
 

 

 
 

                           

  

           
  

令
和
六
年
（
二
〇
二
四
年
）
か

ら
発
行
さ
れ
る
新
一
万
円
札
の
肖

像
に
な
る
渋
沢
栄
一
は
、
数
多
く

の
企
業
や
金
融
機
関
・
学
校
な
ど

の
設
立
・
運
営
に
携
わ
り
、
日
本

に
お
け
る
資
本
主
義
の
父
と
も
呼

ば
れ
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
お
札
の

肖
像
候
補
に
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
今
回
は
、
こ
の
、
渋
沢
栄
一

が
私
た
ち
の
暮
ら
す
浦
賀
と
ど
の

よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
、
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

西
浦
賀
の
マ
リ
ン
リ
ゾ
ー
ト
に

接
し
て
、
今
は
使
わ
れ
な
く
な
っ

た
レ
ン
ガ
積
み
の
ド
ッ
ク
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
は
、
明
治
時
代
に
、

東
京
に
本
部
を
置
く
石
川
島
造
船

所
に
よ
り
建
造
さ
れ
た
も
の
で
す
。

東
京
の
石
川
島
の
地
は
大
型
船
舶

の
建
造
修
理
に
不
便
な
た
め
、
取

締
役
会
長
を
務
め
て
い
た
渋
沢
の

提
案
に
よ
り
東
京
湾
の
入
口
で
あ

る
西
浦
賀
（
川
間
館
浦

や
か
た
う
ら

）
に
分
工

場
と
し
て
造
船
所
の
建
設
が
計
画

さ
れ
ま
し
た
。（
以
下
川
間
ド
ッ
ク
） 

す
で
に
会
社
と
し
て
登
記
を
済

ま
せ
て
い
た
浦
賀
船
渠
は
、
競
合

す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
両
社
の
合

併
を
試
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
調

整
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
浦
賀
船
渠

よ
り
一
年
余
り
早
い
明
治
三
一
年
、

川
間
ド
ッ
ク
の
営
業
が
開
始
さ
れ

ま
す
。
案
の
定
、
お
互
い
の
受
注

合
戦
は
収
ま
る
こ
と
が
な
く
、
経

営
難
に
陥
り
ま
す
。
再
三
再
四
の

交
渉
の
末
、
渋
沢
に
よ
る
助
言
と

買
収
資
金
の
調
達
へ
の
助
力
に
よ

っ
て
円
満
な
合
併
が
成
立
し
川
間

ド
ッ
ク
は
浦
賀
船
渠
に
譲
渡
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。そ
の
後
も
、

明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て

浦
賀
船
渠
の
相
談
役
に
就
任
し
た

渋
沢
は
、
浦
賀
船
渠
の
経
営
不
振

を
立
て
直
す
た
め
に
東
奔
西
走
し

ま
し
た
。 

住
友
重
機
械
工
業
が
出
版
し
た

社
史
『
浦
賀
・
追
浜
百
年
の
航
跡
』

に
よ
る
と
、「
か
く
し
て
当
社
創
業

試
練
時
代
に
当
代
有
数
の
実
業
家

で
あ
る
渋
沢
栄
一
・
浅
野
総
一
郎

両
氏
が
当
社
再
建
の
た
め
に
尽
力

し
た
事
は
銘
記
す
べ
き
事
で
あ
る
」

と
述
べ
、
渋
沢
の
功
績
を
称
え
て

い
ま
す
。 ◇ 

 

◇ 
 

◇ 

渋
沢
栄
一
は
、
江
戸
時
代
の
末

期
で
あ
る
天
保
十
一
年
（
一
八
四

〇
年
）
に
武
蔵
国
血
洗
島

ち
あ
ら
い
じ
ま

村
、
現

在
の
埼
玉
県
深
谷
市
で
富
裕
な
農

家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
血
洗
島
と

い
う
恐
ろ
し
げ
な
地
名
で
す
が
、

い
く
つ
か
の
伝
説
や
言
い
伝
え
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
一
つ
に
、

赤
城
山
の
霊
（
ム
カ
デ
）
が
日
光

山
の
霊
（
オ
ロ
チ
）
と
戦
場
ヶ
原

で
戦
い
、
片
腕
を
取
ら
れ
て
、
そ

の
傷
口
を
こ
の
地
で
洗
っ
た
こ
と

か
ら
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

渋
沢
は
二
十
四
歳
で
村
を
出
て
か

ら
他
郷
で
活
躍
し
て
い
る
時
に
、

た
び
た
び
地
名
の
由
来
を
尋
ね
ら

れ
た
そ
う
で
す
。 

さ
て
、
幼
少
期
か
ら
読
書
や
漢

籍
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
育
ち
、

剣
術
も
身
に
付
け
る
う
ち
に
、
幕

府
を
倒
し
天
皇
中
心
の
国
家
を
つ

く
る
思
想
（
尊
王
攘
夷
）
に
目
覚

め
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
近

親
者
か
ら
の
説
得
に
よ
り
、
一
転

し
て
一
橋
家
（
十
五
代
将
軍
徳
川

慶
喜
）
に
仕
え
る
こ
と
と
な
り
、

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）、
幕
臣

と
し
て
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
万
国

博
覧
会
に
派
遣
さ
れ
ま
す
。
こ
の

当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、
渋
沢
は

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。 

「
余
は
当
時
大
い
に
悲
観
し
て
、

二
君
に
仕
え
る
意
は
毛
頭
な
い
か

ら
、
も
と
の
浪
人
に
で
も
な
ろ
う

か
と
思
う
時
に
当
っ
て
、
民
部
公

子
（
徳
川
昭
武
。
徳
川
慶
喜
の
弟

で
、
当
時
十
四
歳
）
に
従
っ
て
フ

ラ
ン
ス
へ
行
け
と
い
う
命
が
降
っ

た
の
で
あ
る
。
全
体
余
は
初
め
攘

夷
論
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
四

囲
の
情
勢
か
ら
い
つ
ま
で
も
鎖
国

主
義
を
取
る
こ
と
の
不
可
能
を
知

り
、
機
会
が
あ
ら
ば
西
洋
の
事
情

も
知
り
た
い
と
思
う
て
い
た
か
ら

し
て
、
意
を
決
し
て
お
受
け
し
た

の
で
あ
る
」（『
論
語
講
義
』） 

パ
リ
へ
渡
る
船
の
中
で
フ
ラ
ン

ス
語
の
勉
強
を
始
め
、
フ
ラ
ン
ス

に
着
い
て
か
ら
も
語
学
教
師
に
つ

い
て
学
び
、
一
ヶ
月
ほ
ど
で
フ
ラ

ン
ス
語
会
話
を
習
得
し
て
し
ま
っ

た
と
い
い
ま
す
。 

外
国
を
理
解
し
、
先
進
的
な
知

識
を
得
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
国

の
言
葉
を
身
に
付
け
る
と
い
う
こ

と
は
、
足
跡
を
残
し
た
多
く
の
先

人
に
共
通
す
る
も
の
で
す
。 

次
号
に
続
く 

 
 

 
 

（
芳
賀
久
雄
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（
一
八
四
〇
～
一
九
三
一
年
）
幕
末
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
活
躍

し
た
大
実
業
家
。
日
本
の
資
本
主
義
の
礎
を
築
き
、
五
〇
〇
の
会
社
・

六
〇
〇
の
公
共
事
業
に
携
わ
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た
と
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に
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献
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渋
沢
栄
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弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）
の
ビ
ッ
ド

ル
艦
隊
の
来
航
を
受
け
て
、
江
戸
湾
の
警

備
体
制
は
三
浦
半
島
に
川
越
藩
と
彦
根
藩
、

房
総
半
島
に
は
会
津
藩
と
忍
藩
が
警
備
を

す
る
四
藩
体
制
に
改
編
さ
れ
た
。
そ
の
こ

と
に
よ
り
浦
賀
奉
行
所
は
、
江
戸
湾
警
備

よ
り
も
「
異
国
船
来
航
時
の
応
接
掛
」
と

し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
備
え
を
更
に
強
固
な
も
の
と
す
る

た
め
、
御
備
船
の
洋
式
化
す
な
わ
ち
洋
式

軍
艦
の
導
入
を
進
め
る
動
き
が
起
こ
り
、

浦
賀
の
両
奉
行
と
も
積
極
的
な
立
場
を
と

っ
て
い
た
が
、
軍
艦
の
導
入
は
否
決
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
浦
賀
で
は
大

筒
を
備
え
る
こ
と
の
で
き
る
和
洋
折
衷
の

ス
ル
ー
プ
船
の
建
造
が
許
さ
れ
て
い
る
。 

江
戸
の
富
谷
忠
良
が
記
し
た
『
浦
賀
紀

行
』
（
『
三
浦
半
島
見
聞
記
』
所
収
）
に
、

「
大
ヶ
谷
町
の
海
岸
に
船
匠
あ
り
、
橋
本

金
助
・
中
村
三
右
衛
門
・
鴨
居
勘
左
衛
門

と
い
う
、
今
造
り
出
せ
る
洋
船
あ
り
、
高

さ
四
～
五
丈
（
十
二
～
十
五
メ
ー
ト
ル)

も
あ
ら
ん
、
そ
の
他
の
大
な
る
推
し
て
し

る
べ
し
」
と
巨
大
な
船
の
建
造
風
景
を
見

て
驚
い
て
い
る
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
船
は
、
嘉
永
二
年(

一
八
四
九
年)

に

完
成
し
た
和
洋
折
衷
の
船
『
蒼
隼
丸
』
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

も
っ
と
も
、
船
は
海
に
浮
か
ん
で
い
る

と
あ
ま
り
大
き
さ
を
感
じ
な
い
が
、
千
石

船
で
も
陸
に
あ
げ
る
と
か
な
り
大
き
い
。

ま
し
て
や
、
陸
に
上
が
っ
た
船
な
ど
を
見

慣
れ
な
い
江
戸
の
旅
人
に
は
小
型
の
蒼
隼

丸
で
あ
っ
て
も
巨
大
に
感
じ
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。 

『
浦
賀
紀
行
』
の
著
者
・
富
谷
忠
良
と

は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
た
だ
浦
賀
や
三

浦
半
島
を
物
見
遊
山
に
き
た
だ
け
と
は
思

え
な
い
節
が
あ
る
。
東
浦
賀
の
徳
田
屋
に

到
着
す
る
と
直
ぐ
に
浦
賀
奉
行
所
の
同

心
・
中
田
佐
太
郎
の
役
宅
を
訪
ね
て
、
も

て
な
し
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
中
田

氏
の
案
内
で
平
根
山
や
鶴
崎
台
場
を
見
学

し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
日
に
は
、
同
心
・

中
村
此
右
衛
門
を
訪
ね
る
と
、
も
う
一
泊

し
て
欲
し
い
な
ど
と
足
止
め
さ
れ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
こ
の
中
村
氏
を
訪
ね
る
途
中

で
、
上
記
の
造
船
現
場
を
見
て
い
る
。 

浦
賀
の
役
人
た
ち
と
富
谷
が
ど
の
よ
う

な
関
係
で
あ
り
、
彼
が
ど
ん
な
人
物
で
あ

っ
た
の
か
、
大
変
興
味
深
い
。
今
の
と
こ

ろ
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ど
な
た
か

ご
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
年
）
五
月
に
は
、

与
力
六
騎
と
同
心
十
人
が
増
員
さ
れ
、
役

宅
の
完
成
が
間
に
合
わ
な
い
ま
ま
、
翌
月

に
は
浦
賀
へ
赴
任
さ
れ
て
い
る
。 

同
年
六
月
、
奉
行
・
浅
野
長
祚
は
、
オ

ラ
ン
ダ
通
詞
で
浦
賀
詰づ

め

に
な
っ
て
い
た
堀

達
之
助
の
任
期
延
長
を
願
い
出
、
さ
ら
に

十
月
に
は
、
西
洋
の
辞
書
や
地
図
な
ど
の

備
え
付
け
を
願
い
出
た
が
、
ど
ち
ら
も
却

下
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
副
奉
行
格
の
支

配
組
頭
を
置
く
こ
と
も
申
請
し
た
が
、
こ

れ
も
却
下
さ
れ
て
い
る
。
浅
野
の
申
し
出

は
な
か
な
か
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

支
配
組
頭
に
つ
い
て
は
嘉
永
三
年(

一
八

五
〇
年)

三
月
に
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
て
、

辻
茂
右
衛
門
と
尾
高
高
蔵
の
二
名
が
役
職

に
就
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
幕
府
も
旧
式

の
備
え
し
か
な
い
台
場
を
問
題
と
し
、
山

の
上
で
老
朽
化
し
た
平
根
山
台
場
と
海
に

近
す
ぎ
て
浪
を
か
ぶ
っ
て
し
ま
う
鶴
崎
台

場
を
閉
鎖
し
、
灯
明
堂
の
先
に
千
代
ケ
崎

台
場
と
浦
賀
湊
と
船
番
所
を
守
る
亀
甲
崎

台
場
を
船
番
所
に
隣
接
す
る
場
所
に
新
設

す
る
こ
と
を
決
め
、
ど
ち
ら
も
浦
賀
奉
行

持
ち
と
し
た
。 

平
根
山
台
場
は
江
戸
湾
口
が
一
望
で
き

る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
、
遠
見
番
所
と
狼

煙(

の
ろ
し)

台
が
置
か
れ
、
非
常
事
態
に

備
え
る
第
一
線
の
役
目
は
そ
の
ま
ま
継
続

さ
れ
た
。 

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/） 

 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

笑 話 一 題
 

先
日
、
ラ
ジ
オ
を
聴
い
て
い
た
ら
、
鳥
の
鳴

き
声
に
つ
い
て
の
話
を
耳
に
し
ま
し
た
。 

ラ
ジ
オ
で
は
ツ
バ
メ
の
さ
え
ず
り
は
「
ツ
チ

ク
ッ
テ
、
ム
シ
ク
ッ
テ
、
ク
チ
シ
ブ
ー
イ(

土
食

っ
て
、
虫
食
っ
て
、
口
渋
―
い)

」
と
聞
こ
え
る

と
い
う
も
の
で
し
た
。
興
味
が
湧
き
、
ネ
ッ
ト

で
調
べ
て
み
る
と
、
鳥
の
さ
え
ず
り
を
人
間
の

言
葉
や
フ
レ
ー
ズ
に
当
て
は
め
て
覚
え
や
す
く

し
た
「
聞
き
な
し
（
做
し
）
」
と
い
わ
れ
る
も
の

だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。 

有
名
な
と
こ
ろ
で
す
と
、
ウ
グ
イ
ス
の
「
ホ

ー
ホ
ケ
キ
ョ
（
法 

法
華
経
）」
で
す
。
そ
の
他

に
も
、
メ
ジ
ロ
の
「
チ
ョ
ー
ベ
イ 

チ
ュ
ー
ベ

イ 

チ
ョ
ー
チ
ュ
ー
ベ
イ
（
長
兵
衛 

忠
兵
衛 

長
忠
兵
衛
）」
ホ
オ
ジ
ロ
「
イ
ッ
ピ
ツ
ケ
イ
ジ
ョ

ウ
ツ
カ
マ
ツ
リ
ソ
ウ
ロ
ウ（
一
筆
啓
上
仕
り
候
）
」 

セ
ン
ダ
イ
ム
シ
ク
イ
「
シ
ョ
ウ
チ
ュ
ウ
イ
ッ
パ

イ
グ
イ
ー
（
焼
酎
一
杯
ぐ
い
ー
）
」
な
ど
、
面
白

い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
他
に
も
た

く
さ
ん
あ
る
よ
う
な
の
で
引
き
続
き
調
べ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。 

ご
近
所
へ
の
散
歩
の
時
な
ど
、
鳥
の
さ
え
ず

り
に
耳
を
傾
け
て
み
て
は
い
か
か
で
す
か
？ 

（
ふ
ゆ
て
ん
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『新しい利用様式』 

 発熱、風邪症状のある方の入場禁止 

 マスクの着用、手洗いや消毒の徹底 

 定員の半分以下(目安)での利用 

 換気の徹底 

 人との接触や近距離での会話、大声

での歌唱を避ける 

 

 

＊新しいルールを守って活動しましょう！＊ 

この他にも、利用にあたってのお願いが
あります。 詳しくは、横須賀市ＨＰなどで
ご確認ください。 

７月１日(水)より 

コミセンの利用を再開します 

嶋
口
つ
か
さ 

 

大
塚
遊
球
子 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

歴
史 

語
ら
い
座


