
 

 

 
 

                           

 

     

 

校
長
室
に
一
枚
の
写
真
が
飾
ら
れ

て
い
ま
す
。
な
ん
と
な
く
ぎ
こ
ち
な

さ
を
感
じ
る
人
物
は
、
吉
氷

よ

し

い

貫
一
校

長
先
生
、
人
形
は
、
ア
メ
リ
カ
の
子

供
た
ち
か
ら
贈
ら
れ
た
青
い
目
の
人

形
・
ベ
ッ
ト
ロ
ー
ち
ゃ
ん
で
す
。 
 

 

高
坂
小
学
校
は
、
大
正
一
五
年
（
一

九
二
六
年
）
に
開
校
し
た
創
立
九
六

年
の
古
い
小
学
校
で
す
。
当
時
三
八

才
だ
っ
た
初
代
校
長
の
吉
氷
先
生
は

先
生
た
ち
と
協
力
し
て
、
子
供
た
ち

の
教
育
に
励
ん
だ
と
い
い
ま
す
。 

あ
る
時
、
高
坂
小
学
校
出
身
の
年

配
の
ご
婦
人
か
ら
こ
ん
な
話
を
聞
き

ま
し
た
。「
朝
会
で
、
全
児
童
に
向
か

っ
て
校
長
先
生
が
『
平
和
の
お
使
い

の
お
名
前
は
？
』
と
聞
か
れ
、
私
た

ち
は
『
ベ
ッ
ト
ロ
ー
！
、
ベ
ッ
ト
ロ

ー
！
』
と
大
声
で
叫
ん
だ
こ
と
を
覚

え
て
い
ま
す
」
と
。 

吉
氷
先
生
は
、
ア
メ
リ
カ
の
子
供

た
ち
か
ら
贈
ら
れ
た
青
い
目
の
人
形

で
世
界
の
平
和
を
子
供
た
ち
に
教
え

た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

さ
て
、
青
い
目
の
人
形
を
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。今
か
ら
九
五
年
前
に
、

ア
メ
リ
カ
の
子
供
た
ち
か
ら
約
一
万

二
七
〇
〇
体
の
人
形
が
友
好
の
証
と

し
て
、
日
本
の
子
供
達
に
贈
ら
れ
た

も
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
お
礼
と

し
て
日
本
か
ら
も
五
八
体
の
日
本
人

形
が
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
何
か
バ
ラ

ン
ス
が
悪
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、

そ
れ
は
後
ほ
ど
お
話
し
ま
す
。 

時
は
昭
和
二
年(

一
九
二
七
年)

、

世
界
は
不
景
気
の
真
っ
た
だ
中
に
あ

り
ま
し
た
。
安
い
賃
金
で
も
真
摯
に

働
く
日
系
移
民
の
労
働
者
は
、
ア
メ

リ
カ
人
の
労
働
力
を
損
な
う
恐
れ
が

あ
る
と
し
て
、
激
し
い
迫
害
を
受
け

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
日
米

の
対
立
を
憂
慮
し
た
親
日
家
の
ギ
ュ

ー
リ
ッ
ク
牧
師
は
、
そ
の
懸
念
を
文

化
的
に
和
ら
げ
よ
う
と
、『
世
界
の
平

和
は
子
供
か
ら
』を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

子
供
た
ち
に
未
来
を
託
す
こ
と
を
提

唱
し
ま
し
た
。「
子
供
た
ち
は
お
人
形

が
好
き
だ
」「
日
本
に
は
ひ
な
祭
り
と

い
う
行
事
が
あ
る
」
と
、
人
形
を
通

じ
て
の
親
善
活
動
を
全
米
の
子
供
達

に
呼
び
か
け
ま
し
た
。
募
金
や
バ
ザ

ー
の
収
益
金
な
ど
で
廉
価
な
人
形
を

購
入
し
、
さ
ら
に
家
に
あ
る
人
形
な

ど
も
集
め
て
、
三
月
三
日
の
ひ
な
祭

り
を
目
指
し
て
船
便
で
日
本
に
送
ら

れ
ま
し
た
。
届
け
ら
れ
た
た
く
さ
ん

の
人
形
は
、
日
本
中
の
小
学
校
や
幼

稚
園
な
ど
に
広
く
贈
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
が
ベ
ッ
ト
ロ
ー
ち
ゃ
ん
で
す
。 

プ
レ
ゼ
ン
ト
は
親
し
い
人
に
す
る

の
が
一
般
的
で
す
が
、
前
述
し
た
よ

う
に
両
国
間
の
情
勢
は
最
悪
の
状
態

で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
草
の
根
外
交

の
は
し
り
と
も
い
え
る
民
間
外
交
に

立
ち
上
が
っ
た
人
々
が
い
ま
し
た
。

そ
の
一
人
が
渋
沢
栄
一
で
す
。
渋
沢

は
、
実
業
家
と
し
て
も
立
派
な
人
物

で
し
た
が
、
終
生
社
会
活
動
に
も
携

わ
り
、
青
い
目
の
人
形
に
よ
る
親
善

事
業
の
受
け
手
と
し
て
、『
国
際
児
童

親
善
会
』
を
結
成
し
会
長
に
就
任
し

ま
す
。
そ
こ
で
、
青
い
目
の
人
形
の

お
返
し
に
考
え
つ
い
た
の
が
、
答
礼

人
形
と
呼
ば
れ
た
、
八
〇
セ
ン
チ
も

の
ビ
ッ
ク
な
日
本
人
形
で
し
た
。
子

供
た
ち
か
ら
も
一
銭
ず
つ
集
め
ら
れ

製
作
さ
れ
た
人
形
は
、
ま
る
で
美
術

品
の
よ
う
な
大
変
精
巧
な
つ
く
り
で
、

高
価
な
衣
装
や
調
度
品
と
と
も
に
、

ク
リ
ス
マ
ス
に
贈
ら
れ
ま
し
た
。
ち

な
み
に
神
奈
川
県
の
子
供
た
ち
が
送

っ
た
お
人
形
は
神
奈
子

か

な

こ

と
呼
ば
れ
、

こ
の
写
真
も
高
坂
小
学
校
に
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。 

       

 

さ
て
高
坂
小
に
や
っ
て
き
た
人
形

は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

大
歓
迎
を
受
け
て
学
校
に
飾
ら
れ
た

人
形
の
行
方
は
分
か
ら
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
後
に
始
ま
っ
た
戦

争
に
よ
り
『
敵
性
ス
パ
イ
人
形
』
と

し
て
壊
さ
れ
た
り
、
燃
や
さ
れ
た
り

し
た
か
ら
で
す
。
ベ
ッ
ト
ロ
ー
ち
ゃ

ん
も
そ
の
一
体
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
中
に
は
そ
っ
と
隠

さ
れ
た
人
形
も
あ
り
、
全
国
で
約
三

三
〇
体
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
残

念
な
が
ら
横
須
賀
に
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
三
浦
半
島
で
は
葉
山
小
学
校
の

メ
リ
ー
さ
ん
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、

今
で
も
校
長
室
に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
葉
山
小
学
校
で
昭
和
一
三
年

か
ら
戦
後
の
二
一
年
ま
で
校
長
を
務

め
て
い
た
の
が
、
吉
氷
先
生
で
、
高

坂
小
の
次
に
赴
任
し
た
浦
賀
小
学
校

に
も
人
形
が
あ
っ
た
と
い
い
、
青
い

目
の
人
形
と
大
変
縁
の
深
い
先
生
だ

っ
た
よ
う
で
す
。 

戦
後
、
い
つ
の
間
に
か
人
形
の
こ

と
は
忘
れ
さ
ら
れ
、
し
ば
ら
く
し
て

突
然
人
形
が
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
今
、
葉
山
小
学
校
の
校
長

室
に
飾
ら
れ
て
い
る
メ
リ
ー
さ
ん
の

経
緯
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
想

像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
吉
氷
先

生
の
指
示
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（
仲
野 

正
美
） 

 
 ※

今
号
と
次
号
は
、
仲
野
正
美
さ
ん
に
担
当
い

た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 
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日
米
友
好
の
証
と
し
て
、
昭
和
初
期
に
贈
ら
れ
た
「
青
い
目
の
人
形
」
が
、
今

年
で
来
日
95
年
と
な
る
。
横
須
賀
の
小
学
校
や
幼
稚
園
に
も
贈
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
記
録
は
今
も
残
さ
れ
て
い
る
。 
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坂
小
学
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ベ
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目
の
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蹄
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づ

め

の
井
の
伝
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●
尾
張
会
所
の
設
置
計
画
● 

 

一
九
世
紀
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
尾
張

国
の
知
多
半
島
の
浦
々
を
拠
点
と
し
た
廻

船
が
、
大
阪
―
江
戸
間
の
物
流
に
大
き
な

変
化
を
も
た
ら
し
た
。 

こ
う
し
た
時
流
に
乗
っ
た
も
の
か
、
安

政
四
年
（
一
八
五
七
年
）
八
月
、
江
戸
南

新
堀
（
現
中
央
区
新
川
）
で
干
鰯
や
米
穀

を
商
っ
て
い
た
大
和
屋
市
兵
衛
と
い
う
商

人
か
ら
、「
浦
賀
に
尾
張
藩
の
廻
船
を
す
べ

て
掌
握
す
る
会
所
を
開
き
た
い
」
と
い
う

願
書
が
尾
張
藩
上
屋
敷
に
提
出
さ
れ
た
。 

◇ 

◇ 

◇ 

浦
賀
に
入
津
し
た
船
が
船
改
め
を
終
え
、

日
和
見
（
風
や
潮
待
ち
）
な
ど
で
し
ば
ら

く
浦
賀
に
停
泊
し
た
時
に
船
頭
や
乗
組
員

ら
が
宿
泊
す
る
の
が
『
船
宿
』
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
水
主

か

こ

と
呼
ば
れ
る
乗
組
員
ら

が
上
陸
す
る
際
の
身
分
保
障
や
積
み
荷
の

売
買
交
渉
な
ど
の
面
倒
も
み
て
お
り
、
廻

船
ご
と
に
決
ま
っ
た
船
宿
が
あ
っ
た
。 

大
和
屋
が
目
論
ん
だ
の
は
、浦
賀
に
『
会

所
』
を
開
設
し
、
尾
張
の
廻
船
の
船
宿
業

務
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
和
屋
の
願
書
に
よ
れ
ば
、「
尾
張
の
廻
船

数
は
二
五
〇
隻
ほ
ど
あ
り
、
年
に
五
往
復

ほ
ど
し
て
い
る
。
こ
れ
を
引
き
受
け
て
い

る
浦
賀
の
船
宿
は
三
軒
か
ら
四
軒
。
こ
れ

ら
す
べ
て
を
会
所
で
引
き
受
け
れ
ば
、
宿

泊
や
飲
食
に
必
要
な
経
費
を
差
し
引
い
て

も
五
〇
〇
両
ぐ
ら
い
の
上
納
金
を
毎
年
尾

張
藩
に
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
」「
浦
賀

に
お
け
る
積
み
荷
の
売
買
で
得
た
手
数
料

に
つ
い
て
は
、
私
ど
も
の
生
活
費
や
従
業

員
の
給
与
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ

ち
ら
も
軌
道
に
乗
れ
ば
、
生
活
費
の
残
り

は
全
て
上
納
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。 

ま
た
尾
張
藩
会
所
を
置
く
こ
と
で
、
異

国
船
来
航
時
の
藩
の
役
人
の
宿
泊
施
設
に

も
な
り
、
い
ち
早
く
情
報
を
流
す
こ
と
も

で
き
る
と
し
、
一
石
何
鳥
で
も
あ
る
こ
と

を
強
調
し
た
。
さ
ら
に
大
和
屋
は
、「
こ
の

会
所
を
『
尾
張
藩
会
所
』
と
い
う
公
式
な

も
の
に
す
る
と
、
浦
賀
奉
行
所
へ
の
届
け

出
な
ど
、
種
々
面
倒
で
手
間
も
か
か
る
。

会
所
の
名
目
を
外
し
門
構
え
も
せ
ず
に
、

表
向
き
は
、『
尾
張
藩
廻
船
御
用
達
』
と
い

う
こ
と
に
し
て
、
準
備
を
進
め
る
の
は
ど

う
か
」と
伺
い
を
立
て
、「
こ
の
や
り
方
は
、

加
賀
藩
か
ら
廻
船
御
用
達
を
命
ぜ
ら
れ
、

浦
賀
で
加
賀
藩
の
廻
船
の
管
理
を
し
て
い

る
掛
塚
屋
権
七
と
い
う
私
の
弟
が
既
に
行

っ
て
い
る
方
法
で
、
そ
の
時
の
申
請
書
類

の
写
し
と
ノ
ウ
ハ
ウ
は
弟
か
ら
受
け
て
い

る
。
あ
と
は
尾
張
藩
の
御
威
光
で
浦
賀
奉

行
所
へ
の
手
続
き
は
簡
単
に
済
む
こ
と
と

思
わ
れ
る
」
と
認

し
た
た

め
た
。 

こ
の
構
想
は
東
西
浦
賀
の
商
人
・
船
宿

の
強
靭
な
反
対
に
あ
っ
た
。
西
か
ら
江
戸

屋
六
兵
衛
・
松
崎
屋
与
兵
衛
、
東
か
ら
は

木
屋
市
兵
衛
・
加
茂
屋
勘
兵
衛
が
代
表
と

な
り
、
ま
ず
大
和
屋
の
素
性
の
調
査
を
始

め
た
。
そ
の
結
果
、
江
戸
で
の
実
績
も
そ

れ
ほ
ど
で
は
な
く
、
信
用
と
い
う
点
で
は

い
さ
さ
か
難
点
の
多
い
商
人
で
あ
る
こ
と

を
突
き
止
め
た
。
さ
ら
に
、
浦
賀
に
お
け

る
尾
張
廻
船
と
浦
賀
の
商
人
と
の
つ
な
が

り
に
つ
い
て
、
尾
張
廻
船
の
代
表
格
で
あ

る
内
海
船

う

つ

み
ぶ

ね

が
運
ん
で
く
る
商
品
を
ど
こ
で

ど
の
く
ら
い
捌
け
る
の
か
な
ど
の
適
格
な

情
報
提
供
を
し
て
い
る
こ
と
や
、
東
北
か

ら
の
荷
物
を
江
戸
で
は
な
く
、
浦
賀
で
積

み
替
え
を
し
て
、
内
海
船
で
関
西
方
面
へ

送
る
手
は
ず
を
整
え
る
な
ど
、
浦
賀
の
商

人
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
信
頼
関
係
が
構

築
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
か
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
実
情
は
、
廻
船
側
か
ら
も
支

持
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は

浦
賀
奉
行
所
を
経
由
し
て
、
尾
張
藩
へ
伝

え
ら
れ
た
。 

一
年
以
上
も
続
い
た
大
和
屋
と
浦
賀
の

商
人
と
の
抗
争
は
、「
大
和
屋
が
提
案
し
た

額
ま
で
は
で
き
な
く
と
も
、
い
く
ら
か
の

も
の
を
上
納
し
て
も
ら
え
れ
ば
…
」
と
い

う
尾
張
藩
側
か
ら
の
逆
提
案
を
浦
賀
の
商

人
が
飲
む
形
で
落
着
し
た
。 

 

 
 

お申し込みは 
こちらから 
（電子申請） 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2752/uragabunka/ 

  浦賀文化のバックナンバーはこちらから→ 

 

＊＊＊ 歴史講座 ＊＊＊ 

浦賀奉行所の終焉と 
浦賀の町のゆくえ 

日時：11/30・12/7・14・21 
13：30～15：30（毎水曜日） 

場所：浦賀コミセン分館 
定員：抽選 40 名 
締切：11 月 14 日（月）必着 
講師：山本詔一氏 

＊詳細は、チラシをご覧ください。 

夕
虹
や
ぽ
ん
ぽ
ん
船
の
ゆ
く
渡
し 

大
塚
遊
球
子 

灯
明
堂
蟬
の
声
降
る
磯
伝
ひ 

鈴
木 

ひ
ろ 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

こ
れ
か
ら
の
季
節
、
魚
に
脂
が
乗
り
、
果
実
が
た

わ
わ
に
実
り
、
た
っ
ぷ
り
と
大
地
の
栄
養
を
蓄
え
た

根
菜
類
、
山
に
は
自
然
薯
や
香
り
高
い
キ
ノ
コ
が
自

生
す
る
。
食
い
し
ん
坊
の
私
に
は
た
ま
ら
な
い
季
節

で
あ
る
。
こ
れ
ら
旬
の
食
材
た
ち
が
出
回
る
と
「
栗

ご
飯
が
食
べ
た
い
」
と
手
を
黒
く
し
て
皮
と
渋
皮
を

剥
き
、
銀
杏
を
買
っ
て
き
て
は
銀
杏
だ
ら
け
の
茶
碗

蒸
し
を
作
る
の
で
あ
る
。
キ
ノ
コ
の
王
様
松
茸
は
、
食

べ
た
い
欲
求
と
値
段
と
の
葛
藤
が
始
ま
り
値
段
の
高

さ
に
負
け
て
買
う
の
を
諦
め
る
の
が
常
で
あ
る
。
天

然
物
の
舞
茸
は
目
が
飛
び
出
る
ほ
ど
高
い
が
香
り
と

味
は
天
下
一
品
！
地
鶏
と
舞
茸
の
鍋
、
炊
き
込
み

ご
飯
は
大
好
物
の
一
つ
で
も
あ
る
。 

か
ぼ
ち
ゃ
は
冬
至
に
食
べ
る
が
、
冬
が
旬
で
は
な

い
。
な
ぜ
？
と
疑
問
を
感
じ
調
べ
て
み
る
と
、
「
冬
至

（
冬
）
の
七
草
」
な
る
も
の
が
出
て
き
た
。
春
や
秋
は

耳
に
す
る
が
、
冬
は
今
ま
で
聞
い
た
記
憶
が
無
い
。 

な
ん
き
ん
、
れ
ん
こ
ん
、
に
ん
じ
ん
、
ぎ
ん
な
ん
、 

き
ん
か
ん
、
か
ん
て
ん
、
う
ん
ど
ん
（饂
飩
）。 

名
前
に
『ん
（運
）』が
二
つ
重
な
る
「運
盛
り
」食

材
。
こ
れ
ら
を
冬
に
食
べ
て
運
を
呼
び
込
む
の
だ
そ

う
だ
。
と
て
も
日
本
人
ら
し
い
運
の
扱
い
方
。
今
年
の

冬
至
に
は
「冬
の
七
草
」
な
る
も
の
を
食
べ
て
運
気
を

も
り
も
り
呼
び
込
み
た
い
も
の
だ
。  

（
ハ
マ
ー
） 
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