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幕
末
に
日
本
人
が
初
め
て
自
力
で

太
平
洋
を
横
断
し
た
船
は
咸
臨
丸
。

こ
の
船
が
太
平
洋
を
横
断
し
た
こ
と

は
正
し
い
と
し
て
も
、「
初
め
て
」
と

か
「
自
力
で
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に

疑
問
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
咸
臨
丸
は
、
な
ぜ
太
平
洋

を
渡
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
の
か
？

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、こ
の
際
、

明
確
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
た
理
由
は
、
ア

メ
リ
カ
と
の
友
好
親
善
を
図
る
た
め

の
書
類
（
親
書
）
を
持
っ
て
行
っ
た

こ
と
で
す
。
正
式
な
使
節
は
、
ア
メ

リ
カ
海
軍
の
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
で
す
。

咸
臨
丸
の
役
割
は
、
ポ
ー
ハ
タ
ン
号

に
万
が
一
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
沈
没

し
た
時
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
国
籍

を
も
つ
咸
臨
丸
に
も
同
じ
書
類
を
積

ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。 

ま
ず
、
日
本
人
が
船
に
乗
っ
て
太

平
洋
を
初
め
て
横
断
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
第
三
十
一
号
『
三
浦
按
針
』

に
書
い
た
よ
う
に
、
田
中
勝
介
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

自
力
で
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

日
本
人
以
外
に
ア
メ
リ
カ
人
船
員
が

十
一
人
乗
り
組
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
も
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。 

勝
海
舟
は
艦
長
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
実
質
的
に
は
艦
長
役
を
務
め

て
い
ま
し
た
が
、
正
式
に
は
教
授
方

頭
取
と
い
う
肩
書
き
し
か
持
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。 

さ
ら
に
、
福
沢
諭
吉
が
浦
賀
の
女

郎
屋
で
失
敬
し
て
き
た
「
ウ
ガ
イ
茶

碗
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は

正
し
い
よ
う
で
す
。そ
の
理
由
は
、『
福

翁
自
伝
』
に
明
確
に
描
か
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。 

浦
賀
に
上
陸
し
て
酒
を
飲
ま
う
で

は
な
い
か
と
云
出
し
た
者
が
あ
る
。
何

れ
も
同
説
で
、
夫
れ
か
ら
陸お

か

に
上
が
つ

て
茶
屋
見
た
や
う
な
處と

こ
ろ

に
行い

っ

て
、
さ
ん

ざ
ん
酒
を
飲
で
、
サ
ア
船
に
歸か

え

る
と
云

ふ
時
に
、
誠
に
手
癖
の
悪
い
話
で
、
其
茶

屋
の
廊
下
の
棚
の
上
に
嗽

う
が
い

茶
碗
が
一
つ

あ
つ
た
、
是
れ
は
船
の
中
で
役
に
立
ち

さ
う
な
物
だ
と
思
て
、
一
寸
と
私
が
そ

れ
を
盗
ん
で
来
た
。
其そ

の

時
は
冬
の
事
で
、

サ
ア
出

帆
し
た
所
が
大

嵐
、
毎

日
々
々
の
大
嵐
、
な
か
な
か
茶
碗
に
ご

飯
を
盛
つ
て
本
式
に
喫た

べ
る
な
ん
と
云

ふ
こ
と
は
容
易
な
事
で
は
な
い
。
所
が

私
の
盗
だ
嗽
茶
碗
が
役
に
立
て
、
其
中

に
一
杯
飯
を
入
れ
て
、
其
上
に
汁
で
も

何
で
も
皆
掛
け
て
、
立
て
食
ふ
。
誠
に

世
話
の
な
い
話
で
、
大
層
便
利
を
得
て
、

亜
米
利
加
ま
で
行
て
、
歸
り
の
航
海
中

も
毎
日
用
ひ
て
、
到
頭
日
本
ま
で
持
て

帰
て
、
久
し
く
私
の
家
に
ゴ
ロ
チ
ャ
ラ
し

て
居
た
。
程ほ

ど

經へ

て
聞
け
ば
其
浦
賀
で
上

陸
し
て
飲
食
ひ
し
た
處
は
遊
女
屋
だ

と
云
ふ
。
夫そ

れ
は
其
當
時
私
は
知
ら
な

か
つ
た
が
、
さ
う
し
て
見
る
と
彼
の
大
き

な
茶
碗
は
女
郎
の
嗽
茶
碗
で
あ
つ
た
ら

う
。
思
へ
ば
穢き

た

な
い
や
う
だ
が
、
航
海
中

は
誠
に
調
法

ち
ょ
う
ほ
う

、
唯
一
の
寶

た
か
ら

物も
の

で
あ
つ
た

の
が
可
笑

お

か

し
い
。 

『福
翁
自
伝
』 

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
今
の
私
た

ち
が
持
っ
て
い
る
咸
臨
丸
に
関
す
る

知
識
は
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
も

の
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
咸
臨
丸
の
乗
組

員
が
日
本
人
だ
け
で
九
十
六
人
も
い

た
こ
と
に
は
驚
き
ま
す
。 

明
治
時
代
に
日
本
の
近
代
化
に
貢

献
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
福
沢
諭
吉

は
、
木
村
摂
津
守
に
再
三
の
願
い
を

し
、
従
者
と
し
て
乗
船
し
た
そ
う
で

す
。
ま
た
、
通
訳
と
し
て
乗
組
ん
だ

中
浜
（
ジ
ョ
ン
）・
万
次
郎
は
、
既
に

ア
メ
リ
カ
仕
込
み
の
英
語
力
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
彼
の
存
在
は
日
米
友

好
に
ど
れ
ほ
ど
役
に
立
っ
た
か
、
計

り
知
れ
ま
せ
ん
。 

最
後
に
、「
咸
臨
」
と
は
、「
君
臣

く
ん
し
ん

互

い
に
親
し
み
厚
く
、
情
を
持
っ
て
互

い
に
協
力
し
合
う
」
と
い
っ
た
意
味

が
あ
り
、『
易
経
』
の
最
後
に
繰
り
返

し
、
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

今
年
も
浦
賀
の
春
を
告
げ
る
「
咸

臨
丸
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
、
に
ぎ

や
か
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
奇
跡
的
と

も
言
え
る
太
平
洋
航
海
を
無
事
に
終

え
て
帰
国
す
る
ま
で
の
約
三
ヵ
月
を

記
念
し
て
、
毎
年
、
浦
賀
で
お
祭
り

が
行
わ
れ
て
い
る
意
味
を
、
も
っ
と

深
く
考
え
た
い
も
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
芳
賀
久
雄
） 

 

咸
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ん

臨
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ん

丸
ま 

る

 
 

江
戸
幕
府
の
蒸
気
軍
艦
「
咸
臨
丸
」
は
、
一
八
五
七
年
オ
ラ
ン
ダ
で
建
造

さ
れ
た
。
一
八
六
〇
年
一
月
、
横
浜
で
ブ
ル
ッ
ク
大
尉
た
ち
を
乗
せ
た
後
、

浦
賀
で
最
終
積
み
込
み
を
し
、
荒
れ
る
冬
の
太
平
洋
へ
出
航
し
た
。 
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●
『
近
世
浦
賀
畸
人
伝
』Ⅰ

● 

―
畸
人
伝

き

じ

ん
で

ん

の
誕
生
― 

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
八
月
、

浦
賀
の
干
鰯

ほ

し

か

問
屋
の
主
人
・
樋
口
有
柳

う
り
ゅ
う（

吉

左
衛
門
）
が
ま
と
め
、
書
き
記
し
た
『
近

世
浦
賀
畸
人
伝
』
が
出
来
上
が
っ
た
。 

こ
の
本
に
登
場
す
る
人
た
ち
は
、
江
戸

時
代
後
期
に
浦
賀
で
、
そ
れ
も
東
浦
賀
で

活
躍
し
た
村
役
人
、
問
屋
の
主
人
、
僧
侶
、

医
師
、船
乗
り
、
職
人
な
ど
二
十
二
人
に
、

編
著
者
の
樋
口
有
柳
の
父
親
を
い
れ
て
合

計
二
十
三
人
が
物
故
順
に
並
べ
ら
れ
て
い

る
。 な

ぜ
『
畸
人
伝
』
を
作
ろ
う
と
思
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
樋
口
が
自

ら
著
わ
し
た
序
文
の
中
に
あ
る
。
そ
こ
に

は
「
浦
賀
湊
は
全
国
か
ら
船
が
入
り
、
大

変
に
ぎ
や
か
な
町
で
あ
る
。
し
か
し
、
人

と
し
て
の
営
み
は
、
ご
く
短
い
も
の
で
あ

る
。
」
と
記
し
、
「
歳
月
は
多
く
の
尊
い
人

を
奪
っ
て
し
ま
う
の
で
、
せ
め
て
日
ご
ろ

か
ら
集
い
、
活
躍
し
て
い
た
人
た
ち
を
一

枚
の
紙
に
綴
っ
て
、
残
そ
う
で
は
な
い
か

と
話
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
話
を

し
て
い
た
仲
間
の
帯
雨

た

い

う

と
士
口

し

こ

う

も
黄
泉
の

国
に
旅
だ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
残
っ
た

自
分
が
ま
と
め
役
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」

と
、
記
し
て
い
る
。 

当
時
の
浦
賀
の
人
び
と
は
、
多
く
の
著

名
人
と
交
友
関
係
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
中

か
ら
、
江
戸
時
代
後
期
の
漢
詩
の
世
界
の

第
一
人
者
で
あ
っ
た
大
窪
詩
仏

し

ぶ

つ

が
「
序
」

を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
窪
詩

仏
と
交
友
関
係
を
持
つ
よ
う
な
文
化
人
の

い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
江
戸
時

代
後
期
の
浦
賀
を
見
る
う
え
で
重
要
な
こ

と
で
あ
ろ
う
。 

さ
ら
に
『
畸
人
伝
』
の
序
は
無
尽
老
人

む
じ
ん
ろ
う
じ
ん

（
藤
沢
宿
の
俳
人
石
年

せ
き
ね
ん

こ
と
阿
部
元
道
）

で
、
石
年
は
相
州
の
文
人
た
ち
幅
広
い
交

流
が
あ
り
、
彼
が
序
を
記
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
本
の
注
目
度
が
相
州
一

円
か
ら
東
海
道
筋
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と

を
想
像
さ
せ
る
。 

『
畸
人
伝
』
に
唯
一
あ
る
さ
し
絵
は
、

著
名
な
画
家
・
谷
文
晁

ぶ
ん
ち
ょ
う

の
子
の
文
二
が
描

い
て
く
れ
た
。
こ
こ
だ
け
見
て
も
、
江
戸

の
出
版
物
に
見
劣
り
の
し
な
い
こ
の
本
は
、

木
版
四
十
丁
の
版
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
後
序
は
浦
賀
と
つ
な
が
り
の
深

い
紀
州
の
学
者
で
あ
り
、
詩
人
の
霞
峰

か

ほ

う(

垣

内
定
こ
と
菊
池
海
荘)

が
記
し
て
い
る
。
垣

内
は
こ
の
な
か
で
「
山
川
の
霊
気
が
逸
材

を
生
む
」
と
い
い
、
浦
賀
を
取
り
巻
く
環

境
が
多
く
の
逸
材
を
輩
出
す
る
原
動
力
に

な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。 

―
二
人
の
仲
間
― 

『
畸
人
伝
』
の
二
十
三
人
は
物
故
順
に

並
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
初
の
二

人
は
こ
の
本
を
企
画
し
た
樋
口
有
柳
の
二

人
の
仲
間
、
石
井
八
右
衛
門
（
帯
雨
）
と

石
井
三
郎
兵
衛
（
士
口
）
で
あ
る
。
帯
雨

と
士
口
は
た
だ
仲
間
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

東
浦
賀
村
の
名
主
や
年
寄
役
を
代
々
歴
任

し
て
い
る
名
門
で
あ
り
、
こ
の
企
画
を
し

て
い
た
時
期
も
帯
雨
が
名
主
で
、
士
口
が

年
寄
役
を
任
せ
ら
れ
て
い
た
。
浦
賀
の
名

主
は
大
変
格
式
が
あ
り
、
浦
賀
奉
行
が
認

可
し
た
者
で
な
け
れ
ば
や
れ
な
か
っ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二
人
の
家
は
奉
行

所
の
お
墨
付
き
の
家
で
あ
っ
た
。 

帯
雨
は
服
部
南
郭

な
ん
か
く

の
門
人
に
漢
詩
を
習

い
、
ま
た
俳
諧
を
好
ん
だ
。
お
酒
を
飲
ん

で
い
る
と
き
で
も
上
品
で
風
雅
の
あ
る
詩

を
詠
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
堅
物

の
窮
屈
な
も
の
で
は
な
く
、
狂
歌
も
詠
む

粋
な
人
で
あ
っ
た
。
帯
雨
は
四
十
三
才
で

没
し
て
い
る
。 

士
口
も
ま
た
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
謡
曲

を
好
み
、
鼓
を
習
っ
た
。
書
は
松
平
定
信

に
も
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
書
家
の

陸
龍
涯

り
く
り
ゅ
う
が
い

に
就
い
て
本
格
的
に
勉
強
を
し
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
ず
か
三
十
九

才
と
い
う
若
さ
で
没
し
て
い
る
。 

こ
の
二
人
の
若
き
リ
ー
ダ
ー
は
、
三
浦

半
島
で
一
番
経
済
力
の
あ
る
村
を
治
め
る

だ
け
で
な
く
、
文
化
人
と
し
て
も
一
流
で

あ
り
〝
こ
れ
ぞ
浦
賀
の
顔
〟
と
い
う
二
人

で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
あ
ま
り
に
も
早

い
別
れ
は
、
樋
口
有
柳
だ
け
で
な
く
、
浦

賀
全
体
と
し
て
も
残
念
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。 

 

                               

                   

             

私
の
息
子
は
高
校
で
ク
イ
ズ
研
究
部
に
所
属
し
て

い
ま
す
。
テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
で
や
っ
て
い
る
よ

う
な
こ
と
を
部
活
と
し
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

先
日
「
こ
れ
分
か
る
？
」
と
い
わ
れ
た
ク
イ
ズ
の

問
題
が
、
全
く
わ
か
ら
ず
悔
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。

高
校
の
漢
文
の
授
業
で
習
う
そ
う
で
す
。
皆
さ
ん
も

解
い
て
み
て
く
だ
さ
い
！ 

唐
の
詩
人
賈
島

か

と

う

が
科
挙
の
試
験
に
行
く
途
中
、

自
作
の
詩
の
中
の
文
を
「
扉
を
お
す
」
に
す
る
か 

「
扉
を
た
た
く
」
に
す
る
か
迷
っ
て
い
る
う
ち
に
、

韓
愈

か

ん

ゆ

（
長
安
の
知
事
）
の
馬
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
い
う
話
に
由
来
す
る
故
事
成
語
は
な
ん
で
し
ょ
う 

☆
ヒ
ン
ト
☆
「
お
す
」
と
「
た
た
く
」
を
組
み
合
わ
せ
た

漢
字
二
文
字
。
文
章
を
何
度
も
練
り
直
す
と

い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。 

答
え
は
よ
く
知
ら
れ
た
単
語
で
す
よ
。 

解
ら
な
か
っ
た
ら･

･
･
 
 

分
館
の
職
員
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
！ 

 

観音崎砲台を中心に戦争遺跡から見た浦賀の

近代歴史を学び、旧陸海軍施設跡を巡ります。 
* * * * 

①５月 17日(土) 座学(浦賀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ分館) 

②５月 24日(土) 初夏の観音崎と砲台めぐり 

③５月 31日(土) 戦争遺跡めぐり     

（①9:30～11:30 ②9:30～12:00 ③9:30～13:00） 

定員：①抽選 35名、②③抽選 20名 

締切：４月 21日（月）必着 

お好きな講座を選んで受講できます。詳細は、

広報よこすか､浦賀TODAY４月号をご覧ください。 

 

 

 

 

浦賀コミュニティセンター分館 

講座開催のお知らせ 
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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/） 

～身近な戦争遺跡を巡る～ 


