
 

 

 
 

                           

 

      

    

曾
我
兄
弟
と
言
え
ば
仇
討
ち
の
物

語
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
子
孫
に
よ
り
鎌
倉
時
代
に
そ
の
源

を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
寺
院

が
東
浦
賀
の
地
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

今
回
は
、
東
浦
賀
に
あ
る
東
教
院

乗
誓
寺
に
、
平
成
二
十
七
年
に
曾
我

兄
弟
の
仇
討
八
百
年
を
記
念
し
て
建

立
さ
れ
た
銅
像
に
ま
つ
わ
る
歴
史
物

語
と
そ
の
美
し
い
境
内
に
ふ
れ
て
み

ま
し
た
。 ♢ 

 

♢ 
 

♢ 

東
浦
賀
の
乗
誓
寺
の
開
基
（
寺
院

の
創
始
者
）
は
、
平
塚
入
道
了
源
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
了
源
は
、
曾
我
兄

弟
の
兄
・
十
郎
祐
成
の
子
で
あ
り
、

そ
の
母
は
平
塚
に
生
ま
れ
大
磯
か
ら

出
た
虎
御
前
と
い
い
ま
す
。 

ま
た
、
寺
伝
に
は
、「
了
源
は
河
津

三
郎
信
之
と
称
し
・
・
・
信
之
は
源

実
朝
に
仕
え
て
武
功
多
く
、
恩
賞
と

し
て
平
塚
の
庄
を
賜
わ
り
・
・
・
親

鸞
聖
人
の
教
え
を
受
け
て
出
家
し
、

了
源
と
名
乗
り
、
後
、
関
東
六
老
僧

の
第
二
座
に
列
す
。
安
貞
元
年
（
一

二
二
七
年
）、平
塚
に
阿
弥
陀
寺
を
建

立
、
室
町
時
代
（
文
明
元
年
（
一
四

六
九
年
））、
平
塚
か
ら
浦
賀
に
移
っ

た
。
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
年
）、

良
如
上
人
は
住
職
・
空
浄
の
功
績
を

た
た
え
、
現
在
の
寺
号
を
授
け
た
」

と
あ
り
ま
す
。 

曾
我
兄
弟
の
祖
父
で
あ
る
伊
東

（
河
津
）
祐す

け

親ち
か

は
、
藤
原
家
の
流
れ

を
く
む
平
安
時
代
か
ら
の
伊
豆
国
伊

東
の
豪
族
で
、
平
氏
一
族
の
重
臣
と

し
て
名
を
は
せ
た
人
物
で
す
。 

源
義
朝
勢
を
中
心
と
す
る
源
氏
の

一
族
は
、
平
清
盛
が
天
下
を
治
め
る

契
機
と
な
っ
た
「
平
治
の
乱
」
に
敗

れ
ま
す
。
義
朝
の
息
子
・
頼
朝
は
、

一
命
を
取
り
留
め
た
も
の
の
伊
豆
に

流
さ
れ
、
約
十
六
年
間
に
わ
た
り
伊

東
氏
の
監
視
下
に
置
か
れ
ま
す
。
罪

人
と
し
て
は
比
較
的
自
由
な
生
活
を

送
っ
て
い
た
頼
朝
は
、
祐
親
が
上
洛

し
て
い
る
間
に
、
祐
親
の
三
女
・
八

重
姫
と
通
じ
、
や
が
て
男
子
を
一
人

も
う
け
て
千
鶴
丸
と
名
づ
け
ま
す
。

役
を
終
え
て
京
か
ら
戻
っ
て
き
た
祐

親
は
激
怒
し
ま
す
。
平
家
の
怒
り
を

恐
れ
た
祐
親
に
よ
り
幼
い
千
鶴
丸
は

殺
害
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
頼
朝
が
勢
力
を
増
す
と

立
場
は
逆
転
し
、
祐
親
は
追
わ
れ
る

身
と
な
り
ま
す
。 

し
か
し
、
三
浦
大
介
義
明
の
嫡

男
・
義
澄
（
後
に
鎌
倉
殿
の
十
三
人

の
一
人
）
に
、
祐
親
の
娘
の
一
人
が

嫁か

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
澄
は
、

頼
朝
に
祐
親
の
助
命
を
願
い
出
ま
す
。

助
命
嘆
願
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の

の
、
祐
親
は
「
平
家
の
家
人
と
し
て

頼
朝
に
命
を
乞
う
こ
と
」「
千
鶴
丸
を

殺
害
し
た
こ
と
」
を
恥
と
し
て
、
養

和
二
年（
一
一
八
二
年
）葉
山
の
鐙
摺

あ
ぶ
ず
り

で
自
害
し
た
と
い
い
ま
す
。 

♢ 
 

♢ 
 

♢ 

幼
い
こ
ろ
に
父
を
殺
さ
れ
た
曾
我

兄
弟
は
、
十
八
年
も
の
苦
難
の
時
を

乗
り
越
え
、
つ
い
に
、
建
久
四
年
（
一

一
九
三
年
）
五
月
二
十
八
日
、
頼
朝

が
行
っ
た
富
士
の
巻
狩
り
に
同
行
し

て
い
た
父
の
仇
で
あ
る
工
藤
祐
経
を

討
ち
ま
す
。
仇
討
ち
は
成
就
し
た
も

の
の
、
兄
・
十
郎
は
そ
の
場
で
新
田

忠
常
に
討
ち
取
ら
れ
、
弟
・
五
郎
は

頼
朝
の
館
に
押
し
入
っ
た
と
こ
ろ
を

取
り
押
さ
え
ら
れ
、処
刑
さ
れ
ま
す
。 

夫
・
十
郎
の
死
を
悲
し
む
あ
ま
り

虎
御
前
の
流
し
た
涙
の
故
事
に
ち
な

み
、
俳
句
に
は
「
虎
が
雨
」
と
い
う

夏
の
季
語
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。 

♢ 
 

♢ 
 

♢ 

曾
我
十
郎
祐
成
の
流
れ
を
く
む
乗

誓
寺
は
「
鷺
吟
の
庭
」
と
呼
ば
れ
る

日
本
庭
園
の
あ
る
寺
院
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。「
鷺
吟
」
と
は
、
中

国
・
唐
時
代
の
詩
人
・
李
白
に
よ
る

「
魚
躍
青
池
満
鷺
吟
緑
樹
低
」
と
い

う
詩
に
因
む
言
葉
で
、
鷺
の
鳴
き
声

と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
本
堂
の
わ
き
を
通
り
、
階

段
を
登
っ
て
い
く
と
鐘
楼
堂
が
あ
り

ま
す
。
鐘
楼
堂
の
建
立
は
梵
鐘
と
と

も
に
昭
和
五
十
九
年
、
京
都
の
嵐
山

の
近
く
で
製
作
さ
れ
ま
し
た
。
重
量

は
五
百
貫
（
約
二
千
ト
ン
）
で
、
鐘

の
周
囲
に
は
百
八
の
乳
頭
と
呼
ば
れ

る
突
起
が
付
い
て
い
ま
す
。
こ
の
乳

頭
の
数
は
、
人
間
に
は
百
八
の
悩
み

が
あ
り
、
鐘
を
打
つ
こ
と
に
よ
り
煩

悩
が
消
え
去
る
と
い
う
こ
と
に
因
む

も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

（
芳
賀 

久
雄
） 
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●
公
事

く

じ

茶
屋
が
で
き
る
● 

 

昨
年
、
一
昨
年
と
横
須
賀
市
教
育
委
員

会
の
手
で
浦
賀
奉
行
所
跡
地
の
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
、
た
く
さ
ん
の
遺
物
と
も
に
、

地
層
の
中
か
ら
白
い
砂
の
層
が
出
て
き
た
。

こ
の
砂
の
層
が
確
認
で
き
た
こ
と
で
「
お

白
洲
」
の
場
所
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
浦
賀
奉
行
所
の
「
お
白
州
」
の
砂
は
、

燈
明
堂
の
建
つ
海
岸
か
ら
運
ん
で
き
た
と

い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
史
料
か
ら

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
の
と
お
り
、「
お

白
洲
」
は
裁
判
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
浦

賀
奉
行
所
で
裁
か
れ
る
の
は
、
「
敲

た
た
き

」
と

呼
ば
れ
る
ム
チ
打
ち
刑
か
、「
所
払
い
」
な

ど
の
比
較
的
軽
い
刑
罰
が
中
心
で
、
刑
事

裁
判
や
殺
人
な
ど
の
重
大
事
件
は
江
戸
送

り
に
し
て
い
た
。
軽
い
刑
で
あ
っ
て
も
、

刑
罰
を
受
け
た
者
の
左
腕
に
は
、
片
仮
名

の
「
ウ
」
を
図
案
化
し
た
入
れ
墨
が
施
さ

れ
、
浦
賀
で
刑
罰
を
受
け
た
こ
と
が
印
さ

れ
た
。
但
し
、
こ
れ
は
「
地
方

じ

か

た

」
と
い
っ

た
陸
上
で
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
。
も
し
、

海
や
船
に
関
係
す
る
犯
罪
で
あ
っ
た
場
合

は
、
浦
賀
奉
行
所
で
も
死
罪
を
申
し
付
け

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
刑
場
は
、
地
元

の
人
々
か
ら
「
首
切
り
場
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
燈
明
堂
で
あ
っ
た
。 

「
お
白
洲
」
と
い
う
と
時
代
劇
の
影
響

で
し
ょ
う
か
、
ど
う
し
て
も
こ
う
し
た
刑

事
裁
判
シ
ー
ン
を
連
想
し
て
し
ま
い
ま
す

が
、
実
は
、
民
事
裁
判
・
さ
ら
に
は
庶
民

へ
の
通
達
事
項
や
庶
民
か
ら
の
願
書
や
届

出
な
ど
に
も
「
お
白
洲
」
が
使
わ
れ
て
お

り
、
刑
事
裁
判
よ
り
こ
ち
ら
の
使
用
頻
度

が
は
る
か
に
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
但
し
、
金
銭
の
貸
し
借
り
に
つ
い

て
は
相
対

あ
い
た
い

で
、
内
済 (

現
代
風
に
言
え
ば

示
談)

す
る
こ
と
が
基
本
原
則
で
あ
っ
た
の

で
、
奉
行
所
で
は
タ
ッ
チ
し
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。 

民
事
裁
判
の
申
し
出
件
数
が
増
え
る
と
、

書
類
の
ミ
ス
や
不
備
な
ど
か
ら
奉
行
所
で

受
理
さ
れ
な
い
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。
浦

賀
奉
行
所
が
管
轄
し
て
い
る
村
々
は
三
浦

半
島
内
で
は
あ
っ
た
が
、
出
直
し
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
村
人
に
と
っ

て
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う

し
た
事
態
は
受
理
す
る
側
の
役
所
で
も
同

様
で
あ
っ
た
。 

安
政
二
年(

一
八
五
五
年)

に
浦
賀
奉
行

所
の
大
改
築
（
建
て
替
え
）
が
行
わ
れ
、

こ
れ
に
伴
い
、
役
務
の
見
直
し
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
役
務
見
直
し
の
一
環
で
あ
ろ
う

か
、
安
政
五
年(

一
八
五
八
年)

七
月
、
奉

行
所
の
門
前
に
公
事

く

じ

人
腰
掛
茶
屋
が
設
け

ら
れ
た
。
こ
の
茶
屋
を
任
さ
れ
た
の
は
、

西
浦
賀
浜
町(

現
・
西
浦
賀
四
丁
目)

の
喜

兵
衛
と
伊
兵
衛
で
あ
っ
た
。
訴
訟
な
ど
で

来
た
人
は
、
事
前
に
こ
の
茶
屋
で
「
書
式

に
誤
り
が
な
い
か
」「
必
要
な
も
の
が
す
べ

て
揃
っ
て
い
る
か
」
な
ど
の
点
検
を
受
け

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
訴
訟
人
が「
お
白
州
」に
入
る
時
に
は
、

草
鞋

わ

ら

じ

で
は
入
れ
ず
、「
裏
付
き
草
履

ぞ

う

り

」
と
決

め
ら
れ
て
い
た
が
、
茶
屋
で
は
そ
う
し
た

身
の
回
り
の
も
の
の
貸
出
も
行
っ
て
い
た
。

ま
た
、
訴
訟
や
願
書
の
届
け
出
な
ど
で
奉

行
所
へ
来
た
人
が
勝
手
に
奉
行
所
に
入
り

込
み
、
業
務
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
が
、

こ
の
解
消
に
も
な
り
、
村
人
の
み
な
ら
ず

役
人
も
大
変
助
か
る
こ
と
と
な
る
。 

史
料
に
よ
る
と
、
公
事
茶
屋
は
こ
れ
ら

の
面
倒
を
み
る
こ
と
で
、
代
書
料
、
は
き

も
の
の
賃
貸
料
と
湯
茶
の
接
待
料
を
取
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
裁

判
が
開
か
れ
る
日
時
や
許
可
通
達
な
ど
が

下
り
た
こ
と
を
村
へ
連
絡
す
る
連
絡
賃
も

距
離
に
応
じ
た
請
求
を
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
奉
行
所
の
威
を
借
り

る
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
、
万
一
心

得
違
い
の
行
動
が
見
ら
れ
た
場
合
に
は
、

す
ぐ
に
奉
行
所
に
訴
え
出
な
さ
い
と
記
さ

れ
て
い
る
。 

  

 

歴
史 

語
ら
い
座  

浦
賀
奉
行
所
編 

そ
の
十
八 

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/） 

昭
和
生
ま
れ
の
私
、
幼
少
期
の
お
せ
ち
は
幸

せ
な
こ
と
に
、
母
の
手
作
り
で
し
た
。 

な
ま
す
、
田
作
り
、
黒
豆
、
昆
布
〆
、
栗
き

ん
と
ん
、
伊
達
巻
…
。 

栗
き
ん
と
ん
は
、
ふ
る
い
を
裏
に
し
て
代
用

し
、
裏
ご
し
を
手
伝
い
ま
し
た
。
と
て
も
力
の

い
る
作
業
で
、
格
闘
す
る
あ
ま
り
、
ふ
る
い
を

バ
ラ
バ
ラ
に
壊
し
て
し
ま
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま

す
。
楽
し
い
思
い
出
で
す
。 

元
日
に
、
黒
豆
に
は
「
ま
め
ま
め
し
く
育
つ

よ
う
に
」
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
お
料
理
に
込
め
ら
れ
て
い
る
願
い

な
ど
を
教
わ
り
、
心
に
留
め
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
他
に
も
、
栗
き
ん
と
ん
は
、
黄
金
色
が
宝

の
よ
う
な
事
か
ら「
豊
か
な
年
に
な
る
よ
う
に
」

伊
達
巻
は
、重
要
な
書
を
巻
物
に
す
る
事
か
ら
、

伊
達
巻
の
形
を
巻
物
と
し
て
捉
え
、
「
知
識
が

豊
富
に
な
る
よ
う
に
」
と
の
願
い
が
あ
る
そ
う

で
す
。 

今
年
の
我
が
家
の
お
せ
ち
は
、
出
来
合
い
の

も
の
を
購
入
し
ま
し
た
。
有
名
店
が
作
っ
た
お

せ
ち
を
い
た
だ
く
の
も
ま
た
、
楽
し
い
で
す
ね
。

で
も
、
毎
年
一
品
だ
け
で
も
、 

母
の
味
を
思
い
出
し
な
が
ら
作 

っ
て
み
た
い
と
、
今
年
の
目
標 

を
早
速
作
っ
た
新
年
で
し
た
。 

 
 
 
 

 
 
 

 

（
Ｍ
＆
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 ～特別展開催のお知らせ～ 

ギャラリートークは、 

土日祝日に開催します！ 

海の関所 

浦賀奉行所のすべて 
 

令和４年１月 22日（土）～30日（日） 

10：00～17：00（入場 16：30まで） 

会場：浦賀コミュニティセンター分館 

（郷土資料館） 
 

基調講演 1月 22日（土）13：00～ 

会場：浦賀行政センター 

講師：浦賀歴史研究所理事長 齋藤純氏 

郷
土
史
家 

 

山
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所
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木 
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～
俳
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の
散
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道
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※詳細は、ちらしをご覧ください。 


