰
港
し
ま

す
。
こ
の
と
き
、
同
じ
く
長
崎
を
目

指
す
中
島
の
乗
る
鳳
凰
丸
と
、
ど
ち

ら
が
早
く
到
着
す
る
か
の
競
争
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
説
で
は
、

勝
か
ら
鳳
凰
丸
を
見
た
感
想
が
皮
肉

交
じ
り
に
述
べ
ら
れ
ま
す
。 

勝 

：「
あ
れ
が
鳳
凰
丸
か
。
中
島
さ

ん
、
わ
た
し
は
唐
か
琉
球
の

船
か
と
思
い
ま
し
た
よ
」 

中
島
：「
な
に
、
ア
メ
リ
カ
艦
隊
が
黒

船
で
し
た
か
ら
赤
船
に
し
た

ま
で
。
日
の
丸
の
色
で
ご
ざ

い
ま
す
」 

勝 

：「
な
る
ほ
ど
。
華
や
か
な
こ
と

こ
の
上
な
い
が
、
見
か
け
倒

し
で
な
け
れ
ば
よ
い
が
な
」 

と
、
勝
は
中
島
に
ラ
イ
バ
ル
意
識

を
見
せ
て
い
ま
し
た
。 

競
争
の
途
中
、
安
政
の
大
地
震
に

よ
る
津
波
を
受
け
る
な
ど
、
難
航
を

極
め
る
な
か
で
勝
の
船
酔
い
も
激
し

く
、
競
争
は
中
島
に
軍
配
が
上
が
り

ま
し
た
。 

伝
習
生
と
し
て
の
二
人
は
相
反
し

た
性
格
の
持
ち
主
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

た
と
え
ば
、
勝
は
学
生
長
で
あ
る
反

面
、
夜
遊
び
を
す
る
享
楽
的
な
人
物

と
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
中
島
は
研

究
熱
心
、
品
行
方
正
で
優
秀
な
模
範

生
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

二
人
の
関
係
は
、伝
習
を
終
え
て
、

咸
臨
丸
が
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
時
に
も

持
ち
こ
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
乗
組
員

選
抜
に
洩
れ
て
不
審
を
抱
く
中
島
と

勝
と
の
や
り
と
り
で
す
。 

勝 

：「
な
ぜ
選
に
洩
れ
た
か
、
と
い

い
た
い
の
か
ね
」 

中
島
：「
い
か
に
も
。
納
得
の
ゆ
く
説

明
を
し
て
ほ
し
い
」 

勝 

：
「
中
島
さ
ん
と
も
あ
ろ
う
人
が
、

分
ら
ぬ
の
か
」 

中
島
：「
分
ら
ぬ
か
ら
聞
い
て
お
る
。

拙
者
の
体
の
こ
と
な
ら
心
配

ご
無
用
。
ア
メ
リ
カ
は
お
ろ

か
、
エ
ゲ
レ
ス
や
フ
ラ
ン
ス

へ
参
る
の
も
平
気
じ
ゃ
」 

勝 

：
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。

理
由
は
簡
単
、
咸
臨
丸
で
行

く
か
ら
、
に
尽
き
る
。
咸
臨

丸
が
ど
の
よ
う
な
船
で
あ
っ

た
か
、
あ
ん
た
が
一
番
知
っ

て
い
る
は
ず
だ
が
ね
」 

…
初
め
て
咸
臨
丸
の
船
体
を
つ
ぶ

さ
に
見
分
す
る
機
会
を
得
た
の
だ
が
、

驚
く
べ
き
事
実
が
判
明
し
た
の
だ
っ

た
。
幕
府
が
オ
ラ
ン
ダ
に
発
注
し
、

新
造
船
と
信
じ
て
引
き
渡
し
を
受
け

た
咸
臨
丸
に
は
、
古
材
が
多
く
使
用

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、

唐
風
の
彫
刻
や
塗
り
を
施
し
た
、
清

国
の
寺
院
建
築
に
使
用
さ
れ
、
解
体

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
虫
食
い
だ

ら
け
の
古
材
だ
っ
た
の
だ
。 

勝 

：「
ま
あ
、
そ
ん
な
わ
け
で
、
咸

臨
丸
が
海
の
藻
屑
と
消
え
た

ら
、
中
島
さ
ん
、
線
香
な
ど

い
ら
ぬ
か
ら
、
あ
ん
た
や
釜

次
郎
（
榎
本
武
揚
）
が
中
心

に
な
っ
て
日
本
人
の
手
で
つ

く
っ
た
船
で
太
平
洋
を
渡
っ

て
ほ
し
い
の
さ
。
私
の
遺
言

だ
と
思
っ
て
く
れ
」 

中
島
：
『
勝
麟
に
し
て
や
ら
れ
た
か
…
』 

彼
は
内
心
で
つ
ぶ
や
い
た
。
咸
臨

丸
が
古
材
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
は

確
か
だ
が
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
は
る
ば

る
日
本
ま
で
航
行
し
て
き
た
船
だ
。

ア
メ
リ
カ
ま
で
行
け
る
か
ど
う
か
分

ら
ぬ
と
は
大
袈
裟
で
あ
る
。
…
真
意

は
、
勝
よ
り
年
長
で
あ
り
伝
習
所
時

代
の
勝
の
裏
表
を
知
り
尽
く
し
て
い

る
自
分
を
敬
遠
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

作
者
は
、
二
人
の
こ
う
し
た
確
執

の
結
末
と
し
て
、
中
島
ら
旧
幕
臣
派

が
「
蝦
夷
国
」
の
建
設
に
向
け
て
北

海
道
に
渡
る
と
い
う
一
連
の
行
動
に

も
、
勝
ら
の
思
惑
が
作
用
し
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
ま
す
。 

明
治
二
年
（
一
八
六
九
年
）、
中
島

は
戊
辰
戦
争
の
最
後
の
地
と
な
っ
た

北
海
道
函
館
市
内
の
千
代
ケ
岡
陣
屋

で
父
子
と
も
ど
も
新
政
府
軍
の
前
に

倒
れ
ま
し
た
。
同
六
年
に
は
こ
の
地

区
に
中
島
町
と
い
う
名
が
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
同
八
年
に
は
函

館
戦
争
で
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
を
慰

霊
す
る
た
め
の
碧
血
碑

へ

っ

け
つ

ひ

が
建
立
さ
れ

て
い
ま
す
。
函
館
市
で
は
、
函
館
戦

争
（
戊
辰
戦
争
）
に
関
わ
っ
た
幕
末

の
英
傑
た
ち
を
歴
史
の
証
言
者
と
し

て
記
憶
に
残
す
た
め
、
毎
年
五
月
に

「
函
館
五
稜
郭
祭
」
が
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。 

        
 
 
 

（
芳
賀
久
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浦
賀
が
生
ん
だ
幕
末
の
英
傑
・
中
島
三
郎
助
の
生
涯
を
偲
び
、
横
須

賀
市
浦
賀
で
は
、
誕
生
月
に
因
み
、
毎
年
一
月
（
今
年
は
二
十
二
日
・ 

浦
賀
コ
ミ
セ
ン
）
に
「
中
島
三
郎
助
ま
つ
り
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

 

歴
史
小
説
『
北
の
海
鳴
り
』
に
見
る 

中 

島 

三 

郎 

助 



 

 

 
 

●
『
近
世
浦
賀
畸
人
伝
』
Ⅻ
● 

 

―
宮
原
石
二
― 

宮
原
石
二
は
、
紀
州
宮
原
（
和
歌
山
県

有
田
市
）
に
生
ま
れ
、
幼
名
を
藤
松
、
後

に
治
兵
衛
を
名
乗
っ
た
。
石
二
は
、『
浦
賀

文
化
四
十
一
号
』
、「
近
世
浦
賀
畸
人
伝Ⅴ

」

に
記
し
た
宮
原
阿
久
の
父
で
あ
る
。『
畸
人

伝
』
に
親
子
で
登
場
す
る
の
は
桐
ヶ
谷
道

意
・
随
音
に
次
い
で
二
組
目
で
あ
る
。 

石
二
の
家
業
は
干
鰯
問
屋
で
、
東
浦
賀

干
鰯
問
屋
の
重
鎮
で
あ
り
、
宮
原
屋
与
右

衛
門
（
通
称
宮
与
、「
畸
人
伝
」
で
は
宮
井

素
柏
で
登
場
）
と
宮
原
屋
治
兵
衛
（
通
称

宮
治
）
が
双
璧
で
あ
っ
た
。 

宮
治
の
店
は
紀
州
に
本
店
が
あ
り
、
本

店
が
繁
盛
す
れ
ば
浦
賀
の
店
も
繁
栄
し
、

す
で
に
百
三
十
年
余
な
る
と
記
さ
れ
て
い

る
。『
畸
人
伝
』
が
記
さ
れ
た
の
が
文
政
十

一
年
（
一
八
二
八
年
）
で
あ
る
の
で
、
元

禄
年
間
に
は
す
で
に
浦
賀
へ
出
店
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
干
鰯
問
屋
に
は
享
保
十

五
年
（
一
七
三
〇
年
）
に
加
盟
し
て
い
る
。 

宮
治
の
店
主
（
支
配
人
）
は
代
々
治
兵

衛
を
名
乗
っ
た
。
三
代
目
治
兵
衛
で
あ
る

石
二
は
、
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
勤
慎

実
直
で
多
く
の
人
を
難
義
か
ら
救
い
、
若

い
こ
ろ
か
ら
孝
行
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。 

二
、
三
年
浦
賀
に
滞
在
し
て
い
た
か
と

思
う
と
、
本
店
の
あ
る
紀
州
に
帰
り
、
ま

た
浦
賀
へ
立
ち
戻
る
と
い
う
生
活
を
何
年

も
繰
り
返
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
紀
州
と

浦
賀
を
行
き
来
し
て
い
た
文
化
元
年
（
一

八
〇
四
年
）
に
は
、
宮
治
の
初
代
・
教
安

と
二
代
目
・
教
受
の
年
忌
を
執
り
行
っ
て

い
る
。 

浦
賀
に
い
る
と
き
で
も
、
遠
く
の
町
で

困
窮
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
聞
け
ば
、
名

前
も
告
げ
ず
に
物
を
送
っ
て
こ
れ
を
助
け
、

近
く
で
人
が
困
っ
て
い
る
と
知
れ
ば
、
家

の
前
に
財
を
置
き
ひ
そ
か
に
拾
わ
せ
る
よ

う
に
し
た
。
こ
う
し
た
石
二
の
行
為
は
、

豊
か
な
心
の
持
ち
主
で
あ
り
、
真
の
社
会

事
業
家
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
が

出
来
る
だ
け
の
財
力
が
伴
っ
て
い
た
こ
と

を
証
明
す
る
。 

こ
う
し
た
度
重
な
る
善
行
は
、
誰
と
い

う
こ
と
な
く
知
れ
渡
り
、
奉
行
の
耳
に
も

入
り
、
村
の
年
寄
役
を
任
命
さ
れ
た
。
ま

た
、
紀
州
の
殿
様
か
ら
は
宮
原
姓
を
名
乗

る
こ
と
と
三
人
扶
持
を
賜
り
、
苗
字
帯
刀

御
免
と
な
り
、
紀
州
藩
だ
け
で
行
わ
れ
て

い
た
制
度
の
地
士

じ

し

（
藩
と
民
間
と
の
パ
イ

プ
役
で
身
分
は
武
士
）
に
取
り
立
て
ら
れ

た
の
も
、
石
二
の
功
績
で
あ
っ
た
。 

石
二
は
商
売
も
熱
心
で
、
社
会
事
業
に

も
情
熱
を
捧
げ
て
い
た
が
、
一
方
で
は
書

を
愛
し
、
学
問
を
好
み
、
砂
元
恭

げ
ん
き
ょ
う

（
江
戸

中
期
の
有
名
な
儒
学
者
で
漢
詩
人
、
画
家

で
も
あ
っ
た
服
部
南
郭
の
弟
子
で
、
内
川

新
田
の
開
発
者
・
砂
村
新
左
衛
門
の
子
孫

の
新
三
郎
）
と
風
流
な
付
き
合
い
を
し
、

そ
の
傍
ら
で
当
時
、
蕉
門
俳
人
の
ト
ッ
プ

で
あ
っ
た
雪
中
庵
蓼
太
に
俳
諧
を
学
び
、

枕
流
亭
を
名
乗
り
、
関
東
は
は
る
か
、
京
・

大
阪
の
人
々
と
も
交
わ
り
、
そ
の
名
が
知

ら
れ
て
い
た
。 

『
畸
人
伝
』に
は
四
季
を
詠
ん
だ
句
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。 

 

日
の
本
の
光
や
仮
名
の
書
き
始
め 

蚤
と
る
に
男
は
鈍
く
思
い
け
り 

虫
に
灯
を
取
ら
れ
て
月
の
庵
か
な 

掃
除
し
て
正
月
さ
す
る
小
船
か
な 

 
 
 
 

 

晩
年
は
俗
事
を
は
な
れ
て
、
静
か
に
暮

ら
し
、
法
号
を
寿
安
と
し
、
さ
ら
に
髪
を

落
と
し
て
仏
門
に
入
り
、 

七
種
や
塵
に
ま
じ
わ
る
仏
の
座 

と
詠
ん
で
い
る
。 

老
い
て
ま
す
ま
す
謙
譲
の
心
を
失
わ
ず
、

恵
の
風
が
村
を
め
ぐ
り
、
慈
し
み
の
波
が

村
を
潤
し
て
い
た
。 

浦
賀
中
の
人
が
、
い
や
多
く
の
人
が
石

二
の
長
寿
を
祈
ら
ぬ
も
の
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
惜
し
い
こ
と
に
文
政
九
年
（
一

八
二
六
年
）
八
月
二
日
、
八
十
二
年
の
生

涯
を
閉
じ
た
。 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

四
十
八 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

花
の
名
前
を
調
べ
る
の
は
意
外
に
面
倒
で
す
。

し
か
し
、
最
近
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
市
販
さ

れ
て
い
る
図
鑑
で
も
簡
単
に
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
花
の
色
や
開
花

時
期
、
花
弁
の
数
な
ど
で
見
つ
け
ら
れ
ま
す
。 

ハ
イ
キ
ン
グ
や
散
歩
で
知
ら
な
い
花
を
見
つ

け
て
も
、
撮
影
し
て
お
け
ば
帰
宅
し
て
か
ら
ゆ

っ
く
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
撮

影
す
る
時
に
漠
然
と
撮
る
の
で
は
な
く
出
来
る

だ
け
花
を
大
き
く
す
る
と
、
ち
が
う
花
の
表
情

が
発
見
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
ハ
キ
ダ
メ
ギ

ク
」（
牧
野
富
太
郎
先
生
命
名
）
は
黄
色
い
中
心

に
五
つ
の
白
い
花
弁
が
並
ぶ
か
わ
い
い
い
花
で

す
が
近
寄
ら
な
い
と
小
さ
い
花
な
の
で
見
過
ご

し
て
し
ま
い
ま
す
。「
ナ
ズ
ナ
」
と
い
う
植
物

は
、
種
を
付
け
た
状
態
は
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
花
の
可
憐
さ
が
分
か
る
と
他
の
花
の

こ
と
も
知
り
た
く
な
り
ま
す
。 

春
の
「
キ
ュ
ウ
リ
グ
サ
」
や 

秋
の
「
ミ
ゾ
ソ
バ
」
な
ど
、 

身
近
に
咲
い
て
い
る
花
を 

歴
史
散
策
の
途
中
で
見
つ 

け
て
調
べ
て
み
て
は
い
か 

が
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 
 

 
 （

千
葉
県
児
） 
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 笑 話 一 題 

詳細は、広報よこすか１月号、または
各コミセンに配架してあるちらし等で 
ご確認ください。 

小
堺
基
和 

 
土
部
千
恵 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

日時：２/６・13・20・27【毎月曜日／全４回】 
１３：３０～１５：３０ 

場所：（座学）浦賀コミセン分館 
   （見学）JR 横須賀駅集合（20 日） 
講師：山本詔一さん（横須賀開国史研究会会長） 
締切：１月 20 日（金）必着 

 

歴史講座 

日 本 遺 産 を 学 ぶ 

～日本近代化の躍動を体感できるまち～ 
 

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/） 

―浦賀コミセン分館よりお知らせ― 


