
高
い
山
に
囲
ま
れ
た
天
然
の
良
港

鎮
守
府
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
だ
し
た
の

は
明
治
９（
1
8
7
6
）年
ご
ろ
。
横
浜
に
仮

設
し
て
い
た
鎮
守
府
は
明
治
17（
1
8
8
4
）

年
に
移
転
し
、横
須
賀（
神
奈
川
県
）で
開
庁
。

そ
の
後
、22（
1
8
8
9
）年
に
呉（
広
島
県
）、

佐
世
保（
長
崎
県
）の
順
で
開
庁
す
る
中
、同
年

に
は
舞
鶴
に
も
鎮
守
府
が
置
か
れ
る
こ
と
が

決
定
し
た
。

鎮
守
府
の
設
置
が
決
ま
る
ま
で
、度
重
な

る
測
量
や
調
査
、視
察
が
あ
り
、日
本
海
側
の

舞
鶴
、敦
賀（
福
井
県
）、三
国（
福
井
県
）な
ど

諸
港
の
測
量
調
査
が
行
わ
れ
た
。そ
し
て
、日

本
海
側
の
中
央
に
位
置
し
、深
く
入
り
組
ん

だ
天
然
の
良
港
と
港
の
背
後
は
高
く
険
し
い

山
が
あ
る
こ
と
が
決
め
手
と
な
り
舞
鶴
が
選

ば
れ
た
。諸
国
か
ら
の
移
動
は
船
が
主
流
だ
っ

た
た
め
、湾
口
の
狭
さ
や
山
か
ら
の
監
視
の

し
や
す
さ
が
海
軍
の
守
り
の
要
と
な
る
鎮
守

府
に
は
必
要
だ
っ
た
。

も
う
一
つ
、舞
鶴
が
選
ば
れ
た
大
き
な
理
由

に
ロ
シ
ア
の
脅
威
が
あ
っ
た
。当
時
、ロ
シ
ア

の
中
国
や
朝
鮮
半
島
へ
の
進
出
で
、日
本
と

の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
。
初
代
内
閣
総
理

大
臣
の
伊
藤
博
文
も
、戦
略
上
の
理
由
か
ら
、

ロ
シ
ア
に
最
も
近
い
舞
鶴
へ
の
鎮
守
府
設
置

の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

設
置
が
決
定
す
る
と
瞬
く
間
に
、軍
港
都
市

へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

海
軍
用
地
の
買
収
と
舞
鶴
出
身
の

海
軍
次
官
・
伊
藤
雋と

し
よ
し吉

鎮
守
府
開
庁
が
決
定
し
、次
に
待
っ
て
い

た
の
は
、軍
港
整
備
に
伴
う
村
々
の
用
地
買

収
だ
っ
た
。
寺
川
河
口
か
ら
市
役
所
付
近
を

経
て
余
部
下
の
約
82
万
平
方
㍍
が
買
収
さ
れ

た
。
し
か
し
、ほ
か
の
鎮
守
府
を
建
設
す
る

た
め
、舞
鶴
鎮
守
府
の
着
工
は
遅
れ
、買
収
金

が
支
払
わ
れ
な
い
ま
ま
立
ち
退
き
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
故
郷
の
窮
状
を
見
か

ね
て
、舞
鶴
出
身
で
当
時
、海
軍
省
艦
政
局
長

を
務
め
て
い
た
伊
藤
雋
吉
が
買
収
計
画
を
速

や
か
に
決
定
。買
収
金
が
支
払
わ
れ
、明
治
24

（
1
8
9
1
）年
に
は
移
転
が
完
了
し
た
。

伊
藤
は
、田
辺
藩
の
藩
士
出
身
で
、軍
艦「
金

剛
」の
初
代
艦
長
な
ど
艦
長
と
し
て
洋
上
で

活
躍
し
た
後
、海
軍
次
官
な
ど
要
職
を
歴
任

し
、日
清
戦
争
の
戦
功
も
あ
り
、男
爵
を
叙
爵

さ
れ
た
。
男
爵
以
上
は
華
族（
貴
族
階
級
）と

呼
ば
れ
る
が
、舞
鶴
出
身
の
華
族
は
藩
主
の

牧
野
家
と
伊
藤
だ
け
だ
っ
た
。

伊
藤
は
舞
鶴
鎮
守
府
開
庁
の
影
の
立
役
者

で
あ
る
。

鎮
守
府
は
戦
艦
の
修
理
な
ど
が
あ
る
た
め
、

都
市
か
ら
離
れ
た
秘
密
を
守
れ
る
と
こ
ろ
が

適
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
日
本
に
は
ま
だ

大
き
な
造
船
所
が
な
く
、イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ

ン
ス
な
ど
外
国
に
軍
艦
を
発
注
し
て
買
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
風
を
利
用
す
る
帆は

ん
せ
ん船

が
主
流
だ
っ
た
の
で
、波
が
少
な
く
、戸
島
が

邪
魔
を
し
て
入
り
づ
ら
い
東
舞
鶴
の
港
は
発

展
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
手
つ
か
ず
の
湾

で
、湾
口
が
狭
く
、中
に
入
る
と
湾
が
広
く
、

奥
に
平
地
が
あ
り
、湾
を
囲
む
高
い
山
が
あ
っ

た
当
時
の
東
舞
鶴
は
、軍
港
の
整
備
に
は
も
っ

て
こ
い
の
場
所
だ
っ
た
ん
で
す
。
現
在
の
新

舞
鶴
小
学
校
付
近
や
北
吸
交
差
点
付
近
の
山

裾
を
削
っ
た
土
砂
や
岩
石
で
田
畑
や
海
を
埋

め
立
て
て
碁
盤
目
の
ま
ち
が
で
き
あ
が
り
ま

し
た
。

鎮
守
府
開
庁
に
あ
わ
せ
て
新
し
く
誕
生
し

た「
新
舞
鶴
町
」と「
余
部
町（
中
舞
鶴
町
）」は
、

の
ち
に
田
辺
城
の
城
下
町
だ
っ
た
舞
鶴
町
と

合
併
し
て
舞
鶴
市
に
な
り
ま
す
。

郷土資料館 館長
　 吉岡 博之さん

選ばれたまち
　　　　舞 鶴

海
上
保
安
庁
海
図
1
5
0
周
年

舞
鶴
鎮
守
府
開
庁
1
2
0
年
特
別
企
画

鎮
守
府
が
や
っ
て
来
た
！

海
の
地
図
と
伊
藤
雋
吉
と
海
軍

舞
鶴
鎮
守
府
ゆ
か
り
の
歴
史
資
料
の
展
示
。

鎮
守
府
開
庁
ま
で
の
経
緯
を
、鎮
守
府
誘
致

に
尽
力
し
た
元
田
辺
藩
士
で
海
軍
次
官（
中

将
）伊
藤
雋
吉
や
彼
が
関
わ
っ
た
水
路
局（
現

海
上
保
安
庁
海
洋
情
報
部
）に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
て
い
ま
す
。

【
日
時
】10
月
２
日
㈯
～
31
日
㈰
９
時
～
17
時

【
場
所
】赤
れ
ん
が
３
号
棟

【
内
容
】❖
海
図
で
見
る
舞
鶴
鎮
守
府（
舞
鶴
港
）

の
変
遷（
明
治
20
年
～
昭
和
20
年
の
海
図
、計

測
機
器
な
ど
）❖
水
路
局
発
足
と
鎮
守
府
開
庁

に
関
わ
っ
た
伊
藤
雋
吉
と
鎮
守
府
開
庁
、新

市
街
地
建
設

【
問
い
合
わ
せ
先
】文
化
振
興
課（
☎
66
・
１
０

１
９
）

▲海軍次官・伊藤雋吉

【特集】海軍舞鶴鎮守府開庁１２０年

▲海図【明治20年】
◀六分儀（上）軍機海
図【昭和18年】（下）

吉岡さん、この
人って…？

あ、伊藤雋吉さんやね！

な
ど
な
ど
…

　
も
っ
と
詳
し
く
知
れ
る
展
示
が
10
月

　
に
あ
る
ん
だ
け
ど
、来
な
い
？

彼は学問を推奨していた田辺藩の
下級藩士で君たちと同じくらいの
16歳のころに東京に派遣され、大村
益次郎という大砲や兵学に優れた
人の下で学んだ賢い人でね…

五老ヶ岳公園から見える舞鶴湾

そうなんですね！

ぜひ！


