
 

 

 
 

                           

 

 

浦
賀
の
地
名
は
「
浦
川
」「
浦
河
」

か
ら
と
い
い
ま
す
。「
浦
」
に
は「
海
」

の
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
に
川
が
流
れ

て
い
る
光
景
を
想
像
さ
せ
ま
す
。
戦

国
時
代
、
関
東
地
方
を
拠
点
に
し
て

勢
力
を
張
っ
て
い
た
後
北
条
氏
が
、

一
五
五
○
年
代
半
ば
ご
ろ
発
行
し
た

文
書
に
「
浦
賀
」
の
地
名
が
現
れ
る

と
言
い
ま
す
。
水
軍
の
た
め
の
町
の

発
展
を
願
い
、
「
海
を
喜
び
、
祝
う
」

と
い
う
意
味
か
ら
、
川
を
賀
に
替
え

て
「
浦
賀
」
と
し
た
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。
往
古
よ
り
、
海
を
背
景
と

し
た
風
景
の
美
し
さ
は「
浦
賀
八
景
」

と
し
て
称
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

今
回
は
、
江
戸
時
代
の
後
期
か
ら

明
治
初
期
に
作
ら
れ
た
「
浦
賀
八
勝

（
八
景
）
」（
作
者
・
年
代
不
詳
）
に

つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

八
景
と
は
、
元
来
、
十
一
世
紀
こ

ろ
の
中
国
の
名
勝
地
「
瀟
湘
（
し
ょ

う
し
ょ
う
）八
景
」に
由
来
し
ま
す
。

湖
南
省
洞
庭
湖
付
近
の
瀟
水
と
湘
江

と
い
う
二
つ
の
大
河
が
合
流
す
る
あ

た
り
に
見
ら
れ
る
景
勝
地
を
、四
季
、

天
気
、
朝
昼
晩
と
い
う
時
間
の
移
ろ

い
ご
と
に
八
つ
の
絵
で
表
現
し
、
中

国
で
は
伝
統
的
に
画
題
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
が
十
五
世
紀
ご
ろ
日

本
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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で
は
、「
浦
賀
八
景
」
を
ご
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。 

 

東
林
晩
鐘（
と
う
り
ん
ば
ん
し
ょ
う
） 

東
林
寺
で
鳴
ら
さ
れ
て
い
た
と
い

う
夕
暮
れ
時
の
鐘
の
音
。
真
っ
赤

な
夕
焼
け
空
を
カ
ラ
ス
が
寝
床
に

帰
る
風
景
を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。 

燈
台
帰
帆
（
と
う
だ
い
き
は
ん
） 

燈
台
は
、
燈
明
堂
の
こ
と
。
沖
の

漁
場
に
出
て
い
た
舟
が
、
菜
種
油

の
炎
で
光
る
燈
台
を
目
が
け
て
帰

っ
て
く
る
様
子
を
表
現
し
て
い
ま

す
。
薄
暗
く
な
っ
た
海
上
に
何
艘

も
の
帆
船
が
、
静
か
な
浦
賀
の
海

に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
浮
か
ぶ
様
子
が
目

に
浮
か
び
ま
す
。 

扇
海
秋
月（
せ
ん
か
い
し
ゅ
う
げ
つ
） 

扇
海
と
は
浦
賀
湾
が
、
扇
を
開
き

か
け
た
形
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
う
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
静

寂
な
浦
賀
の
海
に
、
秋
の
月
が
さ

や
か
に
反
射
し
て
い
ま
す
。 

平
根
暮
雪
（
ひ
ら
ね
ぼ
せ
つ
） 

夕
暮
れ
時
に
燈
明
崎
か
ら
平
根
山

を
眺
め
る
と
、
う
っ
す
ら
と
雪
化

粧
を
し
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。 

芝
生
落
雁
（
し
ぼ
う
ら
く
が
ん
） 

浦
賀
駅
か
ら
な
だ
ら
か
な
登
り
坂

を
行
き
、
桜
が
丘
と
の
境
ま
で
を

「
し
ぼ
う
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

空
を
眺
め
る
と
、
か
ぎ
型
の
隊
列

を
組
ん
だ
雁
の
群
れ
が
舞
い
降
り

て
く
る
様
子
が
見
え
ま
す
。 

柳
涯
夜
雨
（
り
ゅ
う
が
い
や
う
） 

柳
涯
と
い
う
の
は
、
現
在
の
浦
賀

警
察
署
の
脇
を
流
れ
て
い
た
蟹
田

が

ん

だ

川
の
岸
辺
を
い
い
ま
す
。
こ
の
あ

た
り
は
、
明
治
の
中
ご
ろ
ま
で
遊

郭
が
あ
り
ま
し
た
。
夜
雨

よ

さ

め

に
煙
る

遊
郭
街
を
港
の
船
か
ら
眺
め
る
風

景
は
、
さ
ぞ
情
緒
に
富
ん
で
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。 

尾
村
夕
照
（
お
む
ら
せ
き
し
ょ
う
） 

尾
村
は
、
東
浦
賀
と
か
も
め
団
地

の
間
の
大
室
（
お
お
む
ろ
）
と
呼

ば
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
山
々
の
紅

葉
が
水
面
に
映
え
、
夕
日
が
さ
ら

な
る
美
し
さ
を
添
え
て
、
錦
秋
の

美
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。 

館
浦
晴
嵐（
や
か
た
う
ら
せ
い
ら
ん
） 

館
浦
は
、
現
在
、
西
浦
賀
に
あ
る

マ
リ
ー
ナ
ヴ
ェ
ラ
シ
ス
の
あ
る
あ

た
り
を
指
し
ま
す
。
エ
メ
ラ
ル
ド

グ
リ
ー
ン
に
輝
く
海
辺
に
沿
う
山

に
は
、
青
葉
若
葉
が
繁
り
、
清
々

し
い
風
が
薫
る
よ
う
で
す
。 

 

昭
和
十
八
年
に
横
須
賀
市
と
合
併

す
る
ま
で
の
浦
賀
は
、鴨
居
や
走
水
、

大
津
、
根
岸
な
ど
を
含
む
「
三
浦
郡

浦
賀
町
」
と
い
う
自
治
体
と
し
て
の

浦
賀
町
で
し
た
。
現
在
で
も
、
横
須

賀
市
の
中
心
部
に
行
く
時
は
、
同
じ

市
内
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
横

須
賀
へ
行
く
」と
い
う
人
も
い
ま
す
。

そ
れ
ほ
ど
旧
浦
賀
町
と
い
う
の
は
、

そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
に
は
、
生
活
の

中
心
部
と
し
て
愛
着
が
残
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。 

浦
賀
は
、
明
治
時
代
に
軍
の
施
設

や
造
船
所
が
建
設
さ
れ
た
り
、
関
東

大
震
災
の
被
害
を
受
け
て
土
砂
崩
れ

が
起
き
た
り
し
て
、
地
形
が
変
わ
り

ま
し
た
。
現
在
の
浦
賀
駅
前
に
広
が

る
ド
ッ
ク
跡
地
の
附
近
は
、
江
戸
時

代
の
埋
立
て
に
よ
る
「
築
地
新
町
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
造
成
地
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
人
々
の
暮
ら
す
地

域
や
、
新
規
に
船
を
造
っ
た
り
修
理

を
す
る
た
め
の
「
中
堀
」
と
呼
ば
れ

る
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
「
築
地
新
町
」
も
、
明
治
八
年

に
は
「
海
軍
屯
営
所
」
と
呼
ば
れ
る

水
兵
訓
練
施
設
が
設
け
ら
れ
、
明
治

二
二
年
に
つ
く
ら
れ
た
陸
軍
の
要
塞

砲
兵
幹
部
練
習
所
の
建
設
に
伴
い
消

滅
し
て
い
き
ま
し
た
。
や
が
て
、
手

狭
に
な
っ
た
軍
施
設
の
馬
堀
へ
の
移

転
と
と
も
に
明
治
三
〇
年
に
は
造
船

所
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
浦
賀
の
風
景
は
時

代
と
と
も
に
大
き
く
変
化
し
て
き
ま

し
た
が
、「
浦
賀
八
景
」
に
思
い
を
は

せ
る
時
、
奉
行
所
を
中
心
に
、
大
き

な
白
帆
を
張
っ
た
出
船
入
船
で
に
ぎ

わ
い
を
見
せ
て
い
た
港
、
商
人
た
ち

の
活
気
あ
る
歓
声
、
遠
い
時
代
へ
の

郷
愁
が
湧
い
て
く
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。 

今
、
奉
行
所
の
設
置
か
ら
三
〇
〇

年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
浦
賀
の

ま
ち
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
胎
動
を

予
感
さ
せ
て
い
ま
す
。
人
々
の
郷
土

愛
に
包
ま
れ
て
新
た
な
出
発
の
時
を

前
に
、
浦
賀
に
は
ど
ん
な
将
来
が
待

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

（
芳
賀
久
雄
） 

 

浦賀文化 
 

平成 30年（2018年）７月 1日 

第 54 号 

 Email:uragabunka@yahoo.co.jp 

浦
賀
文
化

26
号
・
27
号
で
浦
賀
八
景
を
詠
っ
た
漢
詩
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
浦
賀
八
景
に
選
ば
れ
た
風
光
明
媚
な

景
色
を
浦
賀
の
ま
ち
の
歴
史
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。 

♦♦♦ 浦賀奉行所は 2020年に開設 300周年を迎えます ♦♦♦ 

浦 

賀 

八 

景 
 

発行：浦賀行政センター  編集：浦賀コミュニティセンター分館  

〒239-0822 横須賀市浦賀７－２－１ ☎ 046-842-4121 休館日 12/29～１/３ 



 

 

 
 

●
輸
送
品
制
限
・
緩
和
さ
れ
る 

 

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
年
）
浦
賀
奉
行

所
が
開
か
れ
、
翌
年
二
月
、
船
番
所
で
廻

船
積
荷
検
査（
船
改
め
）が
開
始
さ
れ
た
。

武
器
類
の
江
戸
へ
の
持
ち
込
み
は
厳
し
く

制
限
さ
れ
て
お
り
、
船
の
関
所
も
「
入
り

鉄
砲
に
出
女
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今

か
ら
思
う
と
何
故
こ
ん
な
も
の
ま
で
制
限

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
疑
問
に
思
う
も

の
も
あ
っ
た
。 

延
享
四
年
（
一
七
四
七
年
）
三
月
、
老

中
・
酒
井
雅
楽
頭

う

た

の
か

み

か
ら
四
代
目
奉
行
・
青

山
斎
宮

い

つ

き

に
対
し
、
浦
賀
通
船
許
可
書
が
示

さ
れ
た
。
そ
の
書
類
に
は
、「
湯
風
呂
、
土

つ
き
の
芝
、
庭
石
、
砂
利
、
植
木
の
類
、

鼓
、
太
鼓
、
笛
、
琴
、
三
味
線
、
碁
盤
、

将
棋
盤
、
双
六
盤
、
鳥
か
ご
、
こ
れ
ら
の

品
、
今
ま
で
は
船
で
運
ぶ
こ
と
を
禁
止
し

て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
自
由
に
運
ん
で

よ
ろ
し
い
」
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

許
可
書
に
み
る
よ
う
に
、
遊
芸
関
係
や
庭

造
り
な
ど
趣
味
の
世
界
の
も
の
が
寛
大
に

取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。 

こ
の
年
、
浦
賀
湊
で
検
査
を
受
け
て
江

戸
へ
下
っ
た
廻
船
の
総
数
は
五
五
九
三
艘

で
あ
り
、
当
然
、
上
り
船
も
ほ
ぼ
同
数
で

あ
る
の
で
、
年
間
で
一
万
艘
を
超
え
る
船

が
浦
賀
湊
へ
入
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一

日
に
三
〇
艘
以
上
の
船
改
め
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。 

●
流
人
船
へ
の
警
備
と
心
得 

 

罪
人
が
遠
島

え
ん
と
う

（
こ
こ
で
は
伊
豆
七
島
へ

送
ら
れ
る
こ
と
）
の
刑
と
決
ま
り
い
よ
い

よ
島
に
送
ら
れ
る
日
時
が
決
定
す
る
と
、

江
戸
か
ら
「
浦
触

う
ら
ぶ
れ

」
が
回
る
。
江
戸
か
ら

浦
賀
ま
で
の
海
岸
付
き
の
村
々
で
は
、
決

め
ら
れ
た
通
り
の
番
船
や
水
主
役
が
出
て
、

流
人
船
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
た
。
浦
賀
で
も

流
人
船
が
来
る
日
が
分
か
る
と
す
ぐ
に
準

備
に
入
っ
た
。 

流
人
船
の
出
帆
日
が
決
ま
る
と
、
町
奉

行
所
か
ら
罪
人
た
ち
の
親
戚
縁
者
に
通
知

さ
れ
た
。
罪
人
で
も
裕
福
な
者
で
あ
れ
ば
、

親
戚
縁
者
よ
り
お
米
や
金
銭
な
ど
が
差
し

入
れ
ら
れ
、
島
に
持
ち
込
む
こ
と
が
許
さ

れ
た
。
差
し
入
れ
が
届
か
な
い
者
に
は
、

武
士
に
は
一
両
、
庶
民
に
は
二
分
が
役
所

か
ら
支
給
さ
れ
た
。
罪
人
た
ち
は
、
島
に

着
く
と
す
ぐ
に
自
給
自
足
の
生
活
と
な
る

た
め
、
こ
う
し
た
措
置
が
取
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
船
が
出
る
日
は
、
小
伝
馬
町
の
牢

か
ら
船
手
奉
行
・
向
井
の
屋
敷
に
移
さ
れ

た
。こ
こ
の
裏
口
か
ら
小
船
に
乗
せ
ら
れ
、

永
代
橋
（
あ
る
い
は
霊
岸
島
）
近
く
に
碇

泊
し
て
い
る
流
人
船
に
移
り
、
品
川
沖
で

風
待
ち
潮
待
ち
を
し
て
、
一
路
浦
賀
を
目

指
す
。
浦
賀
で
は
東
西
の
村
と
下
田
問
屋

が
一
丸
と
な
っ
て
、
番
船
、
曳
き
船
を
用

意
し
て
待
ち
構
え
て
、
見
届
け
船
か
ら
の

連
絡
が
入
る
と
す
ぐ
に
行
動
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
流
人
船
が
浦
賀
湊
に
到

着
し
碇
を
下
す
と
、「
七
五
尋ひ

ろ

触
れ
か
か
り
」

と
い
っ
て
、
七
五
尋
以
内
に
他
の
船
が
碇

泊
で
き
な
い
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
。
碇

泊
す
る
と
罪
人
た
ち
を
甲
板
に
な
ら
べ
て

人
別
が
行
わ
れ
た
。
警
固
の
同
心
が
船
番

所
か
ら
出
て
、
船
手
よ
り
証
文
と
人
別
書

付
を
受
け
取
る
。
こ
れ
を
船
番
所
に
持
ち

帰
っ
て
、
与
力
が
す
で
に
送
ら
れ
て
き
て

い
た
証
文
と
読
み
合
わ
せ
を
し
た
。
こ
れ

で
間
違
い
が
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
、

船
番
所
の
役
人
が
流
人
船
へ
そ
れ
を
伝
え
、

江
戸
に
も
浦
賀
入
津
の
報
告
を
し
た
。
ま

た
、
島
へ
行
く
最
後
の
寄
港
地
と
な
る
三

崎
の
御
役
宅
へ
流
人
船
浦
賀
入
港
の
知
ら

せ
を
出
し
た
。 

浦
賀
に
奉
行
所
が
置
か
れ
て
か
ら
三
〇

年
余
で
、
二
四
〇
人
以
上
の
罪
人
が
遠
島

の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 

※
一
両
は
四
分
、
二
分
は
一
両
の
半
分 

※
一
尋
は
両
手
を
広
げ
た
長
さ 

歴
史 

語
ら
い
座

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/） 

何
年
か
前
、
当
館
の
講
座
で
浦
賀
の
町
を

散
策
し
て
い
る
時
の
こ
と
。
浦
賀
奉
行
所
跡

地
に
や
っ
て
き
て
ふ
と
上
を
見
上
げ
る
と
、

電
柱
に
『
奉
行
所
』
の
文
字
が
。 

現
代
の
設
備
に
、
昔
の
、
し
か
も
江
戸
時

代
の
施
設
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
ま
す
。 

電
柱
に
は
、
電
力
会
社
や
電
話
会
社
が
つ

け
る
電
柱
番
号
が
つ
い
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

そ
の
場
所
の
古
い
地
名
や
、
昔
あ
っ
た
公
共

施
設
の
名
前
を
使
っ
た
り
す
る
と
か
。 

『
奉
行
所
』
な
ん
て
、
ず
い
ぶ
ん
自
由
に
つ

け
て
い
る
な
ぁ
。
で
も･･･

奉
行
所
が
確
か
に

こ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
と
、
な
ん
だ
か
う
れ
し

く
思
っ
た
の
で
し
た
。 （

み
な
と
の
ヨ
ー
コ
） 

 

笑 話 一 題
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡
辺 

初
子 

 
石
川 

優
子 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

浦賀奉行所 
開設 300 周年 

奉行所スカリン 


