
 

 

 
 

                           

 

 

前
回
は
、
日
本
の
資
本
主
義
の

父
と
も
呼
ば
れ
た
渋
沢
栄
一
に
つ

い
て
、
私
た
ち
の
暮
ら
す
浦
賀
と

の
関
係
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し

た
。
今
回
は
、
そ
の
続
編
と
し
て
、

大
蔵
省
退
官
後
の
実
業
界
に
お
け

る
活
躍
を
支
え
た
「
論
語
」
を
、

渋
沢
が
ど
う
読
ん
で
い
た
か
を
紹

介
し
ま
す
。 

三
十
三
歳
の
若
さ
で
大
蔵
省
を

辞
め
て
実
業
界
に
入
る
と
、
フ
ラ

ン
ス
で
身
に
付
け
た
株
式
会
社
設

立
な
ど
の
知
識
を
活
用
し
て
彼
本

来
の
活
躍
の
場
が
展
開
し
、
生
涯

に
わ
た
り
五
〇
〇
も
の
会
社
、
学

校
、
団
体
の
設
立
か
ら
発
展
に
寄

与
し
ま
し
た
。
そ
の
例
と
し
て
、

第
一
国
立
銀
行
、
東
京
海
上
火
災

保
険
、
理
化
学
研
究
所
、
石
川
島

播
磨
重
工
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
機
を
見
て
敏
に
行
動
す

る
渋
沢
の
人
生
哲
学
に
つ
い
て
触

れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

代
表
作
『
論
語
と
算
盤

そ
ろ
ば
ん

』
の
題

名
が
示
す
よ
う
に
、
渋
沢
は
、「
論

語
」
に
見
ら
れ
る
道
徳
観
と
「
算

盤
」
い
わ
ば
実
社
会
で
の
経
済
の

あ
り
方
を
説
い
て
い
ま
す
。
題
名

か
ら
は
拝
金
主
義
の
よ
う
な
印
象

を
受
け
ま
す
が
、
実
際
に
原
典
を

読
み
解
く
と
、
人
生
の
教
科
書
と

も
い
え
る
ほ
ど
示
唆
に
富
む
書
物

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
渋
沢
の
人
生
の
集
大
成

は
、
九
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
優
に
超
え

る
大
著
『
論
語
講
義
』（
以
下
、『
講

義
』
）
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。『
講
義
』

は
、
大
正
十
二
年
四
月
か
ら
十
四

年
九
月
の
間
に
口
述
し
た
も
の
を

二
松
学
舎
教
授
の
尾
立
維
孝
に
よ

っ
て
文
字
に
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
、
既
に
八
十
代
半
ば
に
差
し

掛
か
っ
て
い
た
渋
沢
が
、
人
生
の

節
目
節
目
に
考
え
た
こ
と
の
記
憶

を
た
ど
り
つ
つ
、
ま
と
め
ら
れ
た

も
の
で
す
。
そ
の
構
成
は
『
論
語
』

の
全
二
十
章
に
わ
た
る
字
句
の
解

釈
と
合
わ
せ
て
、
歴
史
上
の
人
物

を
例
に
引
き
、
生
涯
に
わ
た
り
学

ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
読
者
に
語
り

か
け
て
き
ま
す
。
そ
の
『
講
義
』

の
一
端
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
、
総
説
に
お
い
て
、
渋
沢

の
日
本
社
会
に
対
す
る
感
想
が
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
江
戸
時
代
の

林
羅
山

ら

ざ

ん

や
藤
原
惺
窩

せ

い

か

ら
は
学
問
と

実
社
会
を
切
り
離
し
て
考
え
、
荻
生

お
ぎ
ゅ
う

徂
徠

そ

ら

い

は
学
問
は
武
士
階
級
に
与
え

ら
れ
、
徳
川
三
百
年
の
歴
史
は
、

書
を
読
み
文
を
学
ぶ
の
は
実
業
に

関
与
し
な
い
武
士
の
特
権
で
あ
り
、

農
工
商
ら
多
数
の
国
民
は
、
…
書

を
読
ま
ず
文
を
学
ば
ず
無
知
文
盲

の
ま
ま
生
涯
を
終
え
て
い
た
。
学

問
は
学
問
の
た
め
の
学
問
で
は
な

く
、
生
き
た
教
養
と
し
て
の
学
問

で
あ
る
。
即
ち
学
問
は
人
生
を
送

る
上
で
の
規
準
で
あ
る
。
故
に
、

実
際
を
離
れ
た
学
問
が
存
在
し
な

い
の
と
同
様
に
学
問
を
離
れ
た
実

業
も
ま
た
存
在
し
な
い
」
と
、
学

問
と
経
済
活
動
は
一
体
の
も
の
で

あ
る
と
唱
え
て
い
ま
す
。 

渋
沢
が
道
徳
や
学
び
の
基
本
に

据
え
た
『
論
語
』
に
あ
る
五
〇
〇

ほ
ど
の
章
句
の
中
か
ら
、
代
表
的

な
も
の
を
渋
沢
の
実
感
を
交
え
て
、

一
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。 

曾
子
曰
、
吾
日
三
省
吾
身
、
爲

人
謀
而
不
忠
乎
、
與
朋
友
交
而
不

信
乎
、
傳
不
習
乎
、
（学
而
第
一
）  

読
み
方
：
曾
子
い
わ
く
、
わ
れ
日

に
三
た
び
吾
が
身
を
省
み
る
。
人

の
た
め
に
は
か
り
て
忠
な
ら
ざ
る

か
、
朋
友
と
交
わ
る
に
信
な
ら
ざ

る
か
、
習
わ
ざ
る
を
伝
う
る
か 

「
余
は
曾
子
の
こ
の
言
が
も
っ
と

も
吾
が
意
を
得
た
り
と
思
ひ
、
一

日
に
数
度
吾
が
身
を
省
み
る
と
い

ふ
ま
で
に
は
参
ら
ず
と
も
、
夜
間

床
に
就
き
た
る
の
ち
、
そ
の
日
に

な
し
た
る
こ
と
や
、
人
に
応
接
し

た
る
言
説
を
回
想
し
、
人
の
た
め

に
忠
実
に
謀
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
友

人
に
は
信
義
を
尽
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

ま
た
孔
夫
子
教
訓
の
道
に
違
ふ
所

は
な
か
り
し
や
を
、
省
察
す
る
に

怠
ら
ぬ
つ
も
り
で
あ
る
。
…
こ
の

章
句
の
こ
と
を
身
に
行
え
ば
、
今

後
そ
の
あ
や
ま
ち
を
再
び
せ
ぬ
よ

う
の
気
を
起
し
、
行
い
を
慎
む
上

の
効
果
を
生
ず
る
は
勿
論
で
あ
る

が
、
こ
れ
と
同
時
に
そ
の
日
そ
の

日
の
こ
と
が
、
一
々
記
憶
の
上
に

展
開
さ
れ
て
く
る
た
め
に
、
こ
れ

を
順
序
よ
く
心
意
の
う
ち
に
並
列

し
て
、
一
目
に
検
察
す
る
こ
と
を

得
、
深
い
印
象
が
頭
脳
に
刻
ま
れ

て
、
自
然
に
忘
れ
ら
れ
ぬ
よ
う
に

な
り
、
記
憶
力
を
強
健
に
す
る
効

能
も
ま
た
あ
る
の
で
あ
る
。
…
余

は
曾
子
三
省
の
実
行
を
今
日
の
青

年
諸
君
に
お
勧
め
致
し
ま
す
」 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

同
時
期
に
活
躍
し
た
福
澤
諭
吉

は
、
自
身
が
発
行
す
る
『
時
事
新

報
』
と
い
う
新
聞
に
「
政
府
の
役

人
に
な
る
こ
と
だ
け
が
出
世
の
道

だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
が
多
い

が
、
そ
ん
な
夢
か
ら
早
く
目
覚
め

て
欲
し
い
。
実
業
の
道
に
進
ん
で
、

今
は
こ
の
社
会
に
お
い
て
最
高
の

地
位
に
あ
る
渋
沢
栄
一
の
生
き
方

こ
そ
が
、
最
も
模
範
と
す
べ
き
も

の
で
あ
る
（
明
治
二
六
年
六
月
十

一
日
）
」
旨
、
述
べ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 

（
芳
賀
久
雄
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大
政
奉
還
後
、
明
治
新
政
府
で
は
大
蔵
省
で
財
政
政
策
を
行
い
、
退

官
後
は
実
業
家
へ
と
転
じ
る
。
幼
少
期
に
学
ん
だ
「
論
語
」
を
元
に

し
た
経
営
哲
学
は
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。 

 

浦
賀
の
造
船
工
業
に
貢
献
し
た
渋
沢
栄
一 

そ
の
二 

道
徳
と
経
済
の
一
致
を
唱
え
た
渋
沢
栄
一 

★
参
考
資
料 

 

・
論
語
講
義
（
渋
沢
栄
一
述
） 

二
松
学
舎
大
学 

・
論
語
と
算
盤
（
渋
沢
栄
一
述
） 

 

角
川
書
店 

・
経
済
と
道
徳
（
渋
沢
栄
一
述
） 

 

徳
間
書
店 

・
福
沢
諭
吉
全
集
（
第
十
四
巻
） 

 

岩
波
書
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●
玉
薬
製
造
所
の
火
事
● 

 

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
七
月
一
日

午
後
二
時
ご
ろ
、
西
浦
賀
の
灯
明
堂
に
近

い
館
浦

や
か
た
う
ら

に
あ
っ
た
玉
薬
製
造
所
か
ら
出
火

し
、
製
造
所
と
隣
接
し
て
い
る
御
船
蔵
を

焼
失
し
た
。 

玉
薬
製
造
所
は
、
頻
繁
に
来
航
す
る
異

国
船
対
策
と
し
て
、
浦
賀
奉
行
所
で
砲
弾

と
火
薬
の
調
合
を
す
る
施
設
と
し
て
造
ら

れ
た
も
の
で
す
。
そ
こ
に
、
同
年
の
四
月

ご
ろ
か
ら
中
島
三
郎
助
と
合
原
操
蔵
ら
四

人
の
与
力
と
同
心
組
頭
の
横
溝
小
一
郎
を

は
じ
め
七
名
の
同
心
が
鉄
砲
製
薬
掛
と
し

て
勤
務
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
メ
ン

バ
ー
だ
け
で
は
人
手
が
足
り
ず
、
台
場
の

新
設
の
と
き
に
も
行
っ
た
よ
う
に
、
東
西

の
浦
賀
村
か
ら
身
元
が
確
か
な
者
を
足
軽

役
と
し
て
雇
い
入
れ
て
い
た
。 

火
事
は
製
造
所
の
火
薬
に
た
ば
こ
の
火

が
引
火
し
、
爆
発
し
て
起
こ
っ
た
。
東
西

浦
賀
の
町
火
消
し
が
消
火
に
あ
た
っ
た
が
、

再
び
火
薬
が
爆
発
す
る
恐
れ
が
あ
り
容
易

に
近
づ
け
な
い
。
そ
の
う
ち
に
隣
接
の
御

船
蔵
に
格
納
さ
れ
て
い
た
蒼
隼

そ
う
し
ゅ
ん

丸
・
千
里

丸
・
日
吉
丸
を
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
ほ
か
に
老
朽
化
し
て
廃
船
予
定
で
船
蔵

の
外
に
あ
っ
た
下
田
丸
も
半
焼
し
た
。 

奉
行
所
に
と
っ
て
は
、
大
型
の
警
備
船

が
み
な
焼
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
シ
ョ
ッ

ク
で
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
蒼
隼
丸
を
失

っ
た
こ
と
は
奉
行
所
に
と
っ
て
痛
手
で
あ

っ
た
。
蒼
隼
丸
は
、
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
来
航

後
、
砲
台
の
警
備
を
充
実
さ
せ
る
よ
り
も

海
上
で
の
守
り
の
重
要
性
を
説
き
、
前
年

の
暮
れ
に
完
成
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

小
型
で
は
あ
る
が
、
大
筒
を
八
門
搭
載
で

き
る
和
洋
折
衷
の
警
備
船
で
、
洋
式
砲
術

指
南
役
の
下
曽
根
金
三
郎
が
指
揮
を
取
っ

て
乗
り
試
し
が
行
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
第
一

線
で
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
た
船
で
あ

っ
た
。 

製
造
所
が
あ
る
館
浦
エ
リ
ア
は
、
火
薬

を
扱
う
こ
と
か
ら
火
気
厳
禁
で
あ
っ
た
。

郷
蔵
へ
年
貢
米
な
ど
を
運
び
込
む
人
々
や

船
蔵
に
船
を
納
め
終
え
た
水
主
た
ち
に
も

一
服
な
ど
せ
ぬ
よ
う
注
意
勧
告
さ
れ
て
い

た
。
そ
ん
な
中
で
の
こ
の
事
故
で
あ
っ
た

が
、
幸
い
な
こ
と
に
負
傷
者
や
死
者
と
い

っ
た
人
的
被
害
が
な
か
っ
た
こ
と
が
せ
め

て
も
の
救
い
で
あ
っ
た
。 

火
事
を
起
こ
し
た
人
物
は
吉
五
郎
と
い

い
、
す
ぐ
に
捕
ま
っ
た
。
ま
た
、
共
に
行

動
し
て
い
た
人
物
も
注
意
を
怠
っ
た
罪
で

取
り
調
べ
を
受
け
た
。 

取
り
調
べ
書
か
ら
、
爆
発
火
災
が
起
き

る
ま
で
の
行
動
が
わ
か
る
。
二
人
は
足
軽

役
で
あ
っ
た
の
で
、
与
力
・
同
心
の
指
示

通
り
に
行
動
し
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ

が
、
吉
五
郎
は
、
休
憩
時
間
に
こ
こ
で
た

ば
こ
を
一
服
し
、
火
薬
を
調
合
す
る
台
に

火
玉
を
は
た
い
た
。
運
よ
く
火
は
移
ら
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
吉
五
郎
は
調
子
に

乗
っ
て
二
服
目
の
火
玉
も
同
じ
よ
う
に
し

た
と
こ
ろ
、
今
度
は
火
薬
に
火
が
つ
き
爆

発
炎
上
し
た
。 

吉
五
郎
は
「
遠
島

え

ん

と

う

」
と
い
う
重
い
罰
を

受
け
、
吉
五
郎
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た

人
物
も
「
手
鎖

て
じ
ょ
う

」
と
な
っ
た
。 

さ
ら
に
、
責
任
者
で
あ
る
与
力
・
中
島

三
郎
助
・
合
原
操
蔵
と
当
日
の
責
任
者
与

力
・
朝
夷
揵
次
郎
・
同
心
組
頭
の
横
溝
小

一
郎
の
四
名
は
「
押
込

お

し

こ

め

」(

現
在
で
い
う
停

職)

の
処
分
を
う
け
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
吉

五
郎
を
雇
い
入
れ
た
時
に
審
査
に
あ
た
っ

た
佐
々
倉
桐
太
郎
と
同
心
組
頭
・
岩
田
源

十
郎
も
慎
重
さ
が
足
り
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
、「
急
度

き

っ

と

叱
り
」
と
「
叱
り
」(

戒

告
・
訓
告)

の
処
分
を
受
け
た
。 

奉
行
所
の
役
人
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
処

分
を
受
け
た
事
件
は
、
浦
賀
奉
行
所
と
し

て
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 
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郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

新
田 
和
江 

 

鈴
木 

ひ
ろ 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

笑 話 一 題
 

今
年
の
夏
は
、
よ
く
昔
の
ド
ラ
マ
が
再
放

送
さ
れ
ま
し
た
ね
。
そ
の
中
で
私
が
注
目
し

た
の
は
、
現
代
の
お
医
者
さ
ん
が
、
江
戸
時

代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
あ
の
ド
ラ
マ 

「
仁
～J

IN

～
」
。 

江
戸
時
代
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
公

が
、
そ
こ
が
今
、
ど
の
く
ら
い
の
年
代
な
の

か
を
探
る
た
め
に
、
『
黒
船
は
も
う
来
ま
し

た
か
』
と
訊
く
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
さ
す

が
我
ら
が
ペ
リ
ー
！
幕
末
の
日
本
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
だ
け
で
な
く
、
時
を
超
え

て
現
代
人
の
時
間
軸
に
も
な
っ
て
い
る
！ 

そ
う
い
え
ば
自
分
も
、
幕
末
日
本
に
つ
い

て
調
べ
た
り
す
る
時
、「
黒
船
来
る
前
か
な
、

後
か
な
」
と
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
黒
船

来
航
を
基
準
に
し
て
い
ま
す
。 

仕
事
で
浦
賀
に
関
わ
り
始
め
て
は
や
七

年
。
ず
っ
と
頼
り
に
し
て 

き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら 

も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
ね
、 

ペ
リ
ー
さ
ん
！ 

（
み
な
と
の
ヨ
ー
コ
） 

 

当館玄関に俳句の掲示板を設置し
ています。ご投句頂いた中から優秀な
作品を順番に掲示しております。 

さらに、最優秀作品は本誌「浦賀文
化～俳句の散歩道～」にも掲載いたし
ます。投句箱は、玄関にございますの
で、お気軽にご投句ください。 

浦賀コミュニティセンター分館からの 

☆お知らせ☆ 

歴
史 

語
ら
い
座  

浦
賀
奉
行
所
編 

そ
の
十
三 


