
 

 

 
 

                           

 

 

     
 

         

浦
賀
に
も
お
城
が
あ
っ
た
、
と

い
う
と
不
思
議
な
感
じ
が
し
ま
す
。

い
っ
た
い
ど
こ
に
？
誰
が
？
何
の
た

め
に
？
と
考
え
る
方
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
今
回

は
、
浦
賀
城
に
つ
い
て
お
話
し
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

「
お
城
」
と
い
え
ば
、
小
田
原
城

や
大
坂
城
の
よ
う
に
天
守
閣
を
も
ち
、

高
く
そ
び
え
た
つ
建
物
を
想
像
し
ま

す
。
こ
う
し
た
構
造
を
も
っ
た
お
城

は
、
比
較
的
新
し
い
時
代
に
な
っ
て

か
ら
築
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

新
し
い
と
は
い
え
、
今
か
ら
四
五
〇

年
も
前
の
戦
国
時
代
の
こ
と
で
す
か

ら
新
し
い
と
は
い
え
な
い
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が･

･
･

。 

も
と
も
と
お
城
と
い
う
の
は
、
山

そ
の
も
の
の
も
つ
自
然
の
地
形
と
、

そ
の
周
り
を
流
れ
る
川
を
お
堀
と
し

て
利
用
し
た
砦

と
り
で

の
こ
と
を
指
し
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
柵さ

く

と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
り
、
古
代
か
ら
戦
国
時
代

に
か
け
て
築
か
れ
た
お
城
は
、
そ
の

多
く
が
山
城

や
ま
じ
ろ

と
呼
ば
れ
る
形
を
と
っ

て
い
ま
し
た
。
横
須
賀
市
内
に
も
、

衣
笠
城
や
佐
原
城
、
太
田
和
城
な
ど

の
山
城
が
あ
り
ま
し
た
。
平
安
時
代

に
は
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

現
在
も
そ
の
面
影
を
偲
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

 
 
 
 
 

◇ 

◇ 

◇ 
 

さ
て
、今
回
の
テ
ー
マ「
浦
賀
城
」

に
つ
い
て
見
て
行
き
ま
し
ょ
う
。 

小
高
い
自
然
林
の
丘
に
東
叶
神
社

が
あ
り
ま
す
。
社
務
所
の
奥
に
咸
臨

丸
で
の
太
平
洋
横
断
を
前
に
し
て
勝

海
舟
が
航
海
の
無
事
を
祈
り
断
食
を

し
た
と
い
わ
れ
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
社
殿
の
背
後
に
築
か
れ
た

二
百
五
十
段
ほ
ど
の
階
段
を
頂
上
ま

で
登
り
切
る
と
、目
の
前
に
浦
賀
湾
、

そ
の
向
こ
う
に
房
総
半
島
を
見
渡
す

こ
と
が
で
き
る
ひ
ら
け
た
場
所
に
出

ま
す
。こ
の
平
ら
な
所
に「
浦
賀
城
」

の
本
丸
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
あ
た

り
の
丘
（
明
神
山
）
を
含
む
一
帯
を

「
浦
賀
城
」
と
呼
び
ま
す
。 

城
を
築
い
た
の
は
、
一
五
世
紀
後

半
の
戦
国
時
代
に
、
小
田
原
を
本
拠

地
と
し
て
関
東
地
方
を
治
め
た
北
条

氏
三
代
目
当
主
・
氏
康
の
時
代
で
し 

 た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
北
条
氏
と
い

う
の
は
、
元
来
は
伊
勢
氏
を
名
乗
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代

に
執
権
（
将
軍
の
補
佐
役
）
と
し
て

幕
府
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
北
条

氏
と
区
別
し
て
「
後
北
条
氏
」
と
呼

ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

室
町
幕
府
が
衰
退
し
、
全
国
に
戦

国
大
名
が
現
れ
、
日
本
中
が
混
乱
の

時
代
を
迎
え
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に

北
条
氏
の
祖
で
あ
る
北
条
早
雲
こ
と

伊
勢
盛
時
の
食
指
が
関
東
一
円
に
ま

で
及
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
三
浦
半
島

に
も
そ
の
影
響
が
現
れ
て
き
ま
す
。

油
壺
に
近
い
新
井
城
を
拠
点
に
立
て

こ
も
っ
て
い
た
三
浦
道
寸
義
同

よ
し
あ
つ

の
一

族
も
、
北
条
氏
の
度
重
な
る
攻
撃
に

力
尽
き
、
永
正
一
三
年
（
一
五
一
六

年
）
七
月
、
つ
い
に
陥
落
し
、
三
浦

半
島
全
域
が
北
条
氏
の
支
配
下
に
お

か
れ
ま
す
。 

一
方
、
一
六
世
紀
後
半
に
な
る
と

南
房
総
で
勢
力
を
張
っ
て
い
た
里
見

氏
は
、
領
土
拡
大
の
た
め
、
水
軍
の

基
地
と
な
る
良
港
を
求
め
て
鎌
倉
や

三
崎
に
軍
船
を
送
り
込
み
、
幾
度
と

な
く
三
浦
半
島
を
攻
め
て
き
ま
し
た
。

た
び
た
び
北
条
領
を
襲
う
里
見
氏
の

動
向
を
監
視
し
、
い
ざ
と
い
う
時
に

備
え
、
軍
船
を
繋
い
で
お
く
た
め
に

設
け
ら
れ
た
の
が
「
浦
賀
城
」
で
し

た
。
し
か
し
、
浦
賀
城
が
実
際
に
築

城
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
の
記
録
は

な
く
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
年
）

頃
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

永
禄
六
年（
一
五
六
三
年
）に
は
、

四
代
目
当
主
・
氏
政
が
率
い
る
一
万 

 騎
も
の
北
条
軍
が
里
見
氏
の
和
田
城

（
富
津
）
を
攻
撃
す
る
た
め
に
、
浦

賀
の
港
を
出
発
し
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
北
条
軍
を
率
い
て
い
た
の
は
、

「
浦
賀
定

じ
ょ
う

海
賊
」
と
呼
ば
れ
、
北
条

氏
か
ら
漁
船
頭
と
い
う
肩
書
を
授
か

っ
た
東
浦
賀
の
漁
師
を
中
心
と
し
た

人
た
ち
で
し
た
。 

北
条
氏
と
里
見
氏
と
の
度
重
な
る

合
戦
は
、
両
氏
の
和
睦
が
成
立
し
た

天
正
五
年
（
一
五
七
七
年
）
ま
で
続

き
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
一
五
世
紀
半
ば
か
ら

一
六
世
紀
に
か
け
て
全
国
に
吹
き
荒

れ
た
群
雄
割
拠
の
混
乱
も
、
一
六
世

紀
の
後
半
か
ら
織
田
信
長
、
豊
臣
秀

吉
の
登
場
に
よ
り
天
下
統
一
事
業
の

完
成
期
を
迎
え
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

早
雲
か
ら
氏
直
ま
で
、
五
代
に
渡
り

関
東
一
円
に
栄
華
を
誇
っ
て
い
た
北

条
氏
も
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇

年
）
の
い
わ
ゆ
る
小
田
原
攻
め
に
よ

り
時
代
の
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。 

 

◇ 

◇ 

◇ 
 

浦
賀
の
燈
明
崎
で
は
、
北
条
・
里

見
両
氏
の
合
戦
で
犠
牲
に
な
っ
た

人
々
の
も
の
と
さ
れ
る
多
数
の
遺
骨

が
発
見
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の

記
録
は
、
燈
明
崎
に
あ
る
供
養
塔
の

ひ
と
つ
で
あ
る
「
千
代
岬
瘞え

い

骨
志
の

碑
」
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

（
芳
賀
久
雄
） 

 

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 

 

浦賀文化 
 

平成 31年（2019年）４月 1日 

第 57 号 

 Email:uragabunka@yahoo.co.jp 

対岸より東叶神社、明神山を望む 

♦♦♦ 浦賀奉行所は 2020年に開設 300周年を迎えます ♦♦♦ 

★
参
考
文
献 

 

・
新
横
須
賀
市
史
（
通
史
編
）
中
世 

 
 

横
須
賀
市 

 

・
横
須
賀
む
か
し
話 

 
 
 
 

 
 
 

 

堀
越
英
男 

浦 

賀 

城 
 

東
浦
賀
の
叶
神
社
が
あ
る
明
神
山
一
帯
は
、
県
内
で
も
有
数
の
鎮
守
の
森
と
し
て
、

県
の
自
然
林
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
明
神
山
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代 

に
か
け
て
、
た
び
た
び
歴
史
の
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。 
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史
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●
浦
賀
奉
行
所
の
警
備
船
● 

 

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）
閏
五
月

二
七
日
、
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司

令
官
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ビ
ッ
ド
ル
に
率
い

ら
れ
た
二
隻
の
軍
艦
が
浦
賀
沖
に
来

航
し
た
。
こ
の
驚
異
は
、
そ
れ
ま
で
の

異
国
船
の
概
念
を
す
べ
て
覆
す
ほ
ど
大

き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
江
戸

幕
府
が
、
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
が
帰
航
す
る

と
す
ぐ
に
江
戸
湾
周
辺
の
海
防
状
況

の
視
察
を
海
防
掛
目
付
の
松
平
近
韶

ち
か
つ
ぐ

に
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。 

同
年
九
月
一
八
日
夕
方
、
近
韶
率
い

る
視
察
団
一
行
四
四
名
が
浦
賀
へ
到

着
し
た
。
近
韶
は
感
応
院
（
現
・
西
叶

神
社
）
を
本
陣
と
し
、
翌
一
九
日
に
は

奉
行
所
へ
出
向
き
、
奉
行
の
大
久
保
忠

豊
に
面
会
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
平
根

山
や
鶴
崎
の
台
場
、
川
越
藩
が
警
備
す

る
走
水
の
旗
山
崎
や
十
石
崎
、
さ
ら
に

は
猿
島
に
も
足
を
延
ば
し
、
大
筒
の
数

な
ど
細
か
に
視
察
を
お
こ
な
っ
た
。
こ

の
視
察
の
記
録
が
あ
る『
臼
井
家
文
書
』

に
は
、
浦
賀
奉
行
所
に
配
備
さ
れ
て
い

る
警
備
船
に
つ
い
て
も
細
か
に
記
さ
れ

て
い
る
。 

浦
賀
奉
行
所
の
役
人
た
ち
は
、
船
を

漕
ぐ
こ
と
が
出
来
る
こ
と
は
必
須
条
件

と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
配 

 

備
さ
れ
て
い
た
警
備
船
の
記
録
は
少
な

い
の
で
、
全
容
を
知
る
こ
と
が
出
来
る

こ
の
記
録
は
、
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ

る
。 

 

【
下
田
丸
】 

長
さ
五
丈
八
尺
（
約
17
・
５
ｍ
） 

幅 

一
丈
三
尺
一
寸
五
分
（
約
４
ｍ
） 

深
さ
四
尺
六
寸(

約
１
・
４
ｍ) 

三
二
挺
櫓
（
32
人
で
漕
ぐ
） 

 【
長
津
呂
丸
】 

長
さ
五
丈
三
尺
五
寸
（
16
・
２
ｍ
） 

幅 

一
丈
二
尺
（
約
３
・
６
ｍ
） 

深
さ
四
尺
五
寸
五
分 (

１
・
37
ｍ) 

三
〇
挺
櫓 

 【
日
吉
丸
】 

長
さ
五
丈
（
約
15
ｍ
） 

幅 

一
丈
一
尺
六
寸
（
約
３
・
５
ｍ
） 

深
さ
四
尺
二
寸
五
分
（
１
・
28
ｍ) 

 

二
八
挺
櫓 

 【
千
里
丸
】 

長
さ
四
丈
一
尺
五
寸(

約

12
・
５
ｍ) 

幅 

九
尺
三
寸
五
分(

約
２
・
８
ｍ) 

深
さ
三
尺
一
寸
（
0
・
94
ｍ
） 

一
六
挺
櫓 

 

こ
の
四
艘
の
警
備
船
の
他
に
、

押
送
船

お
し
ょ
く
り
せ
ん

と
し
て
小
嵐
丸

こ
あ
ら
し
ま
る

、
明
星
丸

み
ょ
う
じ
ょ
う
ま
る

、

細
矢

ほ

そ

や

丸
、
白
駒
丸

し
ら
こ
ま
ま
る

、
飛
燕
丸

ひ

え

ん

ま

る

、
小
緑
丸

こ
み
ど
り
ま
る

の
六
艘
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
三
崎
の 

 

役
宅
（
出
張
所
）
に
八
十
嶋
丸

や

そ

し

ま

ま

る

が
配
備

さ
れ
て
い
た
。
押
送
船
は
八
挺
櫓
で
、

本
来
は
鮮
魚
を
江
戸
へ
運
ぶ
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い
た
船
で
あ
っ
た
が
、
波
切

り
の
い
い
高
速
艇
で
あ
っ
た
の
で
、
浦

賀
奉
行
所
で
も
警
備
船
と
し
て
配
備

さ
れ
て
い
た
。
後
に
黒
船
に
乗
っ
て
や

っ
て
く
る
ペ
リ
ー
提
督
も
、
自
国
の
カ

ッ
タ
ー
よ
り
も
押
送
船
の
性
能
の
方
が

良
い
と
褒
め
て
い
る
。 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
船
を
実
際
に
動

か
す
役
に
つ
い
て
い
る
村
は
、
野
比
、

佐
原
、
久
里
浜
、
森
崎
、
八
幡
、
長
沢
、

内
川
新
田
、
鴨
居
、
走
水
、
大
津
、
公

郷
、
深
田
、
逸
見
、
田
浦
、
長
浦
、
横

須
賀
、
浦
郷
の
一
七
ヶ
村
で
あ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
、
現
在
の
横
須
賀
市
の
東
京

湾
側
の
海
岸
線
に
あ
る
村
は
、
す
べ
て

奉
行
所
の
手
伝
い
に
登
録
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。 

私
が
忘
れ
ら
れ
な
い
船
は
日
本
丸
で
す
。 

幼
い
頃
、
浦
賀
に
は
地
味
な
色
の
船
が
沢
山

行
き
来
し
て
い
ま
し
た
。
造
船
所
は
養
生
に
覆

わ
れ
て
、
見
上
げ
れ
ば
せ
わ
し
な
く
ク
レ
ー
ン

が
動
い
て
い
る
、
鈍
い
鉛
色
に
見
え
た
浦
賀
の

風
景
と
地
味
な
色
の
船
は
と
て
も
気
味
が
悪
く
、

好
き
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

で
も
、
日
本
丸
は
違
っ
た
の
で
す
。
私
が
見

上
げ
た
そ
の
日
の
浦
賀
に
は
、
青
空
に
キ
ラ
キ

ラ
輝
き
、
船
体
は
白
く
、
マ
ス
ト
の
帆
は
風
に

は
た
め
き
、
船
首
に
は
美
し
い
藍

青

ら
ん
じ
ょ
う

（
女
神

像
）
、
歓
声
と
色
と
り
ど
り
の
紙
テ
ー
プ
が
舞

う
中
、
浦
賀
か
ら
海
に
出
て
い
く
二
代
目
日
本

丸
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
と
て
も
華
や
か
で
、

ま
る
で
外
国
の
お
祭
り
の
よ
う
な
風
景
で
す
。 

日
本
丸
の
白
く
美
し
い
船
体
は
、
ほ
ぼ
木
で

で
き
て
い
ま
す
。
通
常
の
船
と
は
違
い
、
腕
の

よ
い
造
船
所
で
し
か
つ
く
れ
な
い
、
設
計
か
ら

製
作
ま
で
全
て
日
本
国
内
で
お
こ
な
わ
れ
た
初

の
大
型
帆
船
で
し
た
。
群
青
の
海
に
絵
画
の
ご

と
く
、
藍
青
に
導
か
れ
、
白
い
船
体
が
浦
賀
か

ら
東
京
湾
へ･

･
･

。
私
は
す
っ
か
り
見
惚
れ
て

し
ま
い
、見
え
な
く
な
る
ま
で
見
送
り
ま
し
た
。

色
々
な
船
を
見
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ

ん
な
に
美
し
い
船
は
未
だ
に
見
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。 

浦
賀
と
い
え
ば
黒
船
と
い
う
人
が
大
半
で
し

ょ
う
が
、
私
に
と
っ
て
浦
賀
は
白
い
日
本
丸
の

イ
メ
ー
ジ
な
の
で
す
。 

 

（
ゆ
き
ち
ゃ
ん
） 

    

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/） 

田
島 

耕
史 

 
雅
楽
川
弘
志 

 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

歴
史 

語
ら
い
座  

浦
賀
奉
行
所
編 

そ
の
七 

笑 話 一 題
 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 


