
 

 

 
 

                           
 

      
    

  

古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
馬
は

人
や
物
資
を
運
ぶ
動
物
と
し
て
、
日

常
生
活
に
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
し

た
。
馬
に
対
す
る
労
い
と
感
謝
を
込

め
て
、
全
国
各
地
に
馬
頭
観
音
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
馬
頭
観
音
と
は
、

そ
の
名
の
と
お
り
、
頭
上
に
馬
の
頭

部
を
乗
せ
た
観
音
像
で
、
今
で
も
沿

道
に
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

「
馬
堀
蹄
の
井
」
と
い
う
、
名
馬

池
月
に
ち
な
む
伝
説
を
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。
こ
の
伝
説
は
、
文
化
九
年

（
一
八
一
二
年
）
、
西
浦
賀
の
篤
学

者
・
加
藤
山
寿
が
著
し
た
『
三
浦
古

尋
録
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
八
百
三
十

年
ほ
ど
昔
、
元
暦
年
間
（
一
一
八
四

年
）
の
こ
ろ
、
房
総
峰
岡
（
現
在
の

千
葉
県
鴨
川
市
江
見
）
の
洞
窟
に
、

「
荒
潮
」
と
呼
ば
れ
る
一
頭
の
暴
れ

馬
が
住
み
着
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の

馬
は
、
田
や
畑
に
入
り
込
ん
で
は
作

物
を
食
い
荒
ら
す
こ
と
か
ら
、
村
の

厄
介
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
た
。 

困
り
果
て
た
村
人
た
ち
は
、
あ
る

時
、
こ
の
馬
を
退
治
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
村
人
た
ち
に
追
わ
れ
た

馬
は
逃
げ
回
り
、
つ
い
に
は
、
浦
賀

水
道
を
渡
り
、
対
岸
の
走
水
松
崎
ま

で
泳
ぎ
つ
き
、
小
原
台
の
森
（
今
の

防
衛
大
学
校
の
あ
る
あ
た
り
。
木
々

の
生
い
茂
っ
た
小
高
い
台
地
に
な
っ

て
い
た
）
に
逃
げ
込
み
ま
し
た
。
し

ば
ら
く
の
間
、
マ
グ
サ
を
食
べ
て
過

ご
し
て
い
ま
し
た
が
、
飲
み
水
も
な

く
疲
れ
も
重
な
り
倒
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
す
る
と
、
馬
の
夢
枕
に
馬
頭

観
音
が
現
れ
ま
す
。
観
音
様
に
促
さ

れ
、
坂
道
の
か
た
わ
ら
に
あ
っ
た
岩

を
蹄
で
穿う
が

っ
て
み
る
と
、
岩
の
間
か

ら
こ
ん
こ
ん
と
清
水
が
湧
き
だ
し
ま

し
た
。
暴
れ
馬
が
こ
の
霊
水
を
飲
ん

で
渇
き
を
癒
す
と
、
た
ち
ま
ち
性
質

が
お
と
な
し
く
な
り
、
毛
並
み
の
美

し
い
駿
馬

し
ゅ
ん
め

に
変
わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
が
「
馬
堀
」
と
い
う
地
名
の
由

来
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
村
人
た
ち

は
、
小
原
台
に
遊
ぶ
こ
の
美
し
い
雌

馬
に
「
美
女
鹿
毛
か

げ

」
と
名
付
け
て
可

愛
が
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
馬
の
評

判
は
、
近
隣
は
も
と
よ
り
遠
方
に
も

広
ま
り
ま
し
た
。
と
同
時
に
、
こ
の

不
思
議
な
霊
水
を
求
め
て
多
く
の
人

が
馬
堀
に
や
っ
て
き
た
と
い
い
ま
す
。

後
世
に
な
り
、
馬
堀
の
浄
林
寺
境
内

の
一
角
に
馬
頭
観
音
堂
が
建
て
ら
れ
、

「
蹄
の
井
」
に
ち
な
む
伝
説
を
伝
え

て
い
ま
す
。 

や
が
て
、「
美
女
鹿
毛
」
は
、
村
人

た
ち
に
よ
り
、
衣
笠
城
を
治
め
て
い

た
三
浦
義
澄
に
献
上
さ
れ
ま
し
た
。

（
三
浦
義
澄
は
三
浦
大
介
義
明
の
次

男
で
し
た
が
、
兄
・
杉
本
吉
宗
が
房

州
で
長
狭

な

が

さ

氏
と
の
戦
闘
で
亡
く
な
っ

た
た
め
、
義
明
の
後
継
者
と
な
り
ま

し
た
。
）「
美
女
鹿
毛
」
に
試
乗
し
た

義
澄
は
、
す
ば
ら
し
い
名
馬
と
褒
め

た
た
え
、
大
事
に
育
て
て
い
ま
し
た
。

の
ち
に
、
こ
の
馬
は
源
頼
朝
に
献
上

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
命め
い

を
う

け
た
和
田
義
盛
の
甥
で
あ
る
荏
柄

え

か

ら

胤
長

た
ね
な
が

は
、
こ
の
馬
を
難
な
く
乗
り
こ

な
し
て
山
坂
を
下
り
、
浜
辺
か
ら
海

を
泳
が
せ
金
沢
六
浦
へ
至
り
、陸
路
、

鎌
倉
へ
届
け
ま
し
た
。
頼
朝
は
、
太

く
た
く
ま
し
く
、
生
き
た
も
の
は
馬

で
も
人
で
も
よ
く
唼く
ら

い
つ
い
た
こ
と

か
ら
「
生
唼
（
い
け
づ
き
）
」（
池
月
）

と
名
づ
け
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
寿
永
三
年
（
一
一
八
四

年
）
、
平
氏
を
討
伐
す
る
た
め
に
西
国

に
い
た
源
義
仲
（
木
曽
義
仲
）
と
、

頼
朝
か
ら
派
遣
さ
れ
た
範
頼
・
義
経

連
合
軍
と
の
戦
い「
宇
治
川
の
合
戦
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
合
戦
に
際

し
、
佐
々
木
四
郎
高
綱
は
、
頼
朝
に

望
ん
で
「
池
月
」
を
も
ら
い
受
け
て

い
ま
す
。
同
じ
く
頼
朝
よ
り
「
磨
墨

す
る
す
み

」

を
与
え
ら
れ
た
梶
原
源
太
景
季

か
げ
す
え

と

「
宇
治
川
の
先
陣
争
い
」
を
繰
り
広

げ
ま
す
。
そ
の
先
陣
争
い
に
勝
利
し

た
佐
々
木
四
郎
高
綱
の
勇
姿
は
、
名

馬
「
池
月
」
と
と
も
に
『
平
家
物
語
』

に
語
ら
れ
、
そ
の
後
も
、
絵
巻
物
や

浮
世
絵
の
武
者
絵
に
も
登
場
し
、
後

世
に
多
く
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

（
芳
賀 

久
雄
）

★
参
考
資
料  

・
三
浦
古
尋
録 

 
 

 
 

 
 

加
藤 

山
寿
著 

・
お
お
つ
の
史
跡
道 

大
津
地
域
文
化
振
興
懇
話
会 

・
三
浦
半
島
の
史
跡
と
伝
説 

 
 

松
浦 

豊
著 

暁
印
書
館 

・
三
浦
大
介
義
明
と
そ
の
一
族 

 

三
浦
大
介
義
明
公
八
百
年
祭
実
行
委
員 

・
横
須
賀
こ
ど
も
風
土
記
（
中
巻
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須
賀
市
民
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財
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※
10
年
間
に
わ
た
り
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た

芳
賀
久
雄
さ
ん
は
、
今
号
で
最
終
回
と
な
り

ま
す
。
長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

名馬 池月（浄林寺） 

馬
堀
イ
ン
タ
ー
か
ら
防
衛
大
学
校
へ
向
か
う
坂
の
途
中
に
あ
る
浄
林
寺
。
そ
の

境
内
の
片
隅
に
、
か
つ
て
馬
頭
観
音
が
祀
ら
れ
て
い
た
白
亜
の
お
堂
が
あ
る
。

傍
ら
の
岩
場
か
ら
は
、
季
節
を
問
わ
ず
清
水
が
湧
き
続
け
て
い
る
と
い
う
。 

蹄
ひ

づ

め

の
井
の
伝
説 



 

 

笑 話 一 題
  

 
 

 

●
軍
艦
修
理
始
ま
る
● 

 

ペ
リ
ー
来
航
を
契
機
に
軍
艦
の
必
要
性

を
強
く
感
じ
た
幕
府
は
、
浦
賀
奉
行
所
に

軍
艦
建
造
を
命
じ
た
。
こ
う
し
て
日
本
で

最
初
の
洋
式
軍
艦
・
鳳
凰
丸
が
誕
生
し
た

が
、
こ
れ
に
伴
っ
て
洋
式
海
軍
創
設
に
も

動
き
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
浦
賀
奉
行
を

勤
め
た
の
ち
に
長
崎
奉
行
に
な
っ
て
い
た

水
野
忠
徳
を
通
じ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
へ

軍
艦
を
発
注
す
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
フ

ァ
ビ
ウ
ス
海
軍
中
佐
が
来
て
、
洋
式
軍
艦

を
運
用
す
る
た
め
に
は
軍
艦
を
維
持
管
理

で
き
る
組
織
と
人
が
必
要
で
あ
る
と
説
い

た
。
幕
府
は
フ
ァ
ビ
ウ
ス
中
佐
の
意
見
を

聞
き
入
れ
て
海
軍
教
育
も
依
頼
し
た
。
教

育
場
所
に
つ
い
て
は
、
経
費
・
管
理
面
か

ら
浦
賀
を
有
力
な
候
補
地
と
し
て
い
た
が
、

海
防
参
与
で
あ
る
徳
川
斉
昭
は
、
「
オ
ラ

ン
ダ
人
や
オ
ラ
ン
ダ
船
が
浦
賀
へ
入
る
こ

と
を
許
可
す
れ
ば
、
下
田
・
箱
館
の
開
港

で
同
意
し
た
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る

諸
外
国
船
に
も
浦
賀
開
港
を
な
し
崩
し
的

に
許
す
こ
と
と
な
る
懸
念
が
あ
る
」
と
し

て
、
浦
賀
で
の
伝
習
所
開
設
に
反
対
し
た
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
長
崎
に
伝
習
所
が
開

か
れ
、安
政
二
年(

一
八
五
五
年)

一
〇
月
、

オ
ラ
ン
ダ
人
の
ペ
ル
ス
・
ラ
イ
ケ
ン
ら
の

指
導
の
も
と
伝
習
が
開
始
さ
れ
た
。
浦
賀

奉
行
所
か
ら
は
、
与
力
の
中
島
三
郎
助
・

佐
々
倉
桐
太
郎
、
同
心
か
ら
は
土
屋
忠
次

郎
・
浜
口
興
右
衛
門
・
飯
田
敬
之
助
・
春

山
弁
蔵
・
山
本
金
次
郎
・
金
沢
種
米
之
助
・

岩
田
平
作
が
一
期
生
と
し
て
選
出
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
二
期
生
に
岡
田
井
蔵
、
三
期
生

に
合
原
操
蔵
・
朝
夷
捷
次
郎
ら
与
力
と
同

心
の
柴
田
真
一
郎
が
派
遣
さ
れ
た
。 

伝
習
が
始
ま
る
と
オ
ラ
ン
ダ
国
王
か
ら

蒸
気
船
「
ス
ン
ピ
ン
」
が
寄
贈
さ
れ
、
こ

れ
を
「
観
光
丸
」
と
改
称
し
て
使
用
し
た
。

一
期
生
の
伝
習
が
終
了
し
た
安
政
四
年

(

一
八
五
七
年)
三
月
、
伝
習
所
初
代
総
督

で
あ
っ
た
永
井
尚
志
や
佐
々
倉
桐
太
郎
ら

日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
教
官

の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
「
観
光
丸
」
を

江
戸
へ
回
航
し
た
。
「
観
光
丸
」
の
江
戸

回
航
に
は
、
江
戸
築
地
に
総
合
的
な
武
芸

養
成
機
関
で
あ
っ
た
講
武
所
内
に
『
軍
艦

操
練
所
』
を
開
設
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

こ
の
年
の
閏
五
月
に
軍
艦
操
練
所
が
開
設

さ
れ
る
と
、
浦
賀
奉
行
所
か
ら
佐
々
倉
桐

太
郎
を
は
じ
め
浜
口
興
右
衛
門
・
岩
田
平

作
・
山
本
金
次
郎
・
土
屋
忠
次
郎
ら
五
名

が
教
授
方
に
任
命
さ
れ
た
。
操
練
所
の
教

授
方
は
全
員
で
八
名
で
あ
っ
た
の
で
、
そ

の
半
数
以
上
が
浦
賀
奉
行
所
か
ら
の
メ
ン

バ
ー
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、

い
か
に
優
秀
な
人
材
が
揃
っ
て
い
た
の
か

を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、
中
島

三
郎
助
や
春
山
弁
蔵
・
飯
田
敬
之
助
は
長

崎
に
残
り
、さ
ら
な
る
伝
習
を
し
て
い
た
。 

八
月
に
な
る
と
、
二
次
教
育
の
指
導
教

官
と
な
る
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
が
、
幕
府

が
オ
ラ
ン
ダ
に
注
文
し
て
い
た
蒸
気
船「
ヤ

パ
ン
」
に
乗
り
長
崎
に
来
航
し
た
。
蒸
気

船
「
ヤ
パ
ン
」
を
、
日
本
名
「
咸
臨
丸
」

と
改
め
た
。 

長
崎
に
残
っ
た
中
島
は
、
こ
の
「
咸
臨

丸
」
で
五
島
や
天
草
へ
航
海
実
習
に
出
て

い
る
。
さ
ら
に
中
島
の
ノ
ー
ト
に
は
、
カ

ス
テ
ラ
や
朝
鮮
飴
の
製
法
か
ら
喘
息
や
コ

レ
ラ
の
治
療
薬
の
こ
と
、
人
工
硝
石
の
製

法
ま
で
記
さ
れ
て
お
り
、
好
奇
心
の
か
た

ま
り
の
よ
う
な
中
島
像
が
み
え
て
く
る
。 

こ
の
「
観
光
丸
」
「
咸
臨
丸
」
に
、
や

は
り
オ
ラ
ン
ダ
に
注
文
し
て
い
た
「
朝
陽

丸
」
が
加
わ
り
、
江
戸
築
地
の
軍
艦
操
練

所
は
海
軍
教
育
の
中
心
と
な
っ
た
。
そ
れ

に
伴
っ
て
軍
艦
修
理
も
は
じ
ま
り
、
そ
の

修
理
の
場
所
が
築
地
新
町
の
中
堀
（
現
在

の
浦
賀
港
）
と
な
っ
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 

歴
史 

語
ら
い
座  

浦
賀
奉
行
所
編 

そ
の
二
十 

天
草
干
す
真
向
く
鋸
山
晴
る
る 

鈴
木 

 
ひ
ろ 

断
食
の
み
そ
ぎ
の
井
戸
や
落
椿 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

長
寿
の
心
得 

人
生
は
六
十
か
ら 

七
十
才
で
お
迎
え
の
来
た
時
は 

何
の
事
じ
ゃ
留
守
と
云
え 

八
十
才
で
お
迎
え
の
来
た
時
は 

ま
だ
ま
だ
早
い
と
云
え 

 

九
十
才
で
お
迎
え
の
来
た
時
は 

そ
う
急
が
ず
と
も
よ
い
と
云
え 

百
才
で
お
迎
え
の
来
た
時
は 

頃
を
見
て
こ
ち
ら
か
ら
ボ
ツ
ボ
ツ 

行
く
と
云
え 

 
 作

者
や
い
つ
頃
作
ら
れ
た
心
得
な
の
か
は 

わ
か
り
ま
せ
ん
。 

私
は
、
人
生
六
十
才
か
ら
の
年
に
生
死
を

彷
徨
う
大
病
を
し
ま
し
た
。
若
い
時
は
あ
ま

り
関
心
が
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
病
気
を
き

っ
か
け
に
、
改
め
て
「
長
寿
の
心
得
」
に
つ

い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

今
や
人
生
百
年
時
代
、
忙
し
く
て
諦
め
て

い
た
事
や
健
康
に
つ
い
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考

え
直
し
て
、
私
な
り
の
「
長
寿
の
心
得
」
が

描
け
る
よ
う
、
ラ
イ
フ
チ
ェ
ン
ジ
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 

ふ
な
っ
き
ー 

分館よりお知らせ 

長い間ご不便をおかけしま
したが、自動扉の修繕工事が
完了いたしました。 

今後も浦賀コミセン分館を
ご利用ください。 
 


