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東
北
の
福
島
県
地
方
の
春
は
遅
く
、

雪
解
け
水
の
せ
せ
ら
ぎ
に
招
か
れ
る
か

の
よ
う
に
、
梅
と
桃
、
そ
し
て
桜
の
花

が
一
斉
に
咲
き
ほ
こ
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
福
島
県
に
は
三
春

み

は

る

地
方
と
い

う
地
名
も
生
ま
れ
た
と
い
い
ま
す
。
さ

て
、
寒
か
っ
た
冬
も
一
息
つ
い
て
、
よ

う
や
く
春
の
訪
れ
を
感
じ
る
頃
と
な
り

ま
し
た
。 

 

今
年
は
、
平
成
十
七
年
四
月
十
七
日

に
、
横
須
賀
市
が
福
島
県
会
津
若
松
市

と
友
好
都
市
の
提
携
を
し
て
か
ら
十

周
年
と
い
う
節
目
の
年
に
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
両
市
が
提
携
を
結
ぶ
き
っ
か

け
と
な
っ
た
出
来
事
を
ご
紹
介
し
ま
し

ょ
う
。 

福
島
県
会
津
地
方
と
三
浦
半
島
と

の
関
わ
り
は
長
く
、
古
く
は
鎌
倉
時
代

の
初
期
に

遡
さ
か
の
ぼ

り
ま
す
。
武
士
に
よ
る

初
め
て
の
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
を

開
い
た
源
頼
朝
が
壇
ノ
浦
の
合
戦
（
寿

永
四
年
・
一
一
八
五
年
）
で
平
氏
を
滅

亡
さ
せ
た
後
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九

年
）
に
東
北
地
方
で
栄
華
を
誇
っ
て
い

た
藤
原
氏
を
平
定
す
る
た
め
に
兵
を
挙

げ
ま
し
た
。
遠
く
岩
手
・
平
泉
の
地
に

遠
征
し
て
の
藤
原
一
族
平
定
の
成
功

の
裏
に
は
、
三
浦
一
族
の
活
躍
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
い
く
さ
に
功
績
を
あ
げ

た
三
浦
（
佐
原
）
義
連

よ
し
つ
ら

に
対
し
て
、
源

頼
朝
は
恩
賞
と
し
て
陸
奥
国
会
津
の

四
郡
（
会
津
、
大
沼
、
河
沼
、
耶
麻
）

を
領
地
と
し
て
与
え
ま
し
た
。そ
の
後
、

宝
治
合
戦
（
宝
治
元
年
・
一
二
四
七
年
）

に
お
い
て
、
三
浦
氏
は
宿
敵
で
あ
る
北

条
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
北
条
氏
の
側
に
つ
い
て
生
き

延
び
た
佐
原
一
族
の
子
孫
が
会
津
に

入
っ
て
葦
名

あ

し

な

氏
を
名
乗
り
ま
し
た
。
こ

の
葦
名
氏
は
、
初
代
葦
名
光
盛
か
ら
戦

国
時
代
に
伊
達
政
宗
に
滅
ぼ
さ
れ
る

ま
で
の
四
百
年
に
わ
た
り
会
津
地
方

の
支
配
を
続
け
ま
し
た
。 

葦
名
氏
の
血
を
引
く
一
族
に
と
り
、

義
連
の
菩
提
寺
で
あ
る
横
須
賀
市
岩

戸
の
満
願
寺
は
、
今
も
な
お
祖
先
ゆ
か

り
の
地
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

 

時
代
は
下
る
こ
と
六
百
年
あ
ま
り

を
経
た
十
九
世
紀
、
江
戸
時
代
の
後
期

に
入
る
と
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
沿

岸
に
は
西
洋
諸
国
の
船
が
訪
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
欧
米
列

強
の
ア
ジ
ア
進
出
に
よ
る
外
圧
が
わ
が

国
に
も
及
ん
で
き
た
の
で
す
。
浦
賀
の

沖
に
現
れ
た
外
国
船
か
ら
、
薪
や
水
、

食
糧
な
ど
を
要
求
さ
れ
る
事
態
に
遭

遇
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。幕
府
は
、

三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
時
代
か
ら
祖

法
と
し
て
の
鎖
国
政
策
を
守
り
続
け

て
き
ま
し
た
が
、
世
界
情
勢
が
急
展
開

す
る
中
、日
本
の
沿
岸
に
海
防
の
必
要

性
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

首
都
の
入
口
に
位
置
す
る
三
浦
半
島

の
重
要
性
が
増
す
に
つ
れ
て
、
幕
府
は

文
化
七
年
（
一
八
一
〇
年
）
か
ら
約
十

年
間
に
わ
た
り
会
津
藩
に
沿
岸
防
備

を
命
じ
ま
し
た
。 

雪
深
い
山
国
の
会
津
地
方
か
ら
、最

も
多
い
時
で
二
千
名
に
及
ぶ
藩
士
と

そ
の
家
族
が
三
浦
半
島
に
派
遣
さ
れ

て
き
た
と
い
い
ま
す
。
会
津
藩
の
手
に

よ
り
観
音
崎
と
三
崎
に
陣
屋
が
設
け

ら
れ
ま
し
た
。全
く
環
境
の
異
な
る
海

沿
い
の
防
備
を
任
さ
れ
た
会
津
の
人

た
ち
は
、慣
れ
な
い
土
地
に
来
て
言
葉

の
違
い
や
船
の
操
縦
な
ど
四
苦
八
苦

の
連
続
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
の
こ
ろ
三
浦
半
島
に
来
て
い
た
会

津
藩
の
人
々
は
子
弟
に
教
育
を
施
す

た
め
の
学
校
を
設
け
て
い
ま
し
た
。
学

校
は
鴨
居
と
三
崎
に
あ
り
ま
し
た
。
鴨

居
の
学
校
を
養
正
館

よ
う
せ
い
か
ん

と
呼
ん
で
い
ま

し
た
。
会
津
に
復
元
さ
れ
た
旧
藩
校
の

日
新
館
の
様
子
か
ら
想
像
す
る
と
、
武

道
の
訓
練
の
ほ
か
、
四
書
五
経
と
い
わ

れ
る
中
国
古
典
や
会
津
地
方
で
重
ん

じ
ら
れ
て
き
た
「
什

じ
ゅ
う

の
掟
」
と
い
う

徳
目
が
教
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。「
什
の
掟
」
と
い
う
徳
目
は

会
津
若
松
市
内
の
所
々
に
掲
示
さ
れ

て
お
り
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
目
に

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

こ
う
し
た
会
津
と
三
浦
半
島
の
歴

史
を
ひ
も
と
く
中
か
ら
、
会
津
若
松

市
に
根
付
い
て
き
た
伝
統
文
化
を
学

ぶ
と
と
も
に
、
横
須
賀
市
浦
賀
地
域

の
文
化
を
発
信
し
、
お
互
い
の
交
流

の
中
か
ら
生
ま
れ
る
友
好
関
係
を
実

り
あ
る
も
の
に
し
て
い
き
た
い
も
の

と
考
え
ま
す
。 

 「
あ
い
づ
っ
こ
宣
言
」
現
代
版
什
の
掟 

一 

人
を
い
た
わ
り
ま
す 

二 

あ
り
が
と
う 

 
 

ご
め
ん
な
さ
い
を
言
い
ま
す 

三 

が
ま
ん
を
し
ま
す 

四 

卑
怯
な
ふ
る
ま
い
を
し
ま
せ
ん 

五 

会
津
を
誇
り
年
上
を
敬
い
ま
す 

六 

夢
に
向
か
っ
て
が
ん
ば
り
ま
す 

や
っ
て
は
な
ら
ぬ 

や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ 

な
ら
ぬ
こ
と
は 

な
ら
ぬ
も
の
で
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

文
化
七
年
（
一
八
一
〇
年
）
、
幕
府
の
命
に
よ
り
江
戸
湾
を
警
備
す
る

こ
と
と
な
っ
た
会
津
藩
は
、
一
家
を
あ
げ
て
三
浦
半
島
へ
移
住
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
鴨
居
周
辺
に
は
会
津
藩
士
と
そ
の
家
族
の
墓
が
、
数

多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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謎
の
〝
Ｕ
Ｆ
Ｏ
〟 

「
光
の
尾
を
引
く
隕
石
？
」 

こ
れ
ま
で
Ｕ
Ｆ
Ｏ
は
、
世
界
中
の
空
で
目
撃
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
北
米
の
目
撃
例
が
多
く
報
じ
ら
れ
て
き
た

な
か
、
最
近
の
情
報
に
よ
る
と
、
中
南
米
で
の
目
撃
が

頻
繁
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。 

動
画
で
見
る
か
ぎ
り
、
光
の
尾
を
引
き
な
が
ら
空
中

を
移
動
す
る
姿
は
、
隕
石
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ま
た

は
、
別
の
自
然
現
象
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

一
方
、
光
の
尾
で
は
な
く
、
鮮
明
な
輪
郭
を
も
っ
て

出
現
す
る
飛
行
物
体
の
姿
は
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
存
在
を
確
信

せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

光
り
輝
く
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
正
体
、 

あ
な
た
は
何
を
感
じ
ま
す
か
。 

（
れ
な
マ
マ
） 

●
『
近
世
浦
賀
畸
人
伝
』Ⅴ

● 
 

―
吉
崎
杉
調

さ
ん
ち
ょ
う

― 

 

杉
調
は
子
ど
も
の
時
の
名
を
留
蔵
と
い

い
、
そ
の
後
宗
助
・
宗
四
郎
と
改
め
て
い

る
。
吉
崎
姓
は
東
浦
賀
村
で
は
年
寄
役
の

家
格
で
あ
る
が
、
畸
人
伝
の
文
中
で
は
そ

れ
ら
し
き
紹
介
は
な
い
。 

 

お
酒
を
嗜

た
し
な

む
こ
と
が
好
き
で
あ
る
が
酔

っ
て
乱
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
大
変

な
力
持
ち
で
将
棋
盤
を
右
手
で
持
ち
上
げ

左
手
で
扇
を
使
っ
た
り
、
ま
た
将
棋
盤
を

持
ち
上
げ
て
お
い
て
、
持
ち
上
げ
た
盤
へ

駒
を
並
べ
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
ほ
ど

の
血
気
盛
ん
な
怪
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。 

 

一
方
、
俳
諧
を
好
み
こ
の
時
代
の
雪
中

庵
（
大
島
）
寥
太

り
ょ
う
た

の
門
人
で
、
小
田
原
を

中
心
に
活
躍
し
て
い
た
葎
雪
庵

り
つ
せ
つ
あ
ん

（
岩
波
）

午
心
に
師
事
と
い
う
よ
り
は
追
っ
か
け
に

近
い
ほ
ど
の
め
り
込
ん
で
い
た
。
俳
号
を

寿
客
と
改
め
た
と
あ
る
が
前
の
俳
号
は
不

詳
で
あ
る
。 

 

若
く
し
て
病
に
侵
さ
れ
、
こ
れ
が
不
治

の
病
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
こ
の
世
に

未
練
を
の
こ
さ
ず
、
心
た
く
ま
し
く
念
仏

を
唱
え
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、

俳
諧
仲
間
で
も
あ
る
友
人
の
斎
藤
練
之

れ

ん

し

と

幸
保

こ

う

ぼ

定
虎
（
こ
の
二
人
は
こ
の
後
「
畸
人

伝
」
に
登
場
す
る
）
ら
が
見
舞
い
に
く
る

と
「
今
日
申
の
刻
（
午
後
４
時
こ
ろ
）
に

生
涯
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
い
、

今
生
の
別
れ
ま
で
酒
を
と
、
お
膳
を
用
意

さ
せ
て
盃
を
傾
け
続
け
、
酔
い
が
ま
わ
る

程
に
な
っ
た
が
、
生
涯
を
閉
じ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
す
る
と
「
今
日
は
死
に
い
た

る
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
放
っ
て
、「
ま
た

今
度
来
て
く
れ
」
と
客
を
帰
し
た
。 

ま
た
、
茶
事
を
好
む
田
村
時
調
が
見
舞

い
に
来
た
と
き
に
も
酒
肴
を
用
意
し
、
熱

心
に
俳
諧
の
話
を
し
た
。
そ
の
中
で
、
時

調
が
死
に
臨
み
辞
世
の
句
を
怠
ら
な
い
よ

う
に
と
励
ま
し
た
。
杉
調
は
拙

つ
た
な

き
も
の
を

残
さ
な
い
の
も
甲
斐
性
と
笑
い
、
こ
れ
ま

で
に
作
っ
た
句
の
中
か
ら
自
選
し
た
三
十

句
を
短
冊
に
と
、
筆
を
執
っ
て
二
十
五
葉

ま
で
き
た
時
に
絶
命
し
た
。
そ
の
時
刻
は

申
の
刻
で
あ
っ
た
。 

 

ま
こ
と
に
壮
年
期
に
心
穏
や
か
に
す
べ

て
を
成
し
遂
げ
た
感
が
あ
る
の
は
、
平
生

か
ら
の
信
を
守
り
、
義
を
行
う
強
い
心
根

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
法
名
は
俳
号

か
ら
寿
客
居
士
と
い
う
。
享
年
三
十
一
才
。 

 

―
宮
原
阿
久

あ
き
ゅ
う

― 

 

阿
久
は
東
浦
賀
で
も
最
大
の
干
鰯
問

屋
・
宮
原
屋
次
兵
衛
の
息
子
で
あ
り
、「
畸

人
伝
」
に
掲
載
さ
れ
た
人
物
の
中
で
も
っ

と
も
若
く
し
十
六
才
で
世
を
去
っ
た
。 

子
ど
も
の
こ
ろ
は
久
米
松
と
い
い
、
宮

原
屋
の
本
店
が
あ
る
紀
伊
国
宮
原
（
現
在

の
和
歌
山
県
有
田
市
宮
原
）
で
、
三
代
次

兵
衛
（
こ
の
人
も
こ
の
後
「
畸
人
伝
」
に

宮
原
石
二
と
し
て
登
場
）
の
子
と
し
て
生

ま
れ
た
。 

 

江
戸
時
代
初
期
に
隆
盛
を
誇
っ
た
浦
賀

の
干
鰯
問
屋
も
十
八
世
紀
に
入
る
と
陰
り

が
見
え
、世
代
交
代
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
時
期
に
浦
賀
へ
進
出
し
て
き
た

の
が
、
紀
州
の
商
人
で
あ
っ
た
。
宮
原
屋

次
兵
衛
は
「
宮
次
」、
宮
原
屋
与
右
衛
門
は

「
宮
与
」
と
呼
ば
れ
、
東
浦
賀
の
干
鰯
問

屋
の
二
代
巨
頭
で
あ
る
と
と
も
に
、
東
浦

賀
で
事
あ
る
と
き
に
は
必
ず
両
宮
原
屋
の

意
向
が
尊
重
さ
れ
る
ほ
ど
力
を
持
つ
ま
で

に
成
長
し
て
い
た
。 

 

阿
久
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
秀
で
た
存

在
で
、
中
国
の
故
事
に
あ
る
「
孔
融
梨
を

譲
る
」（「
畸
人
伝
」
で
は
棗

な
つ
め

に
な
っ
て
い

る
）
の
孔
融
に
も
負
け
ぬ
聡
明
さ
で
あ
っ

た
。
七
、
八
才
か
ら
書
を
好
み
、
特
に
こ

の
時
代
を
代
表
す
る
書
家
で
儒
学
者
、
洒

落
本
作
家
で
も
あ
っ
た
東
江（
沢
田
）源
鱗

げ
ん
り
ん

か
ら
中
国
の
蘇
東
坡

そ

と

う

ば

（
蘇
軾

そ
し
ょ
く

と
も
い
い
宋

時
代
を
代
表
す
る
書
家
・
詩
人
）
ま
で
興

味
を
広
げ
て
い
っ
た
。
十
六
才
で
浦
賀
へ

来
て
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
漢
詩
人
・

大
窪
詩
佛
に
巡
り
合
い
、文
か
ら
書
へ
と
、

そ
の
才
能
を
伸
ば
し
て
い
く
と
こ
ろ
で
、

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
惜
し
い
こ
と
で

あ
っ
た
。 

後
年
浦
賀
を
訪
れ
た
大
窪
詩
佛
は
彼
の

た
め
に
追
悼
の
書
を
認
め
た
。 

 

   

                                    

                                 

   

歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

四
十
一 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

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/） 

 横須賀製鉄所（造船所）創設 150 周年記念事業 

ヨコスカ開国物語 
～日本近代幕開けは横須賀から始まった～ 

 
日本近代化の基礎をつくった

横須賀製鉄所（造船所）の歴史

を基礎から学ぶ講座です。講師

は山本詔一さん。 

＊＊＊＊＊ 

５/29、６/５・12・19・26（全 5 回） 

［毎回金曜日 13:30～15：30］ 

浦賀コミュニティセンター分館 
 

詳細、お申込み方法は「広報 

よこすか」「浦賀ＴＯＤＡＹ」を

ご覧ください。 
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～俳句の散歩道～ 
 

横須賀製鉄所（造船所）創設 150周年記念事業 

ヨコスカ開国物語 
～日本近代幕開けは横須賀から始まった～ 
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※
当
館
に
投
句
箱
を
設
置
し
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し
た
。
浦
賀
に
ち
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ん
だ
俳
句
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
ご
投
句
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
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