
 

 

                            

 

 

               

私
た
ち
の
暮
ら
す
横
須
賀
市
に
は
、

多
く
の
文
化
財
が
存
在
す
る
。
そ
の

件
数
、
内
容
に
つ
い
て
は
『
新
横
須

賀
市
史 

別
編
◇
文
化
遺
産
』
の
詳

細
な
解
説
を
見
る
と
、
今
さ
ら
な
が

ら
驚
か
さ
れ
る
。
横
須
賀
市
は
文
化

行
政
の
一
環
と
し
て
「
市
民
文
化
資

産
」（
文
化
財
に
は
指
定
さ
れ
て
い
な

い
が
、
市
民
生
活
に
密
着
し
広
く
親

し
ま
れ
、
将
来
も
大
切
に
保
存
す
べ

き
文
化
的
価
値
の
あ
る
資
産
）
と
い

う
ユ
ニ
ー
ク
な
制
度
を
設
け
、
私
た

ち
の
身
近
に
存
在
す
る
有
形
・
無
形

の
文
化
財
の
保
護
に
努
め
て
き
た
。

今
回
ご
紹
介
す
る
、
西
叶
神
社
の
拝

殿
を
飾
る
龍
の
彫
刻
も
そ
の
一
つ
で

あ
る
。 

三
浦
半
島
に
お
い
て
、
三
崎
と
東

西
の
浦
賀
は
、
江
戸
や
上
方
（
関
西

方
面
）
と
海
上
交
通
で
直
接
結
ば
れ

て
お
り
、
日
本
各
地
の
文
化
の
影
響

を
受
け
つ
つ
発
展
し
て
き
た
。
浦
賀

は
、
古
代
か
ら
中
世
、
そ
し
て
近
世

～
近
現
代
に
至
る
ま
で
、
日
本
の
歴

史
の
節
目

く
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
。
特
に
江
戸
期
に
お
い

て
は
、
日
本
の
繊
維
産
業
を
側
面
か

ら
支
え
て
い
た
干
鰯
問
屋
の
隆
盛
、

首
都
江
戸
へ
の
入
口
に
位
置
す
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
防
衛
拠
点
と
し
て
奉

行
所
が
置
か
れ
て
か
ら
の
船
番
所
の

重
要
な
任
務
、
幕
末
か
ら
近
現
代
に

か
け
て
の
商
工
業
の
発
展
な
ど
、
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
。 

こ
う
し
た
浦
賀
の
繁
栄
は
、
文
化

の
面
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ

た
。先
に
述
べ
た「
市
民
文
化
資
産
」

と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
、
将
来
に

わ
た
り
保
護
を
託
さ
れ
た
市
民
文
化

資
産
の
一
つ
で
あ
る
西
叶
神
社
の
拝

殿
彫
刻
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。 

◇ 

◇ 

◇ 

そ
も
そ
も
叶
神
社
の
淵
源

え
ん
げ
ん

は
、
平

安
時
代
の
末
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

上
総
国
鹿
野
山

か

の

う
ざ

ん

で
修
行
を
し
て
い
た

京
都
神
護
寺
の
文
覚

も
ん
が
く

上
人
は
、
平
治

の
乱
で
敗
北
し
た
源
氏
の
再
興
を
祈

願
し
、
養
和
元
年
（
一
一
八
一
年
）、

対
岸
の
浦
賀
に
京
都
の
石
清
水

い

わ

し
み

ず

八
幡

を
勧
請

か
ん
じ
ょ
う

（
＝
分
霊
）
し
た
こ
と
に
始

ま
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
源
頼
朝
に

よ
る
鎌
倉
幕
府
の
樹
立
と
い
う
上
人

の
望
み
が
叶
っ
た
こ
と
か
ら
、
叶
神

社
と
命
名
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
歴
史
を
持
つ
西
叶
神
社

で
あ
る
が
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七

年
）に
、浦
賀
の
大
火
に
よ
り
拝
殿
、

本
殿
と
も
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

当
時
、
神
社
を
治
め
て
い
た
第
六
十

八
代
の
法
印
実
如

じ
つ
に
ょ

に
よ
り
、
天
保
十

三
年
に
は
三
千
両
も
の
大
金
を
か
け

て
再
建
に
成
功
し
た
。
こ
の
と
き
、

社
殿
の
内
外
に
施
さ
れ
た
彫
刻
制
作

を
請
け
負
っ
た
の
が
後
藤
利
兵
衛
で

あ
る
。当
時
の
浦
賀
の
豪
商
た
ち
が
、

巨
富
を
投
じ
て
神
社
の
再
建
に
寄
与

し
た
と
い
う
。
浦
賀
経
済
の
実
力
を

彷
彿
と
さ
せ
る
。 

再
建
は
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四

〇
年
）
三
月
か
ら
始
ま
り
、
約
二
年

の
歳
月
を
か
け
て
完
成
し
た
。
こ
の

と
き
、
利
兵
衛
は
二
十
八
歳
の
若
さ

だ
っ
た
。
そ
の
費
用
は
四
百
両
以
上

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
利
兵
衛
が
請

け
負
っ
た
彫
刻
は
、社
殿
の
向
拝

ご

は

い
（
正

面
階
段
の
上
に
張
り
出
し
た
ひ
さ
し

の
部
分
）
や
、
向
拝
柱
（
向
拝
の
屋

根
を
支
え
る
左
右
の
柱
）
な
ど
に
彫

刻
さ
れ
た
「
松
に
鶴
」・「
梅
に
鶯
」・

「
菊
花
」・「
玉
取
竜
」、
そ
れ
に
格ご

う

天

井
の
「
二
十
八
態
の
竜
」
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
大
事
業
の
完
成
に
よ
り
、

利
兵
衛
の
名
声
は
一
気
に
高
ま
っ
た

と
い
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
今
日

で
も
利
兵
衛
の
出
世
作
と
し
て
、
ま

た
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
の
最
高
傑

作
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。 

利
兵
衛
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八

一
五
年
）
に
安
房
国
朝
夷

あ

さ

い

郡
（
現
在

の
南
房
総
市
千
倉
町
北
朝
夷
）
で
生

ま
れ
た
。
大
工
の
家
に
生
ま
れ
た
利

兵
衛
は
、
幼
名
を
若
松
と
言
い
、
幼

少
の
こ
ろ
か
ら
身
の
周
り
に
あ
る
大

工
道
具
を
見
て
育
っ
た
。
鑿の

み

や
鉋

か
ん
な

を

自
在
に
扱
い
、
文
政
十
一
年
（
一
八

二
八
年
）、
十
四
歳
の
頃
に
彫
っ
た
と

い
う
大
黒
天
立
像
や
賓
頭
盧

び

ん

ず

る

尊
者
立

像
は
、
今
で
も
愛
宕
神
社
に
残
っ
て

お
り
、
波
の
伊
八
と
異
名
を
と
る

武
士

た

け

し

伊
八
郎
信
由

の
ぶ
よ
し

の
作
品「
波
と
竜
」

な
ど
と
と
も
に
南
房
総
市
の
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

天
保
八
年
（
一
八
三
七
年
）、
二
十

三
歳
の
と
き
に
江
戸
京
橋
の
彫
刻
師

後
藤
三
次
郎
恒
俊
の
弟
子
に
な
り
、

師
匠
か
ら
「
後
藤
」
の
苗
字
を
も
ら

い
、
後
藤
利
兵
衛
橘
義
光
と
名
乗
っ

て
い
る
。 

京
都
や
鎌
倉
で
も
作
品
を
残
し
た

利
兵
衛
は
、
結
婚
後
は
国
に
戻
り
、

明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）、
四

月
二
十
二
日
、
八
十
八
歳
で
他
界
し

た
。
墓
標
は
南
房
総
市
千
倉
町
寺
庭

の
西
養
寺
に
あ
る
。 

 ※
筆
者
の
推
測
で
は
あ
る
が
、
叶
神
社
の

名
称
は
、文
覚
上
人
の
願
い
が
叶
っ
た
と
い

う
、い
わ
ば
語
呂
合
わ
せ
に
よ
る
命
名
と
い

う
よ
り
も
、上
人
が
修
行
に
励
ん
だ
と
い
う

上
総
の
鹿
野
山
を
起
源
に
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。 
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江
戸
時
代
後
期
、
安
房
国
に
は
安
房
の
三
名
工
と
呼
ば
れ
た
三
人
の
名
工
が

い
ま
し
た
。
彫
工
の
後
藤
利
兵
衛
と
波
の
伊
八
、
石
工
の
武
田
石
翁
で
す
。 

浦
賀
に
は
、
二
人
の
名
彫
工
の
作
品
が
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

♦♦♦ 浦賀奉行所は 2020 年に開設 300 周年を迎えます ♦♦♦ 

西
叶
神
社
彫
刻
と
後
藤
利
兵
衛 
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●
干
鰯
問
屋
と
奉
行
所
● 

 

東
浦
賀
に
店
を
構
え
る
こ
と
が
条
件
で
、

浦
賀
の
干
鰯
問
屋
は
魚
肥
取
引
の
営
業
権

利
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。村
高
が
六
十
二

石
ば
か
り
の
小
さ
な
東
浦
賀
村
に
と
っ
て
、

こ
の
干
鰯
問
屋
の
存
在
が
生
命
線
で
あ
っ

た
。奉
行
所
の
移
転
先
が
浦
賀
に
決
ま
り
、

し
か
も
東
浦
賀
の
大
半
が
奉
行
所
関
連
用

地
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
村
に
と
っ
て
は
死

活
問
題
で
、だ
か
ら
こ
そ
村
を
あ
げ
て
反
対

運
動
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
っ
た
。結
果
、

奉
行
所
の
関
連
施
設
は
西
浦
賀
に
建
設
さ

れ
、「
船
改
め
」
の
業
務
が
始
ま
る
と
浦
賀

へ
入
津
し
て
く
る
船
が
西
浦
賀
へ
着
船
す

る
こ
と
が
多
く
な
り
、し
だ
い
に
西
浦
賀
は

活
気
を
帯
び
て
く
る
よ
う
に
な
る
。 

東
浦
賀
の
干
鰯
問
屋
は
、
十
七
世
紀
初

頭
か
ら
独
占
企
業
に
近
い
か
た
ち
で
営
業

し
「
万
両
以
上
の
身
諸
沢
山
に
有
之
」
と
記

さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、店
の
既
得
権
が

侵
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
た
び
た
び
お
こ
り
、

経
営
は
か
な
ら
ず
し
も
安
定
し
な
か
っ
た
。 

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
年
）
に
上
総
国
勝

浦
村
の
市
郎
左
衛
門
が
運
上
金
二
百
両
と

灯
明
堂
の
維
持
管
理
を
引
き
受
け
る
条
件

を
提
示
し
、西
浦
賀
で
干
鰯
問
屋
を
開
業
す

る
こ
と
を
代
官
所
に
申
し
出
た
。東
浦
賀
は

全
村
を
あ
げ
て
反
対
。市
郎
左
衛
門
が
出
し

た
条
件
を
す
べ
て
受
け
る
こ
と
で
阻
止
し
た
。

こ
の
結
果
は
、干
鰯
問
屋
の
経
営
を
苦
し
め

る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
浦
賀
の
東
西
の
分

村
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。 

さ
ら
に
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
年
）
江

戸
の
三
文
字
屋
又
左
衛
門
と
い
う
人
物
が

運
上
金
千
両
で
、
干
鰯
問
屋
の
開
業
に
名

乗
り
を
上
げ
た
。さ
す
が
の
干
鰯
問
屋
も
そ

の
運
上
金
の
高
さ
に
驚
き
、対
抗
す
る
こ
と

は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
三
文
字
屋
は
干

鰯
を
扱
っ
た
こ
と
が
な
く
、す
ぐ
に
干
鰯
が

入
荷
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。干
鰯
を
潤
沢

に
入
荷
さ
せ
る
に
は
、来
年
の
収
穫
を
見
込

み
そ
の
分
の
代
金
を
先
払
い
し
て
、漁
師
と

の
関
係
を
よ
く
す
る
「
一
村
買
い
」
と
い
う

独
特
の
仕
入
れ
方
法
が
あ
っ
た
。こ
れ
が
切

れ
れ
ば
浜
か
ら
は
裏
切
り
行
為
と
み
ら
れ
、

仕
入
れ
も
ス
ト
ッ
プ
す
る
。三
文
字
屋
は
三

年
も
し
な
い
う
ち
に
浦
賀
か
ら
の
撤
退
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。 

事
態
は
こ
れ
で
済
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
で
、浦
賀
の
干
鰯
問
屋
の
大
き
な
仕
入
れ

先
で
あ
る
房
総
半
島
の
九
十
九
里
浜
の

村
々
で
の
浦
賀
問
屋
の
信
用
は
失
墜
し
、代

わ
り
に
江
戸
問
屋
が
台
頭
し
て
く
る
こ
と

と
な
る
。
浦
賀
問
屋
は
房
総
の
浜
で
、
江
戸

問
屋
と
鍔
迫

つ

ば

ぜ

り
合
い
し
、信
頼
回
復
を
図
り

復
興
を
め
ざ
し
て
い
る
時
期
に
元
禄
の
大

地
震
に
み
ま
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
奉
行
所
の

移
転
問
題
が
お
こ
り
東
浦
賀
に
と
っ
て
は

一
難
去
ら
な
い
う
ち
に
ま
た
一
難
と
い
う
の

が
現
状
で
あ
っ
た
。 

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
年
）
に
な
る
と
、

商
況
の
悪
化
は
一
段
と
進
み
、古
来
か
ら
の

問
屋
中
に
倒
産
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
る
。や

む
な
く
東
浦
賀
の
商
人
を
新
規
加
入
さ
せ

た
が
、状
況
が
好
転
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と「
村
中
食
物
に
差
し
支

え
、
衣
類
も
な
く
、
壁
も
破
れ
放
題
、
こ
と

に
大
ヶ
谷
・
新
町
（
現
・
東
浦
賀
１
丁
目
か

ら
２
丁
目
）で
は
一
日
中
戸
を
閉
ざ
し
て
い

る
」
と
い
う
状
況
で
、
港
に
停
泊
し
て
い
る

船
や
近
郷
へ
行
っ
て
物
乞
い
す
る
と
い
う

哀
れ
さ
で
あ
っ
た
。 

元
文
元
年
（
一
七
三
六
年
）
か
ら
四
年
間

は
、運
上
金
も
上
納
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。干
鰯
問
屋
は
こ
の
状
況
を
変
え
る
手

段
と
し
て
、各
浦
々
へ
干
鰯
を
生
産
高
に
応

じ
て
浦
賀
へ
積
み
送
る
よ
う
「
浦
触

う
ら
ぶ
れ

」
を
だ

し
て
欲
し
い
と
浦
賀
奉
行
所
へ
嘆
願
し
た
。

こ
の
願
い
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

窮
状
を
見
か
ね
た
、浦
賀
奉
行
一
色
宮
内
は

勘
定
奉
行
所
へ
嘆
願
書
を
送
り
、善
処
を
要

望
し
て
く
れ
た
。そ
の
結
果
、元
文
五
年（
一

七
四
〇
年
）
十
月
、
老
中
の
許
可
を
も
ら
っ

た
浦
賀
奉
行
は
、浦
賀
の
干
鰯
問
屋
を
保
護

す
る
た
め
「
安
房
・
上
総
・
下
総
で
取
揚
げ

ら
れ
た
干
鰯
を
浦
賀
へ
も
揚
げ
る
よ
う
に
せ

よ
」
と
い
う
「
浦
触
」
と
「
高
札
」
を
掲
た
。 

＊
浦
触
…
海
辺
の
村
々
を
対
象
と
し
た
御
触
書 

 

歴
史 

語
ら
い
座

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 
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（http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2490/uragabunka/） 

今
、
分
館
で
流
行
っ
て
い
る
も
の
…
そ
れ
は
紅

茶
で
す
。
た
だ
の
紅
茶
で
は
な
く
、
そ
こ
に
色
々

な
も
の
を
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
は
ち
み
つ
、

生
姜
パ
ウ
ダ
ー
、
ミ
ル
ク
、
砂
糖
な
ど
。
こ
れ
ら

を
好
み
で
入
れ
て
飲
む
の
で
す
。
私
の
お
気
に
入

り
は
ハ
チ
ミ
ツ
と
生
姜
パ
ウ
ダ
ー
で
す
。
味
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
少
し
寒
い
時
は
生
姜
で
身
体
も

ポ
カ
ポ
カ
に
な
り
ま
す
し
、
疲
れ
て
い
る
時
は
ハ

チ
ミ
ツ
の
甘
さ
が
栄
養
補
給
に
な
っ
て
元
気
に
な

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
何
よ
り
紅
茶
の
香
り
で
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
、
一
休
み
し
た
後
は
仕
事
も
家
事
も

は
か
ど
る
（
よ
う
な
気
が
す
る
…
）
の
で
す
。 

 

紅
茶
の
効
能
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
れ

ば
、
出
る
は
、
出
る
は
い
い
事
ず
く
め
で
す
。 

 

皆
さ
ん
も
忙
し
い
日
々
の
中
で
少
し
だ
け
一
息

入
れ
て
お
気
に
入
り
の
も
の
を
飲
ん
で
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。 

ブ
レ
イ
ク
し
た
後
は
心
に
余
裕
が 

で
き
て
自
分
に
も
他
人
に
も
優
し 

く
で
き
そ
う
で
す
。 

 
 
 

 

ふ
ゆ
て
ん 

 

笑 話 一 題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈日 時〉５月 19日(土) 10:00～13:00 
〈場 所〉浦賀コミュニティセンター分館  

第４学習室 
〈定 員〉抽選 20名 
〈講 師〉山城ガールむつみ（宇野 睦）さん 
〈参加費〉50円（傷害保険料） 
〈持ち物〉お弁当、飲み物、敷物、筆記用具 
〈締 切〉５月６日（日）必着 

 
※申し込み方法は、広報よこすか４月号をご覧ください。 

う ら 散 歩 W i t h 山 城 ガ ー ル の 第 ２ 弾 ！
今 度 は 怒 田 城 を 散 歩 し ま す 。三 浦 一 族 の
歴 史 と 山 城 に つ い て 学 び 、 山 城 ガ ー ル
む つ み こ と 宇 野 睦 さ ん と 散 歩 し て 怒 田
城 跡 で お 弁 当 を 食 べ ま す 。  

 

With山城ガール 

第
２
弾 

田
島 

耕
史 

 

土
部 

千
恵 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 


