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冬
の
澄
ん
だ
空
気
の
中
で
、
東
京

湾
に
目
を
や
る
と
、
背
後
に
横
た
わ

る
房
総
半
島
の
手
前
、
猿
島
の
右
手

沖
合
に
二
基
の
人
工
島
が
見
え
ま
す
。

こ
れ
は
海
堡

か
い
ほ
う

と
呼
ば
れ
る
人
工
の
島

で
す
。
も
と
も
と
三
基
あ
っ
た
海
堡

の
う
ち
横
須
賀
市
側
に
あ
る
第
三
海

堡
は
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
破
滅
的

な
被
害
を
受
け
ほ
と
ん
ど
の
構
造
物

が
海
中
に
没
し
暗
礁
化
し
、
東
京
湾

の
海
の
銀
座
と
い
う
異
名
を
も
つ
浦

賀
水
道
を
往
来
す
る
船
舶
に
危
険
が

生
じ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
平
成
十
九

年
、
陸
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

海
堡
と
は
、
砲
台
を
設
置
す
る
た

め
に
海
上
に
設
置
さ
れ
た
人
工
の
島

を
い
い
ま
す
。
東
京
湾
に
明
治
か
ら

大
正
期
に
造
ら
れ
た
海
堡
は
、
首
都

防
衛
の
生
命
線
と
し
て
重
要
な
役
割

を
担
う
も
の
で
し
た
。 

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
西
洋
諸

国
の
船
舶
が
近
海
に
現
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
国
土
を
守
る
た
め
に
海

防
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
ま
す
。
東

京
湾
の
入
口
に
位
置
す
る
浦
賀
に
奉

行
所
が
設
け
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
一

環
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
幕
末

の
こ
ろ
に
、
西
洋
諸
国
が
植
民
地
政

策
の
も
と
に
東
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て

き
た
と
い
う
国
際
情
勢
も
大
き
な
要

因
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
は
観
光
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
人
気
の
あ
る
品
川
の

「
お
台
場
」
も
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に

来
航
し
た
こ
と
を
契
機
に
設
け
ら
れ

た
砲
台
の
ひ
と
つ
で
し
た
。 

さ
て
、
東
京
湾
に
設
置
さ
れ
た
三

基
の
海
堡
に
つ
い
て
話
を
戻
し
ま
し

ょ
う
。 

海
堡
の
建
設
を
中
心
に
な
っ
て
推

進
し
た
人
物
は
、
西
田
明
則
で
す
。 

西
田
明
則
は
、
文
政
十
年
（
一
八

二
七
）、
山
口
県
岩
国
の
算
術
家
の
家

に
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。
明
則
は
、

早
く
か
ら
数
学
の
才
能
を
現
す
一
方
、

幕
末
か
ら
漢
学
廃
止
論
を
唱
え
た
り
、

イ
ギ
リ
ス
人
を
招
い
て
藩
の
子
弟
の

教
育
に
当
る
な
ど
、
革
新
的
な
性
格

の
持
ち
主
で
し
た
。 

陸
軍
卿･

山
県
有
朋
の
目
に
留
ま

っ
た
西
田
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）、
四
十
五
歳
の
時
に
上
京
し
て
兵

部
省
に
入
り
、
兵
営
、
士
官
学
校
、

幼
年
学
校
な
ど
の
建
築
に
従
事
し
ま

し
た
。
明
治
七
、
八
年
こ
ろ
、
首
都

防
衛
の
た
め
の
議
論
が
活
発
に
な
る

中
で
、
西
田
自
身
も
東
京
湾
に
要
塞

を
建
設
す
る
必
要
を
上
申
し
て
い
た

と
言
い
ま
す
。 

第
一
海
堡
は
明
治
十
四
年
か
ら
、

第
二
海
堡
は
明
治
二
十
二
年
か
ら
、

第
三
海
堡
は
明
治
二
十
五
年
か
ら
着

工
さ
れ
、
第
一
、
第
二
海
堡
は
明
治

中
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
竣
工

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
第
三
海
堡
は

水
深
四
十
メ
ー
ト
ル
と
深
い
う
え
に

潮
流
も
早
く
、
そ
の
築
造
に
お
け
る

危
惧
の
念
か
ら
反
対
意
見
が
続
出
し

た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
中
で
西
田
は

自
分
自
身
も
潜
水
服
を
身
に
着
け
て

海
に
潜
る
な
ど
、
生
涯
を
海
堡
建
設

に
捧
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、
西
田
は

第
三
海
堡
が
大
正
十
年
に
竣
工
す
る

の
を
待
た
ず
に
明
治
三
十
九
年
五
月
、

七
十
九
歳
で
他
界
し
ま
し
た
。 

第
三
海
堡
は
完
成
か
ら
わ
ず
か
二

年
後
の
関
東
大
震
災
で
水
没
し
、
実

際
に
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
建
設
技
術
は

今
日
の
海
洋
・
港
湾
建
設
技
術
の

礎
い
し
ず
え

と
な
り
、
多
大
な
経
験
と
教
訓
を
与

え
て
く
れ
ま
し
た
。 

三
つ
の
海
堡
が
見
え
る
場
所
で
あ

る
衣
笠
山
公
園
頂
上
に
海
堡
建
設
事

業
に
尽
し
た
西
田
明
則
を
称た

た

え
「
西

田
明
則
君
之
碑
」
が
設
置
さ
れ
、
大

正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
四
月
に
除

幕
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

平
成
十
二
年
か
ら
十
九
年
に
か
け

て
陸
上
に
引
き
揚
げ
ら
れ
た
第
三
海

堡
の
構
造
物
は
、
国
土
交
通
省
か
ら

横
須
賀
市
に
移
管
さ
れ
、
現
在
、
市

の
重
要
文
化
財
指
定
を
受
け
、
う
み

か
ぜ
公
園
と
夏
島
都
市
緑
地
内
に
、

文
化
遺
産
と
し
て
展
示･

保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。 
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明
治
時
代
に
三
基
建
設
さ
れ
た
東
京
を
守
る
海
上
要
塞
の
一
つ
で
あ
る

第
三
海
堡
は
、
当
時
の
世
界
最
先
端
の
技
術
を
結
集
し
、
三
十
年
に
及
ぶ

難
工
事
の
末
に
竣
工
し
た
。 
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●
サ
ラ
セ
ン
号
来
航
● 

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
四
月
二
十
九

日
、
イ
ギ
リ
ス
の
捕
鯨
船
・
サ
ラ
セ
ン
号

が
来
航
し
た
。 

第
一
報
は
浦
賀
港
に
入
港
し
た
廻
船
が

房
総
半
島
の
洲
崎
沖
を
航
行
し
て
い
る
異

国
船
あ
り
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
浦
賀

奉
行
所
は
直
ち
に
小
田
原
藩
と
浦
郷
の
陣

屋
を
構
え
て
い
た
川
越
藩
、
さ
ら
に
房
総

半
島
の
竹
岡
陣
屋
へ
異
国
船
来
航
の
知
ら

せ
を
送
っ
た
。 

サ
ラ
セ
ン
号
は
午
後
三
時
ご
ろ
、
浦
賀

沖
へ
停
泊
し
た
。
サ
ラ
セ
ン
号
の
来
航
目

的
は
、
食
糧
や
水
を
供
給
し
て
も
ら
う
こ

と
で
あ
り
、
サ
ラ
セ
ン
号
の
乗
組
員
た
ち

は
飢
餓
状
態
で
あ
っ
た
。 

幕
府
の
異
国
船
対
策
が「
薪
水
給
与
令
」

で
あ
る
こ
と
は
太
平
洋
洋
上
で
捕
鯨
活
動

を
し
て
い
る
欧
米
の
船
に
は
知
ら
れ
て
お

り
、
究
極
の
事
態
に
な
っ
た
ら
江
戸
へ
行

け
ば
、
何
等
か
の
方
法
で
解
決
で
き
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

と
い
う
の
も
、
こ
の
サ
ラ
セ
ン
号
が
江

戸
湾
に
入
っ
て
来
て
、
奉
行
所
の
番
船
が

近
づ
く
と
サ
ラ
セ
ン
号
の
乗
組
員
が
「
エ

ド
・
エ
ド
」
と
発
し
て
お
り
、
そ
の
必
死

な
状
況
を
見
た
役
人
た
ち
は
怯
ん
で
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
正

式
な
記
録
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
平
戸
藩
主
の
松
浦
静
山

が
記
し
た
『
甲
子

か

っ

し

夜
話

や

わ

』
に
は
「
船
は
浦

賀
を
過
ぎ
て
富
津
の
方
へ
一
里
ば
か
り
乗

り
入
れ
た
の
で
、
浦
賀
奉
行
所
の
与
力
・

同
心
が
乗
り
付
け
、
異
人
を
諭
し
て
、
浦

賀
へ
引
き
戻
し
た
と
言
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
実
は
江
戸
へ
向
か
っ
て
い
る
異
国
船

に
追
い
つ
い
た
が
、
浦
賀
の
役
人
は
乗
り

込
む
こ
と
が
出
来
ず
、
遅
々
と
し
て
い
る

状
況
を
み
た
水
主

か

こ

が
異
国
船
に
飛
び
移
り
、

浦
賀
の
方
向
を
指
し
て「
エ
ド
」と
言
い
、

船
の
舵
を
切
ら
せ
て
、
浦
賀
沖
へ
停
泊
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
船
乗
り
の
機
転
で
難
を
逃
れ
た

浦
賀
奉
行
所
は
こ
の
事
実
を
隠
そ
う
と
し

た
が
、
船
乗
り
の
口
に
は
戸
を
立
て
る
こ

と
が
で
き
ず
知
れ
渡
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。 

『
甲
子
夜
話
』
は
誰
か
ら
上
記
の
よ
う

な
ニ
ュ
ー
ス
を
入
手
し
た
の
か
。
そ
れ
は

こ
の
事
件
に
通
詞
と
し
て
幕
府
が
派
遣
し

た
天
文
方
の
馬
場
佐
十
郎
に
松
浦
公
の
家

臣
を
付
け
さ
せ
た
の
で
、
こ
の
者
が
江
戸

へ
帰
っ
て
か
ら
見
聞
き
し
た
一
部
始
終
を

話
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

五
月
四
日
に
馬
場
と
足
立
左
内
が
浦
賀

へ
到
着
し
、
サ
ラ
セ
ン
号
の
乗
組
員
の
中

に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
で
き
る
者
が
お
り
、
こ

の
者
を
通
じ
て
サ
ラ
セ
ン
号
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
た
。 

五
月
五
日
、
異
国
船
が
旗
を
た
く
さ
ん

建
て
て
、
き
れ
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
訳
を
聞
く
と
、
日
曜
日
と
い
う
祝
日

と
の
こ
と
。
船
に
磁
石
と
時
計
が
あ
り
、

時
計
は
高
さ
九
セ
ン
チ
ほ
ど
の
砂
時
計
で

あ
り
、
こ
れ
で
時
刻
を
計
っ
て
い
る
。
舳

先
に
は
人
形
が
あ
り
、
人
形
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
勇
者
サ
ラ
セ
ン
像
で
あ
り
、
そ
れ
で

こ
の
船
が
サ
ラ
セ
ン
号
と
い
う
船
名
で
あ

っ
た
。 

サ
ラ
セ
ン
号
は
捕
鯨
船
で
あ
る
の
で
、

船
内
に
は
大
き
な
銛も

り

が
十
本
ほ
ど
あ
り
、

石
の
か
ま
ど
が
二
か
所
あ
り
、
こ
こ
で
捕

っ
た
ク
ジ
ラ
か
ら
直
ち
に
油
を
取
る
作
業

が
行
わ
れ
る
。 

乗
組
員
は
ラ
シ
ャ
の
長
そ
で
の
者
や
木

綿
や
麻
の
シ
ャ
ツ
姿
で
あ
り
、
髪
の
毛
は

ざ
ん
ぎ
り
で
ち
ぢ
れ
毛
で
茶
色
、
船
長
は

も
み
あ
げ
か
ら
鼻
の
下
ま
で
ひ
げ
が
あ
り
、

武
者
絵
に
描
か
れ
た
朝
比
奈
義
秀
の
よ
う

で
あ
り
、
眼
は
赤
く
、
背
丈
は
高
い
と
日

本
人
と
の
比
較
も
行
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
長
い
航
海
を
す
る
船
の
中
に
は

大
工
道
具
も
あ
り
、
の
こ
ぎ
り
や
か
ん
な

が
日
本
の
も
の
と
使
用
方
法
が
違
う
こ
と
。

さ
ら
に
船
内
に
イ
ン
コ
が
お
り
、
美
し
い

鳥
で
あ
る
こ
と
や
船
内
の
明
か
り
が
ラ
ン

プ
で
明
る
い
こ
と
な
ど
、
異
国
船
探
検
が

楽
し
く
、
驚
き
の
連
続
で
あ
っ
た
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
。 

サ
ラ
セ
ン
号
は
水
や
食
料
を
も
ら
い
、

五
月
八
日
浦
賀
港
を
出
て
行
っ
た
。 

 
 

 

                               

                     

           

 

少
し
前
の
お
話
で
す
が
、
秋
ご
ろ
に
分
館
の
近

く
に
ハ
ト
の
巣
が
あ
っ
た
の
を
ご
存
じ
で
す
か
？

事
務
所
の
窓
か
ら
見
え
る
場
所
に
巣
作
り
し
、
ヒ

ナ
が
ヒ
ョ
コ
ヒ
ョ
コ
顔
を
出
し
、
と
て
も
か
わ
い

ら
し
か
っ
た
で
す
。 

 

そ
う
い
え
ば
、
こ
こ
浦
賀
に
引
っ
越
し
て
ウ
ン

十
年
、
様
々
な
生
き
物
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
タ
ヌ

キ
、
リ
ス
、
ヘ
ビ
、
コ
ウ
モ
リ
、
ム
カ
デ
、
カ
ブ

ト
ム
シ
、
ク
ワ
ガ
タ
、
ト
カ
ゲ
、
ヤ
モ
リ
な
ど
…
。 

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ご
近
所
に
ウ
グ
イ
ス
や

ス
ズ
メ
の
巣
、
庭
に
ヘ
ビ
の
抜
け
殻
、
そ
し
て
、

な
ん
と
ミ
ツ
バ
チ
の
お
引
っ
越
し
に
も
遭
遇
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
ウ
ァ
ー
ン
と
い
う
音
と
と
も

に
空
一
面
が
真
っ
暗
に
な
り
、
あ
っ
、
と
思
っ
た

時
に
は
自
宅
の
梅
の
木
に
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
！
） 

 

海
や
歴
史
な
ど
の
魅
力
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

都
心
に
近
い
の
に
自
然
の
魅
力
も 

た
く
さ
ん
あ
る
浦
賀
な
の
で
し
た
。 

 

 

「浦賀の近代遺産」 
―ドックと砲台― 

* * * * * 

２月 15日（土）～23日(日) 

10時～16時（入場無料） 
 

浦賀ドックや砲台などの資料・写真・

パネルの展示を行います。 

また、基調講演「横須賀のレンガと

浦賀ドック」や浦賀ドックミニツアー

などを企画しております。 

詳細は、広報よこすか､浦賀 TODAYを

ご覧ください。 

 

 

 

 

浦賀コミュニティセンター分館 
【特別企画展示会】のお知らせ 

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

三
十
六 

 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

笑 話 一 題 

 

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/） 


