
 

 

 
 

                           

 

 

         

浦
賀
の
ま
ち
を
歩
い
て
神
社
仏

閣
に
立
ち
寄
る
と
、必
ず
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
芸
術
作
品
と
出
会
い
ま

す
。
そ
れ
ら
は
、
元
来
、
宗
教
的
な

意
味
合
い
か
ら
崇
拝
の
対
象
と
さ

れ
て
き
た
も
の
を
始
め
、建
築
に
付

随
す
る
装
飾
物
と
し
て
制
作
さ
れ

た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
建
築
物
の
一
部
と
し
て
の
機
能

を
持
つ
も
の
か
ら
、
装
飾
的
な
意
味

合
い
を
持
つ
も
の
ま
で
、
制
作
の
意

図
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。 

そ
こ
で
、現
代
の
建
築
物
に
思
い

を
致
す
と
き
、
町
な
か
で
見
ら
れ
る

ビ
ル
や
学
校
、
病
院
な
ど
、
機
能
性

を
重
視
す
る
た
め
か
、装
飾
的
な
部

分
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
装
飾
と
い
う
の
は
、
単
な
る
贅

沢
品
と
し
て
で
は
な
く
、
日
本
人
が

四
季
折
々
の
自
然
や
植
物
・
動
物
な

ど
花
鳥
風
月
と
の
関
わ
り
や
古
来

か
ら
の
伝
説
と
し
て
語
り
継
が
れ

て
き
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
表
現
さ
れ

て
い
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。 

今
回
は
、そ
う
し
た
建
築
物
を
装

飾
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る「
鏝
絵
」

を
取
り
あ
げ
て
み
ま
し
た
。
「
鏝

絵
？
」あ
ま
り
聞
き
な
れ
な
い
言
葉

で
す
。
こ
れ
は
、
文
字
ど
お
り
漆
喰

壁
の
仕
上
げ
を
す
る
際
に
、装
飾
的

な
「
絵
」
を
「
鏝
」
を
駆
使
し
て
描

い
た
も
の
の
こ
と
で
す
。 

鏝
絵
は
、江
戸
時
代
中
期
か
ら
明

治
時
代
に
か
け
て
多
く
作
ら
れ
、日

本
中
に
広
ま
り
ま
し
た
。こ
の
職
人

芸
を
芸
術
の
域
に
ま
で
高
め
た
の

は
、「
伊
豆
の
長
八
」
と
呼
ば
れ
る

左
官
職
人
入
江
長
八
で
、
出
身
地

の
伊
豆
・
松
崎
に
は
「
伊
豆
の
長
八

美
術
館
」
が
あ
り
ま
す
。 

 
川
間
（
西
浦
賀
）
に
住
む
石
川
善

吉
は
「
三
浦
の
善
吉
」
と
呼
ば
れ
、

「
伊
豆
の
長
八
」と
と
も
に
全
国
的

に
知
ら
れ
る
漆
喰
細
工
の
名
人
で

し
た
。
さ
ら
に
、
善
吉
の
息
子
梅
尾

や
吉
蔵
、
岩
田
辰
之
助
、
徳
太
郎
兄

弟
な
ど
、
市
内
に
は
三
十
六
点
の
作

品
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

ま
す
が
、そ
の
う
ち
二
十
七
点
も
の

作
品
が
浦
賀
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 
 

さ
て
、浦
賀
に
お
け
る
代
表
的
な

鏝
絵
作
品
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。 

〇
東
浦
賀
・
八
雲
神
社
向
拝
「
龍
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
石
川
善
吉
） 

○
東
浦
賀
・
法
幢
寺
本
堂
正
面 

軒
下
小
壁
「
牡
丹
に
唐
獅
子
」 

   
  

(

岩
田
徳
太
郎
・
辰
之
助) 

○
西
浦
賀
・
常
福
寺
本
堂
正
面 

内
陣
欄
間
壁 

(

石
川
善
吉
・
梅
尾
親
子) 

○
西
浦
賀
・
常
福
寺
本
堂
内
陣 

背
面
小
壁 

 
  (

石
川
善
吉) 

○
西
浦
賀
・
西
叶
神
社
社
務
所 

玄
関
欄
間
壁    (

石
川
善
吉) 

○
西
浦
賀
・
大
六
天
榊
神
社
正
面 

左
右
壁
「
昇
り
龍
」
「
降
り
龍
」 

（
石
川
善
吉
・
吉
蔵
親
子
） 

○
西
浦
賀
・
東
福
寺
本
堂
正
面 

軒
下
小
壁   

 (

岩
田
辰
之
助) 

○
西
浦
賀
・
川
間
町
内
会
館
妻
壁 

「
鳳
凰
」   

   (

石
川
梅
尾) 

 今
年
二
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
浦

賀
の
左
官
職
人
辰
巳
忠
志
さ
ん
は
、

神
奈
川
県
内
で
も
数
少
な
い
鏝
絵

作
家
と
し
て
活
躍
し
て
こ
ら
れ
ま

し
た
。
最
後
に
、
辰
巳
忠
志
さ
ん
に

つ
い
て
、ご
自
身
が
生
前
に
語
っ
て

い
た
話
を
交
え
て
ご
紹
介
し
ま
す
。 

辰
巳
さ
ん
は
昭
和
十
八
年
に
神

戸
に
生
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
後
高
知

に
転
居
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
絵
を

描
く
の
が
好
き
で
、近
所
の
お
寺
の

ご
住
職
に
目
を
か
け
て
い
た
だ
き
、

絵
を
習
っ
た
そ
う
で
す
。十
八
歳
か

ら
、
土
佐
漆
喰
の
棟
梁
の
も
と
で
三

年
間
修
業
。
そ
し
て
、
横
須
賀
に
移

り
住
み
左
官
職
人
を
す
る
う
ち
に

石
川
梅
尾
に
見
い
だ
さ
れ
て
鏝
絵

の
技
法
を
習
得
し
ま
し
た
。平
成
二

十
三
年
・
二
十
四
年
に
当
館
で
開

催
さ
れ
た
鏝
絵
入
門
講
座
の
講
師

を
務
め
ま
し
た
。
講
座
修
了
後
、
受

講
者
が
立
ち
あ
げ
た
サ
ー
ク
ル
の

講
師
と
な
り
、
鏝
絵
の
指
導
を
続
け

て
き
ま
し
た
。 

 

辰
巳
さ
ん
の
鏝
絵
の
制
作
は
、ま

ず
画
用
紙
に
心
に
浮
か
ぶ
画
を
そ

の
ま
ま
ス
ケ
ッ
チ
風
に
濃
い
鉛
筆

で
描
き
ま
す
。
素
材
は「
虎
」や「
鷹
」

な
ど
の
生
き
物
、植
物
や
富
士
山
な

ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。そ
の
絵
を
手
製

の
木
枠
の
石
膏
ボ
ー
ド
に
写
し
、さ

ら
に
石
膏
で
形
作
っ
て
い
き
ま
す
。

石
膏
で
す
か
ら
、小
さ
な
も
の
で
も

ズ
ッ
シ
リ
と
し
て
い
ま
す
。そ
の
上

か
ら
真
っ
白
な
漆
喰
を
重
ね
、細
か

な
鏝
さ
ば
き
で
仕
上
げ
、
時
に
は
絵

の
具
で
色
を
つ
け
て
い
き
ま
す
。 

 

晩
年
は
、企
業
等
か
ら
制
作
を
依

頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、壁
面
を
飾

る
数
畳
ほ
ど
の
大
作
に
も
挑
ん
で

い
た
と
い
い
ま
す
。鏝
絵
を
制
作
す

る
に
は
、そ
の
根
底
に
絵
心
が
必
要

と
の
こ
と
で
し
た
。左
官
業
を
営
む

か
た
わ
ら
植
物
を
育
て
る
趣
味
を

持
っ
て
い
た
辰
巳
さ
ん
に
と
っ
て
、

植
物
を
丁
寧
に
観
察
す
る
こ
と
も

役
立
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

辰
巳
さ
ん
の
作
品
は
、
浦
賀
行
政

セ
ン
タ
ー
の
二
階
に
あ
る
展
示
ケ

ー
ス
と
当
館
（
浦
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
分
館
）
二
階
の
鏝
絵
コ
ー

ナ
ー
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
辰
巳
さ
ん
の

ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

（
芳
賀
久
雄
） 
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干
鰯
問
屋
と
廻
船
問
屋
で
栄
え
た
江
戸
時
代
の
浦
賀
に
は
、
寺
社
や
商
家
が
多

く
あ
り
、
土
蔵
造
り
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
漆
喰
壁
を
塗
る
左
官
職
人
も

多
く
い
ま
し
た
。 

♦♦♦ 浦賀奉行所は 2020年に開設 300周年を迎えます ♦♦♦ 

浦
賀
と
鏝
絵

こ

て

え 

～
浦
賀
に
息
づ
く
職
人
芸
を
探
る
～ 
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●
八
代
目
奉
行
・
久
世
広
民

く

ぜ

ひ

ろ

た

み

● 
 

 

久
世
広
民
は
元
文
二
年
（
一
七
三
七

年
）
生
ま
れ
で
、
三
七
歳
の
時
、
小
普
請

支
配
か
ら
転
出
し
、
八
代
目
の
浦
賀
奉
行

と
な
っ
た
。
久
世
奉
行
が
務
め
た
の
は
、

安
永
三
年
（
一
七
七
四
年
）
二
月
か
ら
同

四
年
十
二
月
の
間
で
、わ
ず
か
一
年
一
〇

か
月
で
あ
っ
た
。 

 

こ
こ
ま
で
の
奉
行
の
中
で
在
任
期
間

が
最
も
短
か
っ
た
の
は
五
代
目
・
興
津
忠

通
で
、
三
年
で
大
坂
町
奉
行
に
転
出
し
た

の
で
あ
っ
た
。
因
み
に
、
最
も
長
い
在
任

期
間
の
奉
行
は
、
三
代
目
・
一
色
直
賢
の

一
〇
年
と
五
か
月
が
最
長
で
、
六
代
目
・

久
永
政
温
は
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
で
あ
っ

た
。 

 

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
年
）
奉
行
所
が

伊
豆
下
田
か
ら
移
転
し
て
き
た
翌
年
、
船

の
関
所
と
し
て
の
船
番
所
が
置
か
れ
、
江

戸
へ
出
入
り
す
る
全
て
の
船
の
乗
組
員

と
荷
物
の
検
査
を
す
る
『
船
改
め
』
の
業

務
が
始
ま
っ
た
。
船
改
め
の
業
務
は
下
田

時
代
か
ら
の
も
の
で
、
廻
船
問
屋
と
呼
ば

れ
る
者
が
担
当
し
て
い
た
。浦
賀
で
業
務

を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
が
、
何
を
し

て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
て
は
混
乱
し
て
し

ま
う
し
、
下
田
の
廻
船
問
屋
の
仕
事
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
六
三

軒
の
下
田
問
屋
が
引
っ
越
し
て
き
て
、
船

改
め
業
務
の
指
導
に
あ
た
る
こ
と
と
な

っ
た
。
下
田
問
屋
、
東
浦
賀
・
西
浦
賀
の

問
屋
を
併
せ
て
三
方

さ
ん
ぽ
う

問
屋
と
呼
ば
れ
た
。 

 

当
初
は
大
き
な
問
題
も
な
く
業
務
が

と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、五
〇
年
の

時
が
過
ぎ
る
と
、
代
も
変
わ
り
、
ど
う
し

て
下
田
問
屋
が
浦
賀
で
船
改
め
を
し
て

い
る
の
か
疑
問
を
持
つ
者
が
現
れ
は
じ

め
た
。
奉
行
所
の
役
人
達
は
、
露
骨
に
ど

の
問
屋
を
応
援
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
目
に
こ
そ
見
え

な
い
が
下
田
問
屋
派
、
東
浦
賀
問
屋
派
、

西
浦
賀
問
屋
派
と
三
派
に
分
か
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
船
改
め
は
予
め

自
分
が
担
当
す
る
船
が
決
ま
っ
て
い
た

の
だ
が
、
そ
の
配
分
に
つ
い
て
も
下
田
と

東
西
浦
賀
問
屋
の
間
に
軋
轢
が
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
問
題
が
久
世
奉
行
の
時
に

表
面
化
し
た
。東
西
浦
賀
問
屋
の
言
い
分

は
、「
浦
賀
で
『
船
改
め
』
の
業
務
が
始

ま
っ
て
三
年
を
め
ど
に
、
下
田
問
屋
は
浦

賀
を
引
き
上
げ
る
約
束
に
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。こ
こ
ま
で
長
く
浦
賀
に

滞
在
す
る
と
は
約
束
違
反
で
あ
る
。ま
た
、

浦
賀
に
居
住
し
て
い
な
が
ら
、浦
賀
へ
納

税
し
て
い
な
い
の
は
何
故
か
。さ
ら
に
は

廻
船
数
も
本
来
な
ら
下
田
と
東
西
浦
賀

で
半
々
に
し
て
扱
う
の
が
筋
で
は
な
い
の

か
。
」
と
抗
議
し
、
東
西
浦
賀
廻
船
問
屋

一
同
で
奉
行
所
に
訴
状
を
提
出
し
た
。 

 

こ
れ
に
つ
い
て
、
久
世
奉
行
は
次
の
よ

う
に
裁
許
を
し
て
い
る
。 

 

ま
ず
下
田
問
屋
が
三
か
年
で
帰
国
す

る
と
い
う
約
束
を
し
た
記
録
は
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
現
状
の
ま
ま
浦

賀
で
業
務
に
あ
た
る
こ
と
は
何
ら
問
題

が
な
い
。
ま
た
、
浦
賀
へ
の
納
税
は
、
基

本
的
に
は
下
田
問
屋
は
、
浦
賀
と
い
う

旅
先
で
仕
事
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
納

税
義
務
は
発
生
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、
下

田
に
お
い
て
は
き
っ
ち
り
納
税
し
て
い
る
。

浦
賀
で
は
『
村
役
銭
』
等
、
間
口
に
か
か

る
も
の
は
九
軒
分
を
払
っ
て
い
る
し
、番

所
入
用
な
ど
も
き
ち
ん
と
払
っ
て
お
り
、

何
ら
問
題
は
な
い
。 

 

廻
船
数
に
つ
い
て
は
、下
田
問
屋
が
六

三
軒
、東
西
浦
賀
問
屋
が
合
わ
せ
て
四
二

軒
で
船
改
め
を
行
な
っ
て
お
り
、こ
の
割

合
か
ら
す
れ
ば
、
現
在
、
船
改
め
を
行
っ

て
い
る
持
ち
船
数
は
道
理
に
叶
っ
て
お

り
、
こ
れ
も
問
題
な
い
。
た
だ
、
大
型
船

の
持
ち
数
の
割
合
な
ど
が
不
合
理
で
あ

る
と
い
う
な
ら
、こ
れ
ら
の
持
ち
船
数
は
、

廻
船
問
屋
全
体
で
考
え
直
し
を
し
、皆
が

平
等
に
な
る
よ
う
に
工
夫
を
す
れ
ば
よ
い
。

と
締
め
く
っ
た
。 

久
世
奉
行
の
こ
う
し
た
裁
量
は
、後
に

勘
定
奉
行
を
務
め
、寛
政
の
改
革
に
一
役

も
二
役
も
買
う
こ
と
と
な
る
手
腕
の
表

れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

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/） 

こ
の
夏
は
稀
に
み
る
異
常
気
象
で
、
台
風

や
大
雨
の
災
害
に
み
ま
わ
れ
た
り
、
熱
中
症

で
多
く
の
方
が
救
急
搬
送
さ
れ
る
な
ど
、
痛

ま
し
い
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
こ
と
が
多
か
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
中
、
山
口
県
で
行
方
不
明
の
二
歳

男
児
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
心
か
ら
喜
ば

し
い
ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
。
発
見
し
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
男
性
は
、「
か
け
た
情
は
水
に
流
せ
、

受
け
た
恩
は
石
に
刻
め
」
と
言
い
、
ス
ー
パ

ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ら
し
く
次
の
支
援
先
に
向

か
わ
れ
ま
し
た
。
注
目
さ
れ
て
も
な
お
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
精
神
か
ら
ブ
レ
る
事
な
く
、黙
々

と
作
業
に
取
り
掛
か
る
姿
は
『
本
当
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
』
の
意
味
を
、
身
を
も
っ
て
教
え

て
く
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

見
習
う
べ
き
先
輩
が
い
る 

こ
と
に
、
と
て
も
喜
び
を
感
じ 

た
嬉
し
い
ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
。 

（
Ｋ
＊
Ｕ
） 

 

笑 話 一 題
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

小
堺 

基
和 

 
中
川 
岳
紹 

 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

奉
行
所
ス
カ
リ
ン 

浦賀コミセン分館歴史講座 

 

～ペリー来航を見た人々～ 

＜日 時＞ 平成 30年 11月７日・14 日・21 日・28 日 

毎週水曜日（全４回）13：30～15：30 

＜場 所＞ 浦賀コミュニティセンター分館 

＜参加費＞ 50 円（傷害保険料） 

＜定 員＞ 抽選 40名（全回参加できる方） 

＜講 師＞ 横須賀開国史研究会会長  

山本詔一さん 

 
締切 10月 30日（火）必着 

★申し込み方法は、広報よこすか10月号をご覧ください。 


