
 

 

 
 

                           

  

            

浦
賀
警
察
署
の
並
び
に
、
烏
帽

子
の
よ
う
な
形
を
し
た
石
碑
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
石
碑
は
大
衆
帰
本

塚
と
い
い
、
そ
こ
に
は
、
幕
末
に

ペ
リ
ー
提
督
一
行
が
浦
賀
沖
に
現

わ
れ
た
時
に
、
最
初
に
黒
船
に
乗

り
込
ん
で
交
渉
し
た
浦
賀
奉
行
所

与
力
・
中
島
三
郎
助
に
よ
る
文
章

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
元
々
は
現

在
の
位
置
か
ら
見
て
後
方
に
あ
る

丘
の
中
腹
に
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

の
辺
り
の
宅
地
開
発
が
進
む
な
か

で
、
平
成
に
な
っ
て
か
ら
今
の
場

所
に
移
転
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

江
戸
時
代
、
浦
賀
が
湊
の
繁
栄

と
と
も
に
発
展
す
る
中
、
市
中
近

く
に
火
葬
場
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
疫

病
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
人
や
行
き

倒
れ
に
な
っ
た
人
々
の
無
縁
仏
の

墓
地
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
時
の

浦
賀
奉
行
・
大
久
保
土
佐
守
よ
り

こ
れ
ら
を
市
中
か
ら
離
れ
た
適
地

に
移
転
さ
せ
、
一
カ
所
に
集
め
て

手
厚
く
改
葬
す
る
旨
、
言
い
渡
さ

れ
ま
し
た
。
建
立
に
は
浦
賀
奉
行

所
の
大
工
棟
梁
で
あ
る
川
島
平
吉

が
あ
た
り
、
元
治
元
年
（
一
八
六

四
年
）
に
竣
工
し
ま
し
た
。
川
島

の
依
頼
を
受
け
て
中
島
三
郎
助
が

筆
を
執
っ
た
碑
文
に
は
、
碑
が
つ

く
ら
れ
た
経
緯
と
と
も
に
、
亡
き

人
々
を
千
年
の
後
ま
で
も
供
養
し

よ
う
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

「
大
衆
帰
本
」
の
「
大
衆
」
は
、

「
た
い
し
ゅ
う
」
ま
た
は
「
だ
い

し
ゅ
」
と
読
み
ま
す
。
仏
教
用
語

と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
「
だ
い

し
ゅ
」
が
正
し
い
よ
う
で
す
。
そ

の
意
味
は
、
一
切
衆
生
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
を
指
し
ま
す
。
ま

た
、「
帰
本
」
と
は
、
も
と
の
も
の

に
戻
る
、
迷
い
の
世
界
を
脱
し
て

本
来
あ
る
べ
き
も
の
に
戻
る
と
い

っ
た
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

石
の
材
質
は
、
箱
根
産
の
根
府

川
石
と
さ
れ
、
中
島
の
筆
跡
が
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

碑
の
文
章
は
奈
良
・
平
安
朝
の

古
文
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
万
葉

仮
名
が
折
り
込
ま
れ
た
擬
古
文
体

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、

碑
文
に「
ち
か
く
盤
薪
こ
流
老
翁
」

と
あ
る
の
は
「
近
く
は
薪
樵
る
老

翁
」
と
、
現
代
風
の
書
き
方
に
改

め
て
か
ら
意
味
を
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
の
上
、
流
れ
る
よ
う

に
達
筆
な
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て

い
る
た
め
、
石
碑
を
前
に
し
た
現

代
人
が
読
み
取
る
の
は
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
わ
蘿
者
裳

由
紀
か
ふ
道
農
堂
よ
里
安
し
き
」

→
「
童
も
行
き
交
う
道
の
便
り
悪

し
き
」と
い
う
よ
う
に
難
解
で
す
。

そ
こ
で
、
全
文
の
現
代
語
訳
を
ご

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 

◇ 
 

◇ 
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『
こ
の
辺
り
の
昔
の
様
子
を
想

像
す
る
と
、
沢
の
ほ
と
り
に
田
圃
が

あ
り
、
葦
ガ
ニ
な
ど
も
住
ん
で
い
た

の
で
、
蟹
田

か
に
た

と
呼
び
始
め
た
の
で
あ

ろ
う
。
最
近
で
は
、

薪
た
き
ぎ

を
切
る
老

翁
や
牛
を
飼
う
子
供
が
通
行
す
る

程
度
の
道
で
、
不
便
な
傾
斜
の
あ
る

山
か
げ
の
荒
れ
果
て
た
野
原
な
の
で
、

陽
が
昇
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
草
葉
な

ど
に
た
ま
る
朝
の
露
や
、
し
ば
ら
く

す
る
と
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
夕

べ
の
煙
の
よ
う
に
儚
い
人
々
の
葬
り

の
跡
を
訪
れ
る
人
で
も
な
け
れ
ば
、

分
け
入
っ
て
行
く
こ
と
も
な
い
草
む

ら
に
な
っ
て
い
る
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
が
、
天

皇
の
治
世
が
だ
ん
だ
ん
栄
え
て
ゆ
く

の
に
伴
っ
て
、
湊
の
賑
わ
い
も
ま
す

ま
す
盛
ん
に
な
り
、
野
に
も
山
に
も

家
々
が
立
ち
こ
み
、
往
来
も
狭
く
な

っ
た
の
で
、
か
の
、
火
葬
の
た
め
に

立
ち
の
ぼ
る
煙
の
末
が
、
町
中
に
横

に
薄
く
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
は

皆
、
気
分
が
晴
れ
ず
、
う
っ
と
う
し

く
思
い
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
が
、
こ

の
浦
賀
の
湊
全
体
の
こ
と
を
支
配

し
て
い
る
大
久
保
土
佐
守
忠
董

た
だ
し
げ

朝

臣
（
浦
賀
奉
行
）
の
非
常
に
素
晴
ら

し
い
決
心
に
よ
り
「
そ
の
墓
地
を
も

火
葬
場
を
も
、
は
る
か
に
離
れ
た
山

辺
に
移
転
さ
せ
、
そ
の
ま
ま
朽
ち
な

い
で
残
っ
て
い
る
古
い
亡
骸

な
き
が
ら

を
す

べ
て
一
ヶ
所
に
集
め
て
埋
葬
し
、
大

衆
帰
本
の
塚
と
呼
ぶ
よ
う
に
し
、
そ

の
記
録
を
も
残
す
よ
う
に
。」
と
定

め
ら
れ
た
の
で
、
浦
人
全
て
が
重
ん

じ
た
が
、
そ
の
中
に
川
島
平
吉
と
い

う
者
が
、
と
り
わ
け
、
こ
の
定
め
を

謹
ん
で
承
り
、
そ
の
経
過
・
理
由
を
、

ま
た
、
石
碑
を
十
分
吟
味
選
定
し
、

千
年
の
後
に
も
忘
れ
さ
せ
な
い
よ
う

に
さ
せ
、
さ
ら
に
、
何
本
か
の
桜
の

木
を
植
え
添
え
て
、
昔
の
人
の
魂
を

も
慰
め
た
い
と
い
う
、
立
派
で
大
層

嬉
し
い
心
配
り
で
あ
り
、
何
と
心
強

く
ま
じ
め
な
心
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
浦

賀
の
湊
に
役
所
が
建
て
ら
れ
、
そ
こ

に
仕
え
て
い
る
中
島
三
郎
助
永
胤

で
あ
る
。』（
湯
田
明
氏
・
現
代
文
訳
） 

 

（
芳
賀
久
雄
） 
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江
戸
時
代
の
西
浦
賀
は
、
奉
行
所
を
中
心
に
町
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
当
時
、

大
衆
帰
本
塚
が
建
て
ら
れ
て
い
た
浦
賀
警
察
署
の
辺
り
は
町
外
れ
で
、
沼
地

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
蟹
田
川
が
流
れ
、
一
部
は
荒
れ
地
で
あ
っ
た
。 

大衆帰本塚の碑 

大
衆
帰
本
塚
の
碑 

★
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文
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大
衆
帰
本
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●
奉
行
の
交
代
● 

 
 

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）、
ア
メ
リ
カ

東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
ジ
ェ
ー
ム
ス
・

ビ
ッ
ド
ル
が
二
隻
の
軍
艦
を
率
い
て
浦
賀

に
来
航
し
た
こ
と
で
、
江
戸
湾
警
備
の
見

直
し
が
計
ら
れ
た
。
そ
の
見
直
し
の
一
環

で
、
二
人
の
浦
賀
奉
行
が
相
次
い
で
交
代

を
し
た
。（
当
時
、浦
賀
奉
行
は
二
人
体
制
） 

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
年
）
二
月
、
一

柳
直
方
に
代
わ
っ
て
日
光
奉
行
で
あ
っ
た

戸
田
氏
栄
が
着
任
し
た
。
戸
田
が
日
光
奉

行
で
あ
っ
た
期
間
は
わ
ず
か
十
五
日
余
。

一
柳
は
戸
田
の
後
任
と
し
て
日
光
奉
行
に

な
っ
て
い
る
。
両
者
は
入
れ
替
え
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
浦
賀

奉
行
の
地
位
は
上
昇
し
て
お
り
、
遠
国
奉

行
の
序
列
か
ら
み
る
と
、
一
柳
は
ど
う
み

て
も
左
遷
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

着
任
し
た
時
、
戸
田
氏
栄
は
四
七
歳
、

氏
栄
と
書
い
て
「
う
じ
ひ
で
」
と
呼
ん
で

い
た
。
戸
田
を
浦
賀
奉
行
に
抜
擢
し
た
の

は
、
老
中
・
阿
部
正
弘
で
あ
っ
た
。
そ
の

背
景
に
は
、
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
来
航
後
、
浦

賀
奉
行
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
、

江
戸
湾
警
備
に
は
軍
艦
が
欠
か
せ
な
い
こ

と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
実
現
に
向
け

て
戸
田
を
浦
賀
奉
行
に
据
え
た
も
の
と
思

え
る
。
と
い
う
の
は
、
戸
田
の
父
・
氏
友

が
長
崎
奉
行
時
代
に
西
洋
式
の
船
の
図
面

を
手
に
入
れ
て
お
り
、
こ
の
図
面
か
ら
軍

艦
建
造
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
、

と
の
思
惑
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
事
実
、
嘉

永
二
年
（
一
八
四
九
年
）
に
浦
賀
で
、
小

型
で
は
あ
る
が
、
大
筒
も
搭
載
で
き
る
洋

式
船
「
蒼
隼

そ
う
し
ゅ
ん

丸
」
が
完
成
し
て
い
る
。 

戸
田
奉
行
は
、
浦
賀
の
住
民
た
ち
に
も

受
け
が
よ
く
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
年
）

二
月
、
三
度
目
の
在
地
（
浦
賀
）
で
の
勤

務
が
終
わ
り
江
戸
へ
戻
ろ
う
と
す
る
と
、

東
西
浦
賀
の
住
民
か
ら
、
転
任
反
対
運
動

が
お
こ
り
、「
戸
田
奉
行
が
浦
賀
に
残
っ
て

下
さ
る
の
な
ら
、
非
常
時
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
他
の
御
用
も
身
命
の
限
り
お
仕
え
し

ま
す
。
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
戸
田
は
、

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
年
）
六
月
ま
で
浦

賀
奉
行
を
努
め
た
。 

二
人
目
の
交
代
は
、
戸
田
が
着
任
し
て

わ
ず
か
三
カ
月
後
の
五
月
、
大
久
保
忠
豊

に
代
わ
り
浅
野
長
祚
（
な
が
よ
し
）
が
着

任
し
た
。
浅
野
は
、
当
時
三
十
才
で
、
五

二
代
続
い
た
浦
賀
奉
行
の
中
で
最
年
少
で

あ
っ
た
。 

浅
野
は
、
浦
賀
奉
行
に
就
任
す
る
と
す

ぐ
に
、
台
場
の
増
築
と
大
筒
を
洋
式
化
す

る
こ
と
と
、
奉
行
所
の
各
役
職
の
増
員
と

増
給
を
望
む
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
年
番
で
浦
賀
奉
行
所
に
勤
務
し
て

い
る
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
中
で
、
特
に
、
堀

達
之
助
を
高
く
評
価
し
、
洋
語
辞
典
を
浦

賀
に
備
え
付
け
、
堀
の
勤
務
延
長
を
幕
府

に
訴
え
た
。
し
か
し
こ
れ
は
却
下
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
を
持
っ
て
い

た
浅
野
は
、
浦
賀
に
在
勤
中
、
江
戸
湾
警

備
に
つ
い
て
い
た
三
浦
・
房
総
の
四
藩
（
川

越
・
彦
根
・
忍
・
会
津
）
の
実
状
を
視
察

し
て
、
台
場
が
旧
式
で
あ
る
こ
と
を
問
題

視
し
、
火
器
・
砲
術
の
早
急
な
洋
式
化
を

提
言
し
た
。 

二
人
の
奉
行
の
関
係
は
決
し
て
良
好
と

は
言
え
な
か
っ
た
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五

二
年
）
閏
二
月
、
浅
野
奉
行
が
突
然
辞
表

を
提
出
し
、
浦
賀
奉
行
を
辞
任
し
て
し
ま

っ
た
。（
歴
代
の
浦
賀
奉
行
の
中
で
辞
任
を

し
た
の
は
、
浅
野
た
だ
一
人
）
そ
の
浅
野

が
書
い
た
手
紙
に
、「
さ
て
さ
て
と
ん
だ
同

役
を
と
り
、
誠
に
誠
に
め
い
わ
く
至
極
」

と
戸
田
を
酷
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
不

協
和
音
が
感
じ
ら
れ
る
。 

ま
た
、
浅
野
に
は
書
画
の
鑑
定
と
い
う

特
技
が
あ
り
、
さ
ら
に
書
は
な
か
な
か
の

腕
前
で
あ
っ
た
。
西
叶
神
社
に
は
、
浅
野

が
記
し
た
由
緒
を
認
め
た
額
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。 
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【企画展示】 

１月 25 日（土）～2 月 2 日（日） 

10：00～17：00   

【基調講演】 

１月 25 日（土）13：00～14：30 

【ギャラリートーク】 

期間中の金、土、日 11：00～12：00 

 

歴
史 

語
ら
い
座

石
渡
絹
子 

高
麗
淳
子 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

笑 話 一 題
 

私
は
横
須
賀
に
移
り
住
ん
で
三
十
年
弱
に

な
り
ま
す
。
海
が
好
き
、
釣
り
が
好
き
と
い
う

理
由
で
あ
っ
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
す
。 

最
近
耳
に
し
た
環
境
問
題
で
海
洋
汚
染
、
特

に
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ご
み
に
関
し
て
、
こ
の
ま

ま
対
策
が
進
ま
な
け
れ
ば
三
十
年
後
に
は
ゴ
ミ

の
量
が
海
の
魚
の
量
を
超
え
る
と
い
う
恐
ろ
し

い
予
測
も
あ
り
ま
す
。 

そ
も
そ
も
自
然
界
に
は
廃
棄
物
も
汚
染
も
あ

り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
は
人
間
が
行
っ
て
き
た
こ

と
の
悪
い
面
が
表
面
化
し
て
き
た
結
果
で
す
。 

買
い
物
の
レ
ジ
袋
の
有
料
化
や
廃
止
、
プ
ラ

の
ス
ト
ロ
ー
を
減
ら
し
て
い
く
こ
と
な
ど
が
世

界
的
に
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
。 

先
日
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
十
六
才
の
少
女

が
国
連
の
サ
ミ
ッ
ト
で
気
候
変
動
に
関
し
て
の

演
説
を
し
、訴
え
て
い
た
の
は
衝
撃
的
で
し
た
。 

私
た
ち
も
他
人
事
と
考
え
ず
に

で
き
る
こ
と
は
小
さ
な
事
で
も

多
く
の
人
で
行
動
し
て
、
す
ぐ

そ
こ
に
あ
る
横
須
賀
の
海
を
守

っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。 
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