
 

 

 
 

                           

  

今
回
は
、
浦
賀
地
域
に
伝
承
す
る

昔
話
を
二
題
ご
紹
介
し
ま
す
。
一
つ

は
吉
井
の
「
安
房
口
神
社
」
に
、
二

つ
目
は
黒
船
が
来
航
し
た
当
時
、
乗

組
員
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
石
鹸

に
ま
つ
わ
る
話
で
す
。
い
ず
れ
も
堀

越
英
男
さ
ん
が
編
集
し
た
『
横
須
賀

む
か
し
話
』
か
ら
引
用
し
ま
し
た
。 

 

            

安
房
口

あ

わ

ぐ

ち

さ
ま  

「
吉
井
の
里
の
明
神
山
に
は
「
安

房
口
さ
ま
」
が
社
と
な
っ
て
祀
ら

れ
て
お
る
。 社

と
言
っ
て
も
社
殿
は
な
く
、

霊
石
そ
の
も
の
が
「
御
神
体
」
に

な
っ
て
い
る
古
式
の
神
社
じ
ゃ
。 昔

、
安
房
の
洲
崎
大
明
神
に
乙

姫
さ
ま
か
ら
献
じ
ら
れ
た
と
い
う

大
き
な
石
が
二
つ
あ
っ
た
そ
う
じ
ゃ
。 

こ
の
石
に
は
、
も
と
も
と
丸
い

窪
み
が
あ
っ
た
の
で
、
神
主
は
こ

の
窪
み
を
利
用
し
、
大
き
く
掘
っ

て
手
水
の
器
に
し
よ
う
と
考
え
、

石
工
に
依
頼
し
た
そ
う
な
。 石

工
が
鑿の
み

を
入
れ
よ
う
と
す
る

と
、
そ
の
途
端
大
き
な
振
動
が
起

こ
り
、
石
は
飛
び
立
っ
て
ど
こ
か

へ
消
え
て
し
ま
っ
た
そ
う
じ
ゃ
。 安

房
を
飛
び
立
っ
た
石
は
、
東

京
湾
を
越
え
、
吉
井
の
明
神
山
に

来
て
、
窪
み
を
安
房
に
向
け
て
止

ま
っ
た
そ
う
な
。 人

々
は
、
こ
の
国
を
鎮
め
る
た
め

に
、
安
房
の
国
か
ら
飛
ん
で
き
た
の

だ
と
噂
し
あ
い
、
こ
の
霊
石
を
「
安

房
口
さ
ま
」
と
呼
び
、
お
祀
り
し
た

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
。
」
（
以
下
略
）  

※
大
き
な
石
を
ご
神
体
と
し
て
祀

り
、
社
殿
の
な
い
神
社
と
し
て
知
ら

れ
る
安
房
口
神
社
に
ま
つ
わ
る
話
で

す
。
近
年
、
吉
井
町
内
会
を
中
心
と

す
る
地
域
の
有
志
に
よ
り
、
鳥
居
や

境
内
が
整
備
さ
れ
、
例
大
祭
や
新
年

の
初
詣
に
は
参
拝
客
で
賑
わ
い
を
み

せ
て
い
ま
す
。 

 

泡
を
食
っ
た
話  

「
浦
賀
に
黒
船
の
や
っ
て
来
た
と

き
の
こ
と
じ
ゃ
。 黒

船
の
乗
員
は
ひ
そ
か
に
上
陸
を

し
て
、
村
人
た
ち
と
交
友
を
も
っ
た

り
、
村
人
た
ち
も
船
に
近
付
い
て
、

結
構
恐
れ
る
こ
と
も
な
く
、
役
人
の

目
を
盗
ん
で
は
付
き
合
い
が
行
な
わ

れ
て
い
た
そ
う
じ
ゃ
。 彼

ら
は
帰
り
際
に
、
村
人
た
ち
に

お
礼
と
し
て
、
き
れ
い
な
、
と
て
も

良
い
香
り
の
す
る
物
を
置
い
て
い
っ

た
そ
う
な
。 と

こ
ろ
が
、
貰
っ
て
困
っ
た
の
は

村
人
た
ち
じ
ゃ
っ
た
。
良
い
香
り
は

す
る
も
の
の
、
何
に
使
う
も
の
か
さ

っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。 皆

で
考
え
た
あ
げ
く
、「
こ
ん
な
良

い
香
り
が
す
る
も
の
だ
か
ら
、
き
っ

と
、
お
い
し
い
物
に
ち
が
い
な
い
」

と
い
う
意
見
に
ま
と
ま
っ
た
そ
う
じ
ゃ
。 さ

っ
そ
く
隣
近
所
の
者
を
集
め
て
、

煮
て
食
べ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
ん
じ
ゃ
。
と
こ
ろ
が
、
煮
始

め
る
と
後
か
ら
後
か
ら
泡
が
浮
き
出

て
、
一
向
に
煮
え
る
気
配
が
な
い
。

勇
気
の
あ
る
何
人
か
が
そ
れ
を
食
べ

て
み
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
大
変
な
下

痢
を
し
て
し
ま
っ
て
、
村
中
が
大
騒

ぎ
に
な
っ
た
と
い
う
ん
じ
ゃ
。 恐

ら
く
、
村
人
た
ち
が
乗
員
か
ら

貰
っ
た
物
は
シ
ャ
ボ
ン
（
石
鹸
）
だ

っ
た
ん
じ
ゃ
ろ
う
。
」
（
以
下
略
） 

 

※
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
、
黒
船

が
浦
賀
沖
に
来
航
し
た
際
、
日
本
中

が
大
騒
動
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、

長
崎
で
先
端
技
術
を
学
ん
で
き
た
中

島
三
郎
助
ら
浦
賀
奉
行
所
の
役
人
が

活
躍
す
る
場
面
に
も
な
り
ま
し
た
。 

そ
う
し
た
中
で
、
黒
船
の
乗
組
員
と

村
人
と
の
交
流
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
、
珍
し
い
物
が
も
た
ら
さ
れ
た

よ
う
で
す
。
泡
の
出
る
不
思
議
な
物

体
に
、
石
鹸
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ

た
浦
賀
の
人
た
ち
は
さ
ぞ
驚
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。 

そ
し
て
、
好
奇
心
旺
盛
な
浦
賀
の

人
々
と
冷
静
な
奉
行
所
役
人
の
対
応

に
よ
り
、
大
事
に
至
る
こ
と
な
く
、

久
里
浜
で
の
国
書
交
換
の
日
を
迎
え

る
の
で
し
た
。 

  
 
 
 

◇ 

◇ 

◇ 
 

『
横
須
賀
む
か
し
話
』
は
し
が
き 
よ
り 

 

「
私
た
ち
は
、
こ
の
横
須
賀
に
住
み

な
が
ら
、
こ
の
土
地
の
歴
史
を
ほ
と

ん
ど
知
ら
な
い
。
私
自
身
、
こ
の
稿

と
向
か
い
合
っ
て
み
て
「
い
か
に
我

が
町
の
故
事
来
歴
と
い
う
も
の
に
無

関
心
で
あ
っ
た
か
思
い
知
ら
さ
れ
た
」

と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
（
中
略
） 

こ
の
稿
を
読
ま
れ
る
に
当
た
っ
て

は
、
当
時
の
人
達
が
か
く
信
じ
、
か

く
生
き
、
そ
れ
に
託
し
た
祖
先
の
願

い
に
、
し
ば
し
心
を
い
た
し
、「
郷
土

的
」
な
夢
の
一
時
を
過
ご
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
」 

          

（
芳
賀
久
雄
） 
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昔
話
と
は
、
信
仰
や
な
ら
わ
し
、
戒
め
な
ど
、
そ
の
土
地
の
風
土
や
歴
史
と
共
に

そ
の
地
域
に
深
く
根
づ
い
た
文
化
で
あ
り
、
人
々
が
歩
ん
で
き
た
証
で
も
あ
る
の

で
す
。
浦
賀
に
も
た
く
さ
ん
の
昔
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 横須賀むかし話 

     堀越 英男 編著 



 

 

 
 

●
目
付
・
松
平
ら
の 

海
防
見
分
一
件
①
● 

 
 弘化三年（一八

四
六
年
）
、
ア
メ
リ

カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
の
司
令
官
ビ
ッ
ド
ル

に
率
い
ら
れ
た
二
隻
の
大
型
軍
艦
が
浦

賀
に
姿
を
現
し
た
。
同
年
九
月
一
八
日
、

幕
府
は
、
目
付
松
平
式
部
少
輔

し
き
ぶ
し
ょ
う
ゆ
う

近
韶

ち
か
つ
ぐ

を

リ
ー
ダ
ー
に
し
た
五
〇
名
余
り
の
一
行

を
江
戸
湾
周
辺
の
海
防
見
分
を
さ
せ
る

た
め
に
派
遣
し
た
。
一
行
が
到
着
し
た

の
は
夕
刻
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。 

翌
日
、
奉
行
所
へ
出
向
い
た
近
韶
を

迎
え
た
奉
行
・
大
久
保
因
幡
守

い
ん
ば
の
か
み

忠
豊
は
、

与
力
の
中
島
清
司
ら
を
呼
び
会
談
を
行

っ
た
。 

こ
れ
よ
り
少
し
前
に
御
小
人
目
付
の

加
瀬
崎
十
郎
が
奉
行
所
を
訪
れ
、
与

力
・
中
島
清
司
と
面
談
し
、「
天
保
一
〇

年
（
一
八
三
九
年
）
正
月
に
、
鳥
居
耀

蔵
と
江
川
英
龍
が
行
っ
た
御
備
場
見
分

の
書
類
を
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、

そ
の
時
の
動
向
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
も
し
浦
賀
に
控
え
が
あ
っ

た
ら
そ
の
書
き
抜
き
を
頂
き
た
い
。
」
と

申
し
出
た
。
中
島
は
、
早
速
調
べ
て
加

瀬
崎
の
元
へ
届
け
て
い
る
。 

中
島
ら
を
加
え
た
大
久
保
奉
行
と
近

韶
の
会
談
の
中
で
、
見
分
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
作
り
を
行
な
っ
た
。
大
久
保
は
、

ま
ず
房
総
半
島
ま
で
一
望
で
き
る
灯
明

堂
の
背
後
の
山
頂
に
あ
る
平
根
山
台
場

と
海
沿
い
に
築
か
れ
た
最
新
の
鶴
崎
台

場
を
見
分
す
る
こ
と
を
提
案
。
も
し
房

総
半
島
が
見
え
な
い
場
合
は
、
船
番
所

の
武
器
庫
や
船
の
見
分
を
し
、
浦
賀
の

実
情
を
見
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始
め
る

こ
と
と
し
た
。 

九
月
二
〇
日
は
あ
い
に
く
の
天
候
で

あ
っ
た
の
で
、
武
器
庫
を
見
分
し
た
。

二
一
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
た
の
で
、
平

根
山
と
鶴
崎
台
場
を
見
分
、
こ
の
時
、

与
力
の
合
原
操
蔵
と
近
藤
改
蔵
ら
は
久

里
浜
沖
の
海
鹿

あ

し

か

島
方
向
に
向
け
て
大
筒

を
撃
っ
て
見
せ
て
い
る
。
翌
二
二
日
は
、

川
越
藩
が
警
備
す
る
観
音
崎
と
走
水
の

十
石
・
旗
山
の
台
場
見
分
の
た
め
、
近

韶
の
宿
泊
場
所
に
な
っ
て
い
た
感
応
院

（
現
・
西
叶
神
社
）
に
近
い
紺
屋
町
へ

奉
行
所
で
用
意
し
た
船
を
廻
し
、
そ
の

船
で
鴨
居
ま
で
移
動
し
た
。 

こ
の
見
分
で
幕
府
役
人
の
間
で
さ
ま

ざ
ま
な
疑
問
が
湧
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

異
国
船
渡
来
時
の
警
備
に
つ
い
て
、「
異

国
船
が
渡
来
し
た
時
、
ど
こ
ま
で
入
っ

て
来
た
ら
番
船
や
改
船
を
出
す
の
か
。
」

と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

「
ま
ず
、
番
船
と
改
船
は
同
じ
も
の
で

あ
る
。
番
船
に
使
用
し
て
い
る
押
送
船

に
中
筒
と
小
筒
を
備
え
、
船
六
艘
を
出

す
。
一
艘
ご
と
に
与
力
一
名
、
同
心
四

名
が
乗
り
、
一
番
船
に
は
通
詞
が
乗
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
天
保
一
三
年
（
一

八
四
二
年
）
の
薪
水
給
与
令
以
降
は
、

房
総
の
洲
崎
と
城
ケ
島
を
結
ぶ
ラ
イ
ン

を
「
乗
留
め
線
」
と
し
た
の
で
、
蕃
船

は
そ
の
外
ま
で
乗
り
出
し
、
ま
ず
異
国

船
に
、「
退
去
せ
よ
」
と
仏
語
で
書
か
れ

た
も
の
を
見
せ
る
。
そ
の
後
、
異
国
船

へ
乗
り
移
り
、
穏
や
か
に
来
航
の
意
図

を
聞
き
、
そ
し
て
浦
賀
沖
ま
で
来
た
ら
、

沿
岸
警
備
を
担
当
し
て
い
る
川
越
藩
と

忍
藩
の
船
も
加
わ
り
、
こ
こ
よ
り
内
海

に
入
ら
な
い
よ
う
に
警
備
を
す
る
。
異

国
船
と
の
交
渉
は
浦
賀
奉
行
所
を
中
心

に
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
答
え

た
。
こ
の
解
答
書
を
作
成
し
た
の
は
中

島
清
司
、
近
藤
改
蔵
、
合
原
操
蔵
で
、

も
ち
ろ
ん
奉
行
が
目
を
通
し
て
了
解
が

得
ら
れ
て
か
ら
、
一
行
の
も
と
に
提
示

さ
れ
た
。 
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郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

笑 話 一 題
 

〝
特
別
展
〟 

【
国
宝
】
東
寺
の
「
空
海
と
仏
像
曼
荼
羅
」 

 

日
本
に
密
教
の
教
え
を
根
付
か
せ
、
嵯
峨
天

皇
よ
り
東
寺
の
整
備
を
賜
っ
た
空
海
。
東
寺
の

講
堂
や
仏
像
の
造
営
を
通
じ
て
、
真
言
宗
の
根

本
道
場
と
し
て
基
礎
を
築
き
、
国
家
の
安
泰
な

ど
を
祈
り
ま
し
た
。
〝
曼
荼
羅

ま

ん

だ

ら

〟
と
は
、
絵
画

や
彫
刻
な
ど
を
使
っ
て
、
仏
の
教
え
を
図
示
し

た
物
で
す
。
中
で
も
彫
刻
に
つ
い
て
は
、
密
教

文
化
が
持
つ
独
特
な
雰
囲
気
や
そ
の
世
界
観

を
、
絵
画
と
比
べ
よ
り
直
観
的
に
感
じ
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。 

仏
の
教
え
を
伝
え
る
〝
真
言
密
教
〟
。
十
五

体
の
立
体
曼
荼
羅
が
表
わ
す
密
教
空
間
は
、
ま

る
で
真
言
密
教
と
い
う
、
広
い
宇
宙
空
間
の
中

に
居
る
よ
う
で
し
た
。 

（
れ
な
マ
マ
） 

  

＃分館でインスタばぇ～？＃ 
当館玄関に浦賀中学校美術部製作の

顔出しパネルがあります。 
ぜひ、写真を撮りに来て下さい！ 田

島
清
一
郎 新

田 
和
江 ～

俳
句
の
散
歩
道
～ 歴

史 
語
ら
い
座  
浦
賀
奉
行
所
編 
そ
の
八 


