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幾
度
と
な
く
歴
史
の
舞
台
と
な
っ
た
横
須
賀

神
話
の
最
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
シ
ー
ン
の
舞
台
と
な
っ
た
？

激
動
の
鎌
倉
時
代
、北
条
氏
と
肩
を
並
べ
た
武
将
三
浦
氏
と
は
何
者
な
の
か
？

島
崎
藤
村
の
名
作
に
描
か
れ
た
日
本
の『
夜
明
け
前
』の
横
須
賀
と
は
？

ペ
リ
ー
来
航
だ
け
じ
ゃ
な
い
、隠
れ
た
横
須
賀
の
歴
史
に
迫
る

さ
あ
、先
人
た
ち
の
活
躍
を
巡
る
旅
に
出
よ
う
。
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神
話
の
時
代
か
ら
繰
り
返
し
歴
史
の
舞
台
と
な
っ
て
き
た
横
須
賀
。

そ
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
旅
に
出
よ
う
。

古
く
は
、『
古
事
記
』や『
日
本
書
紀
』に
書
か
れ
た

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
そ
の
后
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
伝
説
の
舞
台
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、鎌
倉
幕
府
で
は
重
要
な
役
目
を
果
た
し
た

三
浦
氏
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
た
後
、

北
条
氏
は
海
を
挟
ん
で
房
総
半
島
の
里
見
氏
と
対
峙
す
る
。

ペ
リ
ー
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

幕
末
維
新
は
幕
を
開
け
る
。

富
国
強
兵
策
を
取
る
日
本
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、

当
時
フ
ラ
ン
ス
の
最
新
技
術
を
移
入
し
て

横
須
賀
に
造
ら
れ
た
造
船
所
で
あ
っ
た
。

明
治
以
降
首
都
と
な
っ
た
東
京
を

海
か
ら
の
侵
入
者
か
ら
守
る
た
め
に
、

数
多
く
の
砲
台
も
造
ら
れ
た
。

横
須
賀
を
舞
台
に
し
た
名
曲
を
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に

海
岸
沿
い
の
道
を
車
で
、ま
た
は
赤
い
電
車
に
ゆ
ら
れ
て
、

時
に
は
船
に
乗
って
、横
須
賀
市
内
に
点
在
す
る

歴
史
の
舞
台
を
巡
って
み
よ
う
。

横
須
賀
市

神
奈
川
県
南
東
部
に
位
置
し
、

三
浦
半
島
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
横
須
賀
市
。

東
京
湾
と
相
模
湾
と
い
う
２
つ
の
海
に
囲
ま
れ
た
上
に
、山
や
川
も
多
く
、

様
々
な
自
然
や
絶
景
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

幕
末
に
横
須
賀
製
鉄
所（
後
の
横
須
賀
造
船
所
）が
造
ら
れ
て
以
降
、

軍
港
の
町
と
な
り
、日
本
の
中
枢
で
あ
る
江
戸
や
東
京
を
守
っ
て
き
た
。

古
代
の
遺
跡
や
中
世
三
浦
氏
、北
条
氏
に
ま
つ
わ
る
史
跡
に
加
え
て

近
代
以
降
の
軍
事
遺
跡
も
数
多
く
残
っ
て
お
り
、

歴
史
好
き
に
と
っ
て
は
見
ど
こ
ろ
満
載
。
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日
本
武
尊
と
弟
橘
媛
命
を
祀
っ
た

走
は

し

り

水み

ず

神
社

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
と
伝
承
ゆ
か
り
の
地

監修・文／瀧音能之

　
横
須
賀
市
走
水
に
あ
る
走
水
神
社
は
、
日や
ま
と本

武た
け
る
の
み
こ
と
尊
と
弟お
と
た
ち
ば
な
ひ
め
の
み
こ
と

橘
媛
命
を
祭
神
と
し
て
い
る
。
創

建
の
由
緒
は
、
祭
神
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
伝
説
に
由
来
す
る
。

　
景け
い
行こ
う

天
皇
の
皇
子
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、
天
皇

の
命
に
よ
っ
て
九
州
の
ク
マ
ソ
を
征
討
し
た
の

ち
休
む
暇
も
な
く
東
国
遠
征
を
命
じ
ら
れ
る
。

相
模
ま
で
き
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
こ
こ
か
ら
海

路
を
上
総
へ
渡
ろ
う
と
し
た
が
、
海
が
荒
れ
船

が
転
覆
し
そ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
妻
の
オ

ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
犠
牲
と
な
っ
て
入
水
し
て

海
で
静
め
、
一
行
は
上
総
へ
渡
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
７
日
後
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
櫛

が
岸
に
流
れ
つ
い
た
の
で
墓
を
造
っ
て
こ
れ
を

納
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
神
社
の
縁
起
で
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
上
総

に
向
か
う
際
に
土
地
の
人
に
与
え
た
冠
を
石い
し

櫃び
つ

に
収
め
土
中
に
埋
め
、
そ
の
上
に
社
を
建
て
た

の
が
走
水
神
社
の
始
ま
り
と
す
る
。
ま
た
、
オ

ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
櫛
に
つ
い
て
も
、
流
れ
つ

い
た
御ご

所し
ょ

ヶが

崎さ
き

に
社
を
造
り
櫛
を
納
め
橘
神
社

と
し
た
の
を
、
明
治
18
年
（
１
８
８
５
）
に
走

水
神
社
の
境
内
に
移
し
、
明
治
42
年
（
１
９
０

９
）
に
い
た
っ
て
走
水
神
社
に
合
祀
し
た
。

　
走
水
神
社
の
地
名
と
な
っ
て
い
る
走
水
と
は
、

現
在
の
浦
賀
水
道
の
こ
と
と
さ
れ
、
三
浦
半
島

と
房
総
半
島
を
結
ぶ
こ
の
水
道
は
海
流
が
走
る

よ
う
に
速
い
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
地
名
で

あ
る
。

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
に
由
来
す
る

走
水
神
社
の
成
り
立
ち

　
走
水
神
社
の
境
内
に
は
、
こ
の
神
社
な
ら
で

は
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
オ

ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
歌
碑
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、

『
古
事
記
』
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
オ
ト
タ
チ

バ
ナ
ヒ
メ
が
入
水
の
際
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
。

　
内
容
は
「
さ
ね
さ
し　
相
模
の
小
野
に　
燃

ゆ
る
火
の　

火
中
に
立
ち
て　

問
ひ
し
君
は

も
」と
い
う
も
の
で
、ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
走
水
に

く
る
前
に
焼
津
で
だ
ま
し
討
ち
に
あ
い
野
火
に

よ
っ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
オ
ト
タ

チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
安
否
を
心
配
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
思
い
出
し
て
詠
ん
だ
恋
歌
で
あ
る
。

　
ま
た
、
舵
の
碑
も
走
水
神
社
な
ら
で
は
と
い

え
る
。
こ
れ
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
一
行
が
、
無

事
に
東
京
湾
の
横
断
に
成
功
し
た
こ
と
に
ち
な

む
も
の
で
、
旅
の
安
全
・
海
上
守
護
の
思
い
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
は
、
庖
丁
塚
が
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
地
元
の
漁
師
大お
お
と
も
の
く
ろ
ぬ
し

伴
黒
主

が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
ハ
マ
グ
リ
料
理
を
献
上
し

た
と
い
う
故
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
包
丁
や

鳥
獣
の
供
養
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
今
も
毎

年
５
月
５
日
に
古
く
な
っ
た
包
丁
な
ど
の
供
養

祭
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
庖
丁
塚
に
ち
な
ん

で
包
丁
式
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
包
丁

式
は
、
古
来
の
作
法
に
の
っ
と
っ
て
料
理
を
作

る
儀
式
で
あ
る
。
烏え

帽ぼ

子し

・
直ひ

た
垂た

れ
の
料
理
人
が

右
手
に
長
い
包
丁
、
左
手
に
真ま

魚な

箸
を
持
ち
、

ま
な
板
に
の
っ
た
魚
に
手
を
ふ
れ
る
こ
と
な
く

料
理
を
作
る
。
ま
さ
に
走
水
神
社
ら
し
い
神
事

と
い
え
る
。

歌
碑
や
舵
の
碑
な
ど
が
立
ち
並
ぶ

走
水
神
社
の
境
内

　
河
童
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
妖
怪
で
あ
る
が
、
頭

に
皿
を
の
せ
、
緑
色
し
た
風
貌
の
せ
い
か
、
人

び
と
に
人
気
が
あ
り
、
各
地
に
伝
承
を
残
し
て

い
る
。
神
奈
川
県
内
に
も
茅
ヶ
崎
市
の
「
河
童

徳
利
」
や
秦
野
市
の
「
か
っ
ぱ
火
や
ろ
う
」
な

ど
多
く
の
伝
承
が
み
ら
れ
る
。

　
走
水
神
社
に
も
河
童
に
ま
つ
わ
る
由
緒
が
あ

る
。
本
殿
の
裏
に
あ
る
水
神
社
が
そ
れ
で
あ
り
、

河
童
大
明
神
を
祀
っ
て
い
る
。
か
つ
て
、
こ
の

地
は
樹
木
に
お
お
わ
れ
た
清
流
が
あ
り
、
河
童

が
住
み
着
い
て
い
た
と
い
う
。

　
走
水
神
社
に
は
、
い
ま
も
湧
き
水
が
あ
り
、

そ
の
源
は
富
士
山
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

言
い
伝
え
で
は
、
走
水
に
津
波
が
押
し
寄
せ
た

際
、
い
た
ず
ら
好
き
の
河
童
た
ち
が
、
い
つ
も

迷
惑
を
か
け
て
い
る
村
人
へ
の
恩
返
し
と
し
て

津
波
に
立
ち
向
か
い
、
村
人
を
守
っ
た
こ
と
か

ら
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
地
に
住
み
着
い
て
い
た
と
い
う

河
童
を
祀
る
水
神
社

オトタチバナヒメが入水した際
に詠んだとされる歌が刻まれて
いる。東郷平八郎や乃木希典な
どが発起人になり、明治43年

（1910）に建立された。

オトタチバナヒメの歌碑

昭和50年（1975）、オトタチ
バナヒメを顕彰し、海の安全と
平和を祈るために建てられた。

舵の碑

走水は水との関わり合いの深い地であるため、水を
祀った神社が走水神社境内にある。水の化身である
河童が遭難した人を助けたなどの伝承も残っている。

水神社

三
社
と
は
、
天
照
大
御
神（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）を

祀
る
神
明
社
、
須
佐
之
男
命（
す
さ
の
お
の
み
こ
と
）を

祀
る
須
賀
神
社
、
建
御
名
方
神（
た
け
み
な
か
た
の
か
み
）

を
祀
る
諏
訪
神
社
の
こ
と
。
か
つ
て
神
明
社
は

伊
勢
山
崎
に
、
諏
訪
神
社
は
御
所
ヶ
崎
に
あ
っ

た
が
、
明
治
18
年（
1
8
8
5
）か
ら
須
賀
神
社

と
と
も
に
走
水
神
社
で
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
社
並
ぶ
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

国立国会図書館蔵

幕末に作られた錦絵に描かれた
ヤマトタケルとオトタチバナヒ
メ。ヤマトタケルは景行天皇の
皇子で、九州のクマソを平定、
東征を行う。大和に帰る途中で
命を落とし、白鳥になったと伝
わる。オトタチバナヒメは、ヤ
マトタケルの妻で、夫の危機を
身を投じて救った。東日本を
東・吾妻（あずま）というのは、オト
タチバナヒメを忘れることがで
きないヤマトタケルが、「吾妻
はや」（あが妻よ）と嘆いたこと
に由来するという。

「武者かゞ み 一名人組合 南伝二 日本武尊と乙橘媛」

ヤマトタケルが東征の途中で立ち寄り、村人に冠を与え、村人がそれを
埋めた上に社を建て、タケルを祀ったのが神社の始まりとされている。

走水神社

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
の
中
で
最
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
の
が
、

皆
を
助
け
よ
う
と
し
て
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が

海
に
身
を
投
じ
た
シ
ー
ン
で
あ
ろ
う
。

走
水
神
社
は
そ
の
伝
説
に
由
来
す
る
。

横須賀市走水２-12-５　☎046-844-4122
問い合わせ時間／9:00～15:00
アクセス／電車・バスの場合
京急線「馬堀海岸駅」から
観音崎行きバス「走水神社」下車

走水神社

古
代



武
将
三
浦
氏
と
は
何
者
な
の
か
？ 

横
須
賀“
鎌
倉
”旅

監修・文／濱田浩一郎

　
三
浦
氏
は
、
桓か

ん
武む

平へ
い

氏し

の
流
れ
を
く
む
と
い

わ
れ
る
相
模
国
の
豪
族
で
あ
る
。
平
安
時
代
に

は
、
今
の
横
須
賀
市
を
含
む
相
模
三
浦
郡
を
支

配
し
、
三み
う
ら
の
す
け

浦
介
を
称
し
た
。
三
浦
氏
が
更
に
飛

躍
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
治
承
４
年
（
１

１
８
０
）
８
月
の
源
頼
朝
の
挙
兵
に
加
勢
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
浦
氏
は
、
頼
朝
軍
に
合
流

し
よ
う
と
、
衣き
ぬ

笠が
さ

城
を
出
陣
す
る
が
、
暴
風
雨

に
よ
る
川
の
増
水
に
よ
り
間
に
合
わ
ず
。
頼
朝

が
石
橋
山
合
戦
で
敗
退
し
た
事
を
知
り
、
城
に

帰
還
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
家
方
に
よ
り
衣
笠

城
が
攻
撃
さ
れ
（
治
承
４
年
（
１
１
８
０
）
衣

笠
合
戦
）、
老
齢
の
三
浦
義
明
は
城
を
枕
に
討

死
す
る
と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
。

　
義
明
は
死
の
間
際
に
「
私
は
幸
い
に
も
源
氏

の
再
興
の
時
に
際
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

れ
を
喜
ば
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
私
の
歳
は
既

に
八
十
を
越
え
て
い
る
。
も
う
先
は
な
い
。
い

ま
は
、
こ
の
老
い
た
る
命
を
頼
朝
様
に
捧
げ
て
、

子
孫
の
勲
功
と
し
て
残
し
た
い
の
だ
。
お
前
達

は
、
急
い
で
立
ち
退
い
て
、
頼
朝
様
の
行
方
を

尋
ね
よ
」（
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
『
吾
妻
鏡
』）

と
遺
言
し
た
と
い
う
。

　
城
を
脱
出
し
た
子
の
三
浦
義
澄
ら
は
、
安
房

国
で
頼
朝
と
合
流
。
そ
の
後
、
鎌
倉
入
り
し
た

頼
朝
の
重
臣
と
し
て
活
躍
す
る
。建
久
３
年（
１

１
９
２
）７
月
、頼
朝
の
征
夷
大
将
軍
へ
の
任
命

文
書
を
、
勅
使
か
ら
受
け
取
る
役
を
命
ぜ
ら
れ

た
義
澄
は
、
他
の
御
家
人
達
の
羨
望
の
的
で
あ

っ
た
ろ
う
。頼
朝
死
後
、義
澄
は
若
き
鎌
倉
殿・

源
頼
家
を
支
え
る
宿
老
の
１
人
と
な
っ
て
い
る
。

　
義
澄
の
子
・
三
浦
義
村
は
、
父
の
死
後
、
執

権
・
北
条
氏
と
結
び
、
鎌
倉
幕
府
の
有
力
御
家

人
と
し
て
重
き
を
な
し
て
い
く
。
従
兄
弟
の
和

田
義
盛
が
北
条
氏
に
敵
対
し
た
時
（
建
暦
３
年

（
１
２
１
３
）
和
田
合
戦
）
も
、
義
村
は
北
条

氏
に
味
方
し
た
。
元
仁
２
年
（
１
２
２
５
）、

義
村
は
幕
府
の
評
定
衆
の
１
人
と
な
っ
て
い
る
。

義
村
は
三
浦
氏
の
最
盛
期
を
築
い
た
人
物
で
あ

っ
た
。

　
北
条
氏
を
凌
ぐ
力
を
持
っ
て
い
た
と
も
い
わ

れ
る
三
浦
氏
は
、
義
村
の
子
・
泰
村
の
代
に
な

る
と
、
北
条
氏
に
警
戒
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、宝
治
元
年（
１
２
４
７
）、時
の
執
権・

北
条
時
頼
は
、
三
浦
氏
を
挙
兵
に
追
い
込
み
、

泰
村
ら
を
自
害
に
追
い
込
む
（
宝
治
合
戦
）。

壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
、
三
浦
宗
家
は
滅
亡
。

三
浦
介
を
継
い
だ
の
は
、支
族
の
佐
原
盛
時（
鎌

倉
時
代
中
期
の
武
将
）で
あ
っ
た
。再
興
さ
れ
た

三
浦
氏
だ
が
、戦
国
時
代
、三
浦
義よ
し

同あ
つ（

道ど
う

寸す
ん

）の

時
に
、北
条
早
雲
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。  

　
続
い
て
横
須
賀
市
に
残
る
三
浦
氏
関
連
の
史

跡
を
紹
介
し
よ
う
。
満ま
ん
し
ょ
う昌

寺
は
、
頼
朝
が
三
浦

義
明
の
供
養
の
た
め
に
建
立
し
た
と
さ
れ
、
同

寺
に
残
る
木
造
の
三
浦
義
明
坐
像
は
国
の
重
要

文
化
財
に
も
な
っ
て
い
る
。
義
明
が
自
害
し
て

果
て
た
衣
笠
城
址
も
横
須
賀
市
に
残
る
。
深
山

川
・
大
谷
戸
川
が
堀
の
役
目
を
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
て
、自
然
を
活
用
し
た
城
で
あ
っ
た
。

　
和
田
義
盛
が
父
・
杉
本
義
宗
と
叔
父
・
義
澄

の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た
薬
王
寺
（
現

在
は
廃
寺
）
の
跡
に
は
、
三
浦
義
澄
の
墓
が
残

さ
れ
て
い
る
。
近ち
か
た殿

神
社
は
、
三
浦
義
村
が
御

祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

横
須
賀
市
に
は
、
三
浦
一
族
の
足
跡
を
辿
れ
る

史
跡
が
充
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
是
非
、
探

訪
あ
り
た
い
。

平
安
時
代
よ
り
三
浦
郡
を
支
配

源
頼
朝
の
挙
兵
に
参
加
し
た
三
浦
氏

源頼朝と共に戦い、鎌倉幕府の設立に貢献した三浦一族は、三
浦半島を支配していた。横須賀には、その史跡が数多く残って
いる。激動の時代を生きた相模国三浦のもののふの足跡を辿る。

三浦氏ゆかりの史跡案内マップ

平
安
時
代
か
ら
こ
の
地
に
住
み
着
い
て
支
配
し
て
き
た
三
浦
氏
。源
頼
朝
に
味
方
す
る
こ
と
で
出
世
の
糸
口
を
つ
か
ん
だ
。

横
須
賀
に
は
数
多
く
の
三
浦
氏
に
ま
つ
わ
る
史
跡
が
残
って
い
る
。こ
れ
ら
の
史
跡
を
巡
れ
ば
三
浦
氏
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

横
須
賀
市
内
に
残
る

三
浦
氏
の
史
跡
を
巡
る

火
事
に
よ
り
、
由
緒
書
き
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
も
の
の
、
１
０
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ

と
さ
れ
て
い
る
。
衣
笠
合
戦
の
際
に
三
浦
氏
が

戦
勝
祈
願
を
し
た
と
い
う
。

住
吉
神
社

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
に
由
来
す
る
古
社
。
鎌
倉

幕
府
に
大
事
が
あ
っ
た
時
に
は
、
三
浦
義
澄
に

代
参
さ
せ
た
と
伝
わ
る
。

安あ

房わ

口ぐ
ち

神
社

墓
の
あ
っ
た
薬
王
寺
は
、
明
治
９
年（
１
８
７

６
）に
廃
寺
と
な
り
、
現
在
は
三
浦
義
澄
の
墓

だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。

三
浦
義
澄
の
墓

浄
楽
寺
に
は
三
浦
一
族
の
和
田
義
盛
が
妻
と
共

に
運
慶
に
依
頼
し
た
仏
像
5
体（
国
指
定
重
要

文
化
財
）が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
全

国
に
あ
る
18
体
の
運
慶
真
作
に
含
ま
れ
る
。

浄
楽
寺

源
頼
朝
が
衣
笠
合
戦
で
戦
死
し
た
三
浦
義
明
の

菩
提
を
弔
う
た
め
、
1
1
9
4
年
創
建
し
た
と

伝
わ
る
。「
三
浦
義
明
坐
像（
国
の
重
要
文
化

財
）」が
祀
ら
れ
て
い
る
。

満
昌
寺

三
浦
氏
６
代
目
当
主
三
浦
義
村
を
祀
る
神
社
。

義
村
は
、
祖
父
義
明
や
父
義
澄
と
と
も
に
源
頼

朝
の
挙
兵
に
参
加
し
た
。
す
ぐ
そ
ば
に
は
父
義

澄
の
墓
が
、
近
く
に
は
衣
笠
城
址
な
ど
が
あ
る
。

近
殿
神
社

中
世

三
浦
氏
の
祖
と
さ
れ
る
平
為
通
が
、
源
頼
義
に

従
い
前
九
年
の
戦
い
で
善
戦
。
そ
の
恩
賞
と
し

て
三
浦
の
地
を
与
え
ら
れ
て
、
三
浦
為
通
と
改

名
し
た
。
領
地
の
中
心
に
本
城
と
し
て
築
か
れ

た
の
が
衣
笠
城
で
あ
る
。

衣
笠
城
址

横
須
賀
市
教
育
委
員
会
蔵

三
浦
義
澄
が
源
頼
朝
に
献
上
し
た
名
馬「
池
月
」

に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
残
る
。
今
で
も
競
馬
関
係

者
な
ど
が
参
拝
す
る
と
い
う
。

浄
林
寺
馬
頭
観
音
堂



西に
し

叶か
の
う

神
社

東ひ
が
し

叶か
の
う

神
社

監修・文／小和田泰経

　
叶
神
社
の
由
縁
は
、上か

ず
さ総

の
鹿か

野の
う

山ざ
ん

神じ
ん

野や

寺じ

（
君
津
市
）に
参
籠
し
た
真
言
宗
の
僧
侶
文も

ん

覚が
く

が
、

養
和
元
年
（
１
１
８
１
）、
源
氏
再
興
を
祈
願

し
て
石
清
水
八
幡
宮
（
京
都
府
八
幡
市
）
を
勧

請
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
。
文
覚
は
、
も

と
も
と
は
摂
津
源
氏
に
従
う
渡
辺
党
に
属
し
た

北
面
武
士
で
、
俗
名
を
遠
藤
盛も
り

遠と
お

と
い
っ
た
。

宗
祖
空
海
に
傾
倒
す
る
あ
ま
り
、承
安
３
年（
１

１
７
３
）、
空
海
ゆ
か
り
の
神
護
寺
（
京
都
市
）

を
再
興
す
る
た
め
に
荘
園
の
寄
進
を
後
白
河
法

皇
に
強
訴
し
た
こ
と
が
逆
鱗
に
触
れ
、
伊
豆
に

を
認
め
ら
れ
た
。『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
源
氏
再
興
の
悲
願
が

叶
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
以
来
、
叶
明
神
と
尊

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
わ
る
。

　
な
お
、
近
代
以
前
の
日
本
は
神
仏
習
合
で
あ

っ
た
か
ら
、
叶
神
社
も
真
言
宗
の
感
応
院
が
別

当
寺
と
し
て
統
括
す
る
こ
と
と
な
り
、
文
覚
が

初
代
の
別
当
と
な
っ
た
。
社
殿
背
後
の
高
台
は
、

文
覚
畑
あ
る
い
は
虚こ

空く
う

蔵ぞ
う

屋や

敷し
き
と
よ
ば
れ
て
い

て
、
文
覚
の
庵
あ
る
い
は
文
覚
ゆ
か
り
の
虚
空

蔵
菩
薩
を
祀
る
堂
舎
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
後
も
、
叶
神
社
は
感
応
院

を
別
当
寺
と
し
て
浦
賀
の
人
々
の
崇
敬
を
集
め

た
。
江
戸
時
代
に
浦
賀
奉
行
所
が
置
か
れ
る
と
、

江
戸
湾
に
出
入
り
す
る
船
を
船
改
め
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
浦
賀
は
湊
町
と
し
て
繁
栄
し
、
現

在
で
も
そ
の
こ
ろ
に
奉
納
さ
れ
た
灯
籠
な
ど
が

流
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
伊
豆
に
お
い
て
、
同

じ
く
流
人
と
な
っ
て
い
た
源
頼
朝
に
、
源
氏
再

興
を
勧
め
た
と
さ
れ
る
。

　
神
野
寺
は
、
戦
国
時
代
に
は
真
言
宗
の
一
大

道
場
と
な
っ
て
い
た
。
流
人
の
文
覚
が
参
籠
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
も
し
か

し
た
ら
、
配
流
に
な
る
前
か
ら
接
点
が
あ
っ
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
治
承
４
年（
１
１
８
０
）

に
平
家
に
対
し
て
兵
を
挙
げ
た
源
頼
朝
は
、
平

家
を
滅
亡
に
追
い
込
む
と
、
文
治
元
年
（
１
１

８
５
）
に
は
、
敵
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
弟
義

経
を
探
索
す
る
た
め
だ
と
称
し
て
、
後
白
河
法

皇
か
ら
諸
国
に
守
護
·
地
頭
を
設
置
す
る
権
限

残
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、天
保
13
年（
１
８
４
２
）

に
再
建
さ
れ
た
本
殿
・
幣
殿
は
総
檜
造
り
、
拝

殿
は
総
欅
造
り
と
な
っ
て
お
り
、
建
設
に
は
３

０
０
０
両（
１
億
２
０
０
０
万
円
）を
費
や
し
た

と
い
う
。社
殿
の
彫
刻
は
、安
房
の
著
名
な
彫
刻

師
で
あ
る
後
藤
利
兵
衛
が
手
が
け
て
お
り
、
そ

ん
な
と
こ
ろ
に
も
浦
賀
の
栄
華
が
し
の
ば
れ
る
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
こ
の
叶
神
社
を
勧
請
し
て
、

浦
賀
湾
の
対
岸
に
新
た
に
神
社
が
創
建
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
、
浦
賀
湾
の
西
岸
に
位
置
す
る
も
と

も
と
の
叶
神
社
を
西
叶
神
社
、
あ
ら
た
に
創
建

さ
れ
た
浦
賀
湾
の
東
岸
に
位
置
す
る
叶
神
社
を

東
叶
神
社
と
呼
ぶ
。
東
叶
神
社
に
も
、
源
頼
朝

が
伊
豆
か
ら
移
植
し
た
と
伝
わ
る
蘇
鉄
が
残
さ

れ
て
お
り
、
西
叶
神
社
と
も
ど
も
鎌
倉
時
代
か

ら
の
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
な
お
、
分
社

の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
元
禄
５
年（
1
6
9
2
）、

浦
賀
が
東
浦
賀
村
と
西
浦
賀
村
に
分
離
し
た
こ

と
が
契
機
と
な
っ
た
と
も
い
う
が
、
は
っ
き
り

と
し
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

源
頼
朝
に
源
氏
再
興
を
促
し
た
文
覚
が

石
清
水
八
幡
宮
を
浦
賀
に
勧
請

社殿の側に見える蘇鉄は、源頼朝が奉納したとされている。社殿
の彫刻は、安房の彫刻師後藤利兵衛による。200点以上の作品
は時間を忘れて見入ってしまうほど見事で、後藤利兵衛の出世作
とも最高傑作ともいわれている。

西叶神社と海を挟んで向かいあって建つ。社務所の
裏には勝海舟が咸臨丸（かんりんまる）で太平洋を横断す
る前に水垢離（みずごり）をとったとされる井戸がある。

西叶神社で授与して
いる勾玉を東叶神社
のお守り袋に入れる
と、ひとつのお守り
に。これを持ってい
ると人との縁に恵ま
れるたけでなく、願
いが叶うという。

西叶神社東叶神社

乗船時間はわずか３分ほどだが、この航路は「浦賀海道」
という横須賀市道。赤い渡し船の愛宕丸は、時刻表はな
くボタンを押して利用する。人間だけでなく自転車も料
金を払えば乗船可能。
利用時間／7時～17時　料金／大人400円、
小・中学生200円、自転車等50円（横須賀市民は
大人200円、小・中学生100円）　☎046-825-7144

２つの神社を結ぶ浦賀の渡し

源
氏
の
再
興
を
願
って
、

文
覚
が
石
清
水
八
幡
宮
を

勧
請
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

再
興
が
叶
っ
た
源
氏
は
、

叶
神
社
を
厚
く
信
仰
。

源
頼
朝
が
奉
納
し
た
と
い
う

蘇
鉄
な
ど
源
氏
ゆ
か
り
の
品
が
残
る
。

江
戸
時
代
に
叶
神
社
を
勧
請
し
て
創
建
。

通
常
１
体
が
口
を
開
い
た
阿
形
で

も
う
１
体
が
口
を
閉
じ
た
吽
形
に
な
って
い
る
狛
犬
が
、

２
体
と
も
吽
形
な
の
は
、

西
叶
神
社
と
対
に
な
って
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。

横須賀市西浦賀1-1-13　☎046-841-0179
問い合わせ時間／8：30～17：00
アクセス／電車・バスの場合　京急線「浦賀駅」から
京急久里浜駅行きバス、もしくはＪＲ久里浜駅行きバスで「紺屋町」下車

横須賀市東浦賀2-21-25　☎046-841-5300
問い合わせ時間／9：00～17：00
アクセス／電車・バスの場合
京急線「浦賀駅」からかもめ団地行きバス、
もしくは観音崎行きバスで「新町」下車

７代目市川團十郎は、江戸時代を代表する人気役者。
叶神社を開いた文覚が荒行で滝に打たれた逸話は、
何度か歌舞伎で取り上げられたほど有名だった。

「七代目市川團十郎の文覚と
五代目松本幸四郎の不動明王」

東京国立博物館蔵　Image：TNM Image Archives

鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
も
人
々
の
信
仰
を

集
め
、
対
岸
に
叶
神
社
を
勧
請

時
と
海
を
こ
え
て
東
西
に
分
社

船
で
渡
っ
て
願
い
を
叶
え
る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

叶
神
社

中
世



浦
賀
城

監修・文／小和田泰経

　
戦
国
時
代
の
三
浦
半
島
は
、
三
浦
氏
の
本
拠

地
だ
っ
た
。
こ
の
三
浦
氏
は
、
鎌
倉
時
代
の
宝

治
元
年
（
１
２
４
７
）
に
お
き
た
宝
治
合
戦
で

三
浦
泰
村
が
執
権
北
条
時
頼
に
滅
ぼ
さ
れ
た
あ

と
、
北
条
氏
に
味
方
し
た
三
浦
一
族
の
佐
原
盛も
り

連つ
ら

の
子
孫
が
、
再
興
し
た
も
の
で
あ
る
。
室
町

時
代
に
は
、
新
井
城
（
三
浦
市
）
を
拠
点
に
東

相
模
を
支
配
下
に
お
く
勢
力
と
な
っ
て
い
た
が
、

戦
国
時
代
の
永
正
13
年
（
１
５
１
６
）、
三
浦

義
同
の
時
に
北
条
早
雲
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
後
北
条
氏
は
、
新
井
城
の
南

方
に
三
崎
城（
三
浦
市
）を
そ
の
支
城
と
し
て
浦

賀
城
を
築
い
た
。

　
浦
賀
城
は
、
浦
賀
湾
に
面
し
た
海
城
で
あ
り
、

す
で
に
三
浦
氏
の
時
代
に
、
三
浦
一
族
の
横
須

賀
氏
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

三
浦
半
島
を
支
配
下
に
お
い
た
北
条
氏
は
、
房

総
半
島
へ
の
進
出
を
図
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

安
房
の
里
見
氏
と
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
浦
賀
城
は
北
条
水
軍
の
基
地
と
し

て
、
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
里

見
氏
の
本
城
は
、
房
総
半
島
南
端
に
位
置
す
る

稲
村
城
（
館
山
市
）
だ
っ
た
が
、
浦
賀
城
の
対

岸
に
は
造
海
城
（
富
津
市
）
や
金
谷
城
（
富
津

市
）
な
ど
が
築
か
れ
て
、
里
見
水
軍
の
拠
点
と

な
っ
て
い
た
。

　

大
永
５
年
（
１
５
２
５
）、
里
見
義よ
し

堯た
か

に
よ

っ
て
率
い
ら
れ
た
水
軍
が
房
総
半
島
か
ら
三
浦

半
島
に
攻
め
寄
せ
て
き
た
と
き
、
北
条
早
雲
の

跡
を
継
い
で
い
た
子
の
北
条
氏
綱
は
、
三
浦
沖

で
里
見
水
軍
を
迎
え
撃
つ
。
こ
の
と
き
、
北
条

水
軍
は
、
浦
賀
城
か
ら
出
撃
し
た
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
北
条
水
軍
は
三
浦
沖
の
海
戦
に
敗
れ
、

里
見
水
軍
に
鎌
倉
へ
の
上
陸
を
許
し
て
し
ま
う

が
、
鶴
岡
八
幡
宮
が
兵
火
に
罹
り
焼
失
し
た
こ

と
で
、
里
見
水
軍
は
撤
退
し
た
。
源
氏
の
末
裔

と
称
す
る
里
見
氏
に
と
っ
て
、
八
幡
宮
の
焼
失

が
不
吉
と
判
断
さ
れ
た
た
め
と
い
う
。

　
こ
の
段
階
で
は
、
北
条
氏
が
押
さ
れ
て
い
た

が
、
北
条
氏
綱
の
跡
を
継
い
だ
子
の
氏
康
は
、

逆
に
房
総
半
島
へ
の
侵
攻
を
計
画
し
て
お
り
、

自
ら
浦
賀
城
に
入
っ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、

弘
治
２
年
（
１
５
５
６
）、
北
条
氏
の
機
先
を

制
す
る
た
め
、
里
見
義
堯
の
子
義
弘
が
三
崎
城

に
攻
め
寄
せ
て
き
た
。
こ
れ
を
三
浦
半
島
南
端

の
城
ヶ
島
で
撃
退
し
た
北
条
氏
が
、
以
後
、
里

見
氏
を
圧
迫
し
て
い
く
。

　
永
禄
７
年
（
１
５
６
４
）
の
国
府
台
合
戦
で

里
見
義
堯
・
義
弘
父
子
を
破
っ
た
氏
康
は
、
浦

賀
城
に
船
や
武
具
を
集
め
、
渡
海
の
準
備
を
進

め
る
。
こ
う
し
て
、
永
禄
10
年
（
１
５
６
７
）、

氏
康
の
命
を
受
け
た
子
の
氏
政
が
満
を
持
し
て

房
総
半
島
に
渡
海
し
た
の
だ
が
、
三
船
山
（
君

津
市
）
で
の
決
戦
で
里
見
義
弘
に
大
敗
を
喫
し

て
し
ま
う
。

　
こ
の
の
ち
、
北
条
氏
と
里
見
氏
と
の
戦
い
は

膠
着
し
、
天
正
５
年
（
１
５
７
７
）、
つ
い
に

両
氏
は
和
睦
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
浦
賀
城
の

役
割
も
失
わ
れ
、
廃
城
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
浦
氏
を
滅
ぼ
し
た
後

三
崎
城
の
支
城
と
し
て
造
ら
れ
る

北
条
氏
の
里
見
氏
攻
撃
の

最
前
線
基
地
と
し
て
機
能
す
る

海
を
挟
ん
で
に
ら
み
合
う
里
見
氏
と
の

緊
張
が
高
ま
り
重
要
視
さ
れ
る

浦賀城址内には、勝海舟が
咸臨丸で太平洋を横断する
前に東叶神社に参詣し、境
内の井戸で水垢離を済ませ、
断食修行を行った跡がある。

アメリカからやって来たペリー
が来港したことで有名。浦賀水
道に面したところに位置してい
るが、水深が浅く、狭い上に混
み合う浦賀水道の航路を通らず
に外洋に出られるため、古くか
ら注視されていた港であった。

浦賀港

北
条
氏
と
里
見
氏
の
拠
点

勝海舟断食の碑

戦
国
時
代
、三
浦
氏
を
滅
ぼ
し
た
北
条
早
雲
は
、

海
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
里
見
氏
に
備
え
る
た
め
に
、

新
し
い
城
を
築
い
た
。浦
賀
城
も
そ
う
し
た
城
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

横須賀市東浦賀２
アクセス／電車・バスの場合
京急線「浦賀駅」からかもめ団地行きバス、
もしくは観音崎行きバスで「新町」下車

浦賀城址（東叶神社の裏）

北条早雲は、備中（岡山県）出身。小田原城を拠点に、勢力を
広げ、五代目北条氏直の時には、関東一円を支配するまでに
なった北条氏の礎を築いた。

北条早雲

小田原城天守閣蔵

里見義実は安房里見氏の初代とされている人物。義実の安房
入国伝説にヒントを得て書かれたのが曲亭馬琴の『南総里見
八犬伝』で、江戸時代最も人気の高かった作品であった。

「八犬伝犬のさうしの内 里見義実」

東京都立中央図書館蔵

VS

北
条
早
雲
の
孫
北
条
氏
康
が
里
見
氏
に
備
え
て
築
い
た
と
さ
れ

る
が
、
三
浦
氏
の
時
代
に
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

城
跡
は
、
東
叶
神
社
の
裏
手
に
あ
り
、
土
塁
や
空
堀
な
ど
が
残

る
。
城
跡
か
ら
は
浦
賀
水
道
や
房
総
半
島
が
一
望
で
き
る
。

浦
賀
城
址

北
条
水
軍
の
城
と
し
て
築
か
れ
た

北条氏
三浦氏を滅ぼし三浦半島を支配下に入れる。

安房の里見氏の攻撃に備えるため浦賀城などを築く。

里見氏
中世に安房を支配していた一族。版図を広げるため、
海の向こうの三浦半島を虎視眈 と々狙っていた。

戦
国

初
代
歌
川
広
重
が
晩
年
に
全
国
各
地
の
名
所
を
描

い
た
も
の
の
1
枚
。
タ
イ
ト
ル
部
分
が
相
撲
の
行

司
が
使
う
軍
配
の
形
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の

名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

山
海
見
立
相
撲 

相
模
浦
賀

横
須
賀
市
自
然・人
文
博
物
館
蔵



横
須
賀
を
紐
解
く

監修・文／町田明広

赤
門
の
右
側
に
は
、
江
戸
と
浦
賀
間

の
往
来
が
盛
ん
に
な
り
造
ら
れ
た
浦

賀
道
の
道
標
が
立
っ
て
い
る
。

浦
賀
道
を
示
す
円
柱

朱塗りであることから地元では「赤門」
と呼ばれている。戦国時代には浜代官
を、江戸時代には名主を務めた永嶋家
の長屋門。藤村や藤村の父もこの門を
くぐったのだろうか。門扉部分は江戸
時代に造られたと考えられている。

赤門

中山道の宿場町馬籠（岐阜
県中津川市）で本陣などを
務めた旧家に生まれる。教
鞭をとるかたわら詩集『若
菜集』を発表。のちに小説
家に転身し、『破戒』『夜明
け前』などを執筆した。

島崎藤村

昭和４年（1929）から
昭和10年（1935）ま
で雑誌に連載され、歴
史小説として高い評価
を得た。

『夜明け前』
初版本

日本を訪れた外国人のために作られた写真で、白
黒で撮影されたものに、着色している。藤村の父
はこのようなのどかな風景を目にしたのだろうか。

幕末に撮影されたとされる浦賀の風景

自
身
の
父
親
を
モ
デ
ル
に
し
て
書
か
れ
た『
夜
明
け
前
』。

幕
末
を
舞
台
と
し
た
こ
の
作
品
で
は
、ペ
リ
ー
来
航
の
直
後
の
横
須
賀
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
夜
明
け
前
』を
手
掛
か
り
に
し
て
横
須
賀
を
巡
って
み
よ
う
。

横須賀市安浦町１　
アクセス／
京急線「県立大学駅」下車

永嶋家長屋門（赤門）

三
浦
氏
繁
栄
の
最
盛
期
を
築
い
た
三
浦
義
村
は
、

鎌
倉
初
期
の
有
力
御
家
人
で
、
和
田
合
戦
な
ど

で
活
躍
し
、
鎌
倉
幕
府
で
は
強
い
発
言
力
を
持

つ
。
永
嶋
家
と
島
崎
家
は
こ
の
末
裔
に
あ
た
る
。

「
鎌
倉
三
代
記 

三
浦
之
助
義
村
」

東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵

長崎大学附属図書館蔵

日本近代文学館蔵 国立国会図書館蔵

「
泰
平
の
眠
り
を
さ
ま
す
上
喜
撰
（
蒸
気
船
）

た
っ
た
四
盃は
い
で
夜
も
寝
ら
れ
ず
」
と
狂
歌
で
詠

ま
れ
た
ペ
リ
ー
艦
隊
は
、
嘉
永
６
年
（
１
８
５

３
）
に
横
須
賀
の
浦
賀
に
来
港
し
た
。
幕
末
維

新
の
起
点
と
な
っ
た
こ
の
横
須
賀
に
は
、
製
鉄

所
が
造
ら
れ
る
な
ど
近
代
日
本
の
発
祥
の
地
と

な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
牧
歌
的
な
雰
囲
気
を

知
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
島
崎
藤
村
の
小
説『
夜
明
け
前
』

に
は
、
ペ
リ
ー
が
来
航
し
た
頃
の
浦
賀
を
描
写

し
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
を
紹
介
す
る
前
に
、

ま
ず
は
こ
の
大
作
を
概
観
し
て
お
こ
う
。『
夜

明
け
前
』は
、
中
山
道
馬ま

籠ご
め

宿
で
本
陣・庄
屋・

問
屋
を
兼
ね
た
青
山
半
蔵
（
モ
デ
ル
は
藤
村
の

父
正
樹
）
の
数
奇
な
生
涯
を
中
心
に
、
幕
末
維

新
期
の
動
乱
を
描
い
た
歴
史
小
説
で
あ
る
。

　
半
蔵
は
平
田
派
の
国
学
に
心
酔
し
、
封
建
制

度
の
抑
圧
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
れ
が

叶
う
は
ず
の
王
政
復
古
に
狂
喜
し
た
。
し
か
し
、

維
新
後
は
何
事
も
西
欧
化
に
流
れ
、
し
か
も
圧

政
は
継
続
し
神
道
も
軽
視
さ
れ
る
風
潮
に
、
半

蔵
は
大
き
く
失
望
し
た
。
次
第
に
狂
気
に
取
り

憑
か
れ
、
菩
提
寺
に
放
火
し
座
敷
牢
に
押
し
込

め
ら
れ
て
悶
死
す
る
。
日
本
の
近
代
化
や
文
化

の
連
続
性
の
問
題
を
深
く
考
察
し
た
、
藤
村
不

朽
の
名
作
で
あ
る
。

　
第
一
部
第
三
章
の
中
で
、
半
蔵
は
青
山
家
の

祖
先
で
横
須
賀
に
あ
る
山
上
家
を
公く

郷ご
う

村
に
訪

ね
た
。
半
蔵
が
金
沢
か
ら
横
須
賀
行
き
の
船
に

乗
っ
た
直
後
の
記
述
は
、「
当
時
の
横
須
賀
は

ま
だ
漁
村
で
あ
る
。
船
か
ら
陸
を
見
て
行
く
こ

と
も
生
れ
て
初
め
て
の
よ
う
な
半
蔵
等
に
は
、

そ
の
辺
を
他
の
海
岸
に
比
べ
て
言
う
こ
と
も
出

来
な
か
っ
た
が
、
大
島
小
島
の
多
い
三
浦
半
島

の
海
岸
に
沿
う
て
旅
を
続
け
て
い
る
こ
と
を
思

っ
て
見
る
こ
と
は
出
来
た
。
あ
る
岬
の
か
げ
ま

で
行
っ
た
。
海
岸
の
方
へ
伸
び
て
来
て
い
る
山

の
懐
に
抱
か
れ
た
よ
う
な
位
置
に
、
横
須
賀
の

港
が
隠
れ
て
い
た
」
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
時

点
で
は
、
一
漁
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
横
須
賀
の

地
理
的
状
況
を
描
写
し
て
い
る
。

　
半
蔵
は
山
上
家
を
訪
ね
た
が
、
予
想
と
は
大

い
に
違
い
、「
長の
ど
か閑

な
こ
と
も
想
像
以
上
だ
。

ほ
の
か
な
鶏
の
声
が
聞
こ
え
て
、
漁
師
た
ち
の

住
む
家
々
の
屋
根
か
ら
は
静
か
に
立
ち
の
ぼ
る

煙
を
見
る
よ
う
な
仙
境
だ
」
と
、
牧
歌
的
で
平

穏
な
漁
村
の
風
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
茶
室
の
裏
山
の
崖
下
に
は
「
岸
へ
押
し
寄

せ
押
し
寄
せ
す
る
潮
が
全
世
界
を
め
ぐ
る
生
命

の
脈
搏
の
よ
う
に
、
間
を
お
い
て
は
響
き
砕
け

て
い
た
」
と
あ
り
、
横
須
賀
が
世
界
に
向
け
た

日
本
の
前
線
に
な
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
山
上
家
と
は
、
現
存
す
る
史
跡
「
赤
門
」
が

残
る
永
嶋
家
が
モ
デ
ル
で
あ
る
。
永
嶋
家
は
鎌

倉
時
代
の
名
門
、
三
浦
一
族
の
末
裔
で
あ
り
、

三
浦
義
政
が
は
じ
め
て
永
嶋
姓
を
名
乗
っ
た
。

そ
の
３
代
目
の
正
義
の
弟
、
正ま
さ

胤た
ね

が
木
曽
に
土

着
し
て
か
ら
島
崎
姓
を
名
乗
っ
て
お
り
、
両
家

は
同
じ
血
族
で
あ
っ
た
。

　
藤
村
自
身
も
小
説
執
筆
の
た
め
、
幾
度
か
こ

の
永
嶋
家
を
訪
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い

る
。「
夜
明
け
前
」
の
世
界
を
よ
り
深
く
理
解

す
る
た
め
に
、
横
須
賀
を
ぜ
ひ
訪
ね
て
み
よ
う
。

島
崎
藤
村
の
名
作『
夜
明
け
前
』

と
は
ど
ん
な
作
品
な
の
か

藤
村
の
代
表
作
に
し
て

最
高
傑
作
に
横
須
賀
の
様
子
が
登
場

いずれも三浦氏の家紋とされる。馬籠を訪れた旅人が、偶然自
分と同じこの家紋を使用していることを知り、話すうちに、同
じ三浦氏の末裔という言い伝えを持つことがわかった。半蔵は
旅人の家に伝わる品を見せてもらうために、横須賀へと旅立つ。

丸に木
もっ

瓜
こう

（左）と三浦三つ引き両（右）

藤
村
の『
夜
明
け
前
』か
ら

戦
国
・
明
治

『夜明け前』の主人公のモデルとなった嶋崎禎
三郎（正樹の別名）が、永嶋庄兵衛を訪ねた時
の礼状が現存している。

永嶋家旧蔵古文書

横須賀市自然・人文博物館蔵



求
め
、
開
国
を
迫
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
国
書

を
渡
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
事
実
か
ら
、
日
本

の
近
代
は
横
須
賀
か
ら
始
ま
っ
た
と
し
て
も
、

ま
っ
た
く
過
言
で
は
な
い
の
だ
。

　
久
里
浜
に
は
、
明
治
34
年
（
１
９
０
１
）
７

月
に
建
立
さ
れ
た
ペ
リ
ー
上
陸
記
念
碑
が
あ
り
、

伊
藤
博
文
が
揮き

毫ご
う
し
て
い
る
。
ま
た
、
隣
接
す

る
ペ
リ
ー
記
念
館
で
は
、
黒
船
来
航
を
再
現
し

た
ジ
オ
ラ
マ
模
型
の
展
示
が
あ
り
、
ペ
リ
ー
上

陸
に
関
す
る
資
料
も
拝
見
で
き
る
。

　
実
は
ペ
リ
ー
の
史
跡
だ
け
で
な
く
、
横
須
賀

は
幕
末
維
新
期
の
史
跡
の
宝
庫
で
あ
る
。
そ
の

中
で
も
、
筆
者
が
厳
選
し
た
必
見
の
名
所
を
ご

紹
介
し
た
い
。
ペ
リ
ー
来
航
時
、
佐
久
間
象
山

と
弟
子
の
吉
田
松
陰
は
具つ
ぶ
さに

ペ
リ
ー
一
行
を
観

察
し
た
（
時
事
を
論
じ
て
い
る
）
が
、
そ
の
際

浦
賀
を
代
表
す
る
旅
館
で
あ
る
徳
田
屋
に
泊
ま

っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
桂
小
五
郎
（
後
の
木
戸

孝
允
）
が
浦
賀
奉
行
所
与
力
の
中
島
三
郎
助
か

ら
造
船
技
術
の
教
え
を
受
け
る
た
め
、
来
訪
し

た
際
の
宿
で
も
あ
っ
た
。
現
在
は
、
徳
田
屋
跡

付
近
に
碑
が
立
っ
て
い
る
。

　
同
じ
く
象
山
の
弟
子
で
あ
っ
た
勝
海
舟
は
、

咸
臨
丸
で
ア
メ
リ
カ
に
向
か
う
途
中
、
浦
賀
に

立
ち
寄
っ
て
お
り
、
愛
宕
山
公
園
に
は
「
咸
臨

丸
出
港
の
碑
」
が
あ
る
。
な
お
、
勝
は
航
海
の

無
事
を
祈
念
す
る
た
め
、
航
海
・
渡
航
の
守
護

神
を
祀
る
東
叶
神
社
で
断
食
を
し
、
そ
の
際
使

用
し
た
と
さ
れ
る
井
戸
が
現
存
し
て
い
る
。

　
横
須
賀
と
外
国
人
の
関
係
は
非
常
に
重
要
で

あ
り
、
ペ
リ
ー
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
海
軍

の
技
師
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

幕
府
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
横
須
賀
製
鉄
所

（
後
の
横
須
賀
造
船
所
、
太
平
洋
戦
争
ま
で
横

須
賀
海
軍
工こ
う
し
ょ
う廠

）
を
完
成
さ
せ
、
経
営
に
も
責

任
者
と
し
て
関
わ
っ
た
。
そ
の
功
績
と
製
鉄
所

の
意
義
を
顕
彰
す
る
た
め
、
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
記
念

館
が
建
て
ら
れ
た
。
な
お
、
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
と
日

本
側
の
推
進
者
で
幕
府
官
僚
だ
っ
た
小
栗
忠た
だ

順ま
さ

（
上

こ
う
ず
け
の
す
け

野
介
）の
像
が
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
公
園
内
に
あ
る
。

　
幕
末
と
言
え
ば
坂
本
龍
馬
で
あ
る
が
、
そ
の

妻
で
あ
る
お
龍
は
龍
馬
暗
殺
後
、
呉
服
行
商
人

の
西
村
松
兵
衛
と
再
婚
し
て
横
須
賀
に
居
住
し

た
。
明
治
39
年
（
１
９
０
６
）、
66
歳
で
亡
く

な
り
、
大
正
３
年
（
１
９
１
４
）
に
信
楽
寺
に

「
贈
正
四
位
阪
本
龍
馬
之
妻
龍
子
之
墓
」
と
刻

ま
れ
た
墓
碑
が
建
て
ら
れ
た
。

　
な
お
、
明
治
以
降
の
史
跡
と
し
て
は
伊
藤
博

文
が
明
治
憲
法
の
起
草
を
し
た
別
荘
が
あ
っ
た

夏
島
に
明
治
憲
法
起
草
地
記
念
碑
が
立
ち
、
日

露
戦
争
時
の
日
本
海
海
戦
で
活
躍
し
た
戦
艦
三

笠
が
三
笠
公
園
に
保
存
さ
れ
、
船
内
で
は
日
露

戦
争
当
時
の
資
料
を
拝
見
で
き
る
。
ま
た
、「
日

本
近
代
郵
便
の
父
」
で
あ
る
前
島
密ひ
そ
かの

墓
所
が

浄
楽
寺
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
幕
末
維
新
、
そ
し
て
近
代
化

が
進
む
明
治
日
本
の
多
様
な
史
跡
が
ま
と
ま
っ

て
存
在
す
る
場
所
は
、
他
に
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
横
須
賀
は
、
近
現
代
史
を
一
遍
に
紐
解

け
る
魅
力
あ
る
街
で
あ
る
。

監修・文／町田明広

　
幕
末
維
新
の
起
点
は
、
嘉
永
６
年
（
１
８
５

３
）
６
月
の
ペ
リ
ー
来
航
と
す
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
ペ
リ
ー
は
横
須
賀
の
浦
賀

に
現
れ
、
久
里
浜
に
上
陸
し
て
和
親
と
通
商
を

幕
末
維
新
の
起
点
と
な
っ
た

ペ
リ
ー
に
関
す
る
史
跡
を
巡
る

横
須
賀
繁
栄
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た

フ
ラ
ン
ス
人
技
師
ヴ
ェル
ニ
ー

明
治
以
降
日
本
の
歴
史
上
に

大
き
な
足
跡
を
残
し
た
史
跡

明
治
34
年（
1
9
0
1
）7
月
14
日
、
ペ
リ
ー
が
上
陸
し
た
の
と
同

じ
日
に
除
幕
式
が
行
わ
れ
た
。
碑
文
は
伊
藤
博
文
の
筆
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

ペ
リ
ー
上
陸
記
念
碑

東
側
の
浦
賀
の
渡
し
の
近
く
に
旅
館・徳
田
屋
が
あ
っ
た
。こ
こ
で
、

吉
田
松
陰
と
佐
久
間
象
山
が
面
会
し
た
と
い
う
。
現
在
、
徳
田
屋

の
跡
付
近
に
碑
が
立
っ
て
い
る
。

吉
田
松
陰
・
佐
久
間
象
山
相
会
処
の
碑

坂
本
龍
馬
の
妻
で
あ
っ
た
お
龍
は
、
龍
馬
の
死
後
、
横
須
賀
に
移

り
住
み
、
こ
の
地
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
墓
も
横
須
賀
市
内
の

信
楽
寺
に
あ
り
、
寺
に
は
お
龍
ゆ
か
り
の
品
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。

お
龍
の
墓日

露
戦
争
で
東
郷
平
八
郎
が
率
い
る
連
合
艦
隊
の
旗
艦

と
し
て
ロ
シ
ア
艦
隊
を
退
け
る
大
活
躍
を
見
せ
た
。
現

存
す
る
最
古
の
鋼
鉄
戦
艦
。

世
界
三
大
記
念
艦
「
三
笠
」

千
代
ヶ
崎
砲
台
は
東
京
湾
要
塞
を
構
成
し
た
砲
台
の
ひ

と
つ
で
、
海
防
の
要
地
と
し
て
役
割
を
担
っ
た
。
当
初

の
姿
を
良
好
に
残
し
、
近
代
の
軍
事
施
設
に
関
す
る
遺

跡
と
し
て
日
本
で
初
め
て
の
国
史
跡
の
指
定
を
受
け
た
。

千
代
ヶ
崎
砲
台
跡

幕末・明治の
史跡マップ

東京湾に浮かぶ猿島は、江戸後期から明治時代にかけて、海防
の要地として使用された。現在も残るれんが造りの砲台跡は、
明治期に陸軍によって造られたもの。

猿島砲台跡

横須賀製鉄所副首長であったティボディエの官舎を再現してい
る。明治2年（1869）頃に建築された本州最古級の西洋館だっ
た外観を再現するだけでなく、館内には、ティボディエ邸から
移設した実物の木骨煉瓦造りの壁とトラスがある。

ティボディエ邸

横須賀製鉄所（後の横須賀造船所）の礎を造った、ヴェルニーと
小栗上野介の胸像。銅像の設置されているヴェルニー公園から
は海を挟んで横須賀造船所跡が望める。

ヴェルニーと小栗上野介の銅像

よこすか
ルートミュージアム
他にも横須賀には
近代の史跡、
文化や自然を

楽しめるスポット多数
こちらから
チェック！

戦
国
・
明
治

写
真
提
供
／
三
笠
保
存
会

横
須
賀
市
教
育
委
員
会
蔵

幕
末・明
治
の
史
跡
を
巡
る

偉
人
た
ち
の
足
跡



① 麩を袋に入れて
　 粗く叩き潰す。
② 豆腐を厚手のペーパーに載せて
　 フォークなどで潰してから
　 ペーパーをもう１枚載せて、巻いて水気を絞る。
③ アジの皮をのぞいて粗く刻んで、
　 フードプロセッサーに入れ、Ⓐを加えて攪拌する。
④ 豆腐も加えて更に混ぜる。
⑤ ６～８等分に丸めて小麦粉をまぶし付け、
　 溶き卵を絡めて、麩をまぶし付け、５分程休ませる。
⑥ 揚げ油を中温に熱して、
　 アジを入れて５～６分程揚げる。油をきる。

アジ（3枚おろしにしたもの）：2尾分
木綿豆腐：100g　小麦粉：大さじ2
溶き卵：1個分　麩：20g　揚げ油：適量
Ⓐ 片栗粉：小さじ2　
　 砂糖：小さじ1　塩：小さじ1/3

ヘルシー衣のアジ麩フライ

き
じ
ま
流

ペ
リ
ー
饗
応
料
理

　
ペ
リ
ー
提
督
た
ち
の
食
卓
に
並
べ
ら
れ
た
豪

華
な
料
理
は
魚
中
心
で
し
た
。
料
理
は
、
美
し

く
配
膳
さ
れ
て
い
て
、
日
本
人
が
食
べ
た
ら
最

高
に
美
味
で
あ
り
、
健
康
に
も
よ
く
、
心
も
な

ご
や
か
に
な
る
よ
う
な
料
理
ば
か
り
で
し
た
。

　
し
か
し
、
時
間
を
か
け
、
船
で
や
っ
て
き
た

異
国
の
人
た
ち
で
す
か
ら
、
食
中
毒
の
こ
わ
さ

に
生
魚
料
理
を
見
た
だ
け
で
軽
い
拒
絶
反
応
を

お
こ
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
煮
物
や
揚
げ
物
料
理
は
お
い
し
い
と
言
っ
て

に
こ
に
こ
し
、
刺
身
や
な
ま
す
類
は
嫌
厭
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

　
１
０
０
年
早
か
っ
た
の
で
す
。

　
今
だ
っ
た
ら
、
ペ
リ
ー
た
ち
に
供
さ
れ
た
饗

宴
料
理
を
見
て
、「
こ
れ
こ
そ
、
長
寿
の
国
ニ

ッ
ポ
ン
の
世
界
一
美
味
で
長
寿
に
役
立
つ
お
も

て
な
し
料
理
」
と
い
っ
て
大
喜
び
さ
れ
る
と
確

信
し
ま
す
。

　
日
本
料
理
に
は
、
今
も
昔
も
３
つ
の
ポ
イ
ン

ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
１
つ
め
は
「
美
味
」。

　
２
つ
め
は
「
長
生
き
」。

　
３
つ
め
は
「
ス
マ
イ
ル
（
ス
マ
ル
）」。

　
お
い
し
く
て
、
長
寿
効
果
が
あ
り
、
食
べ
終

わ
っ
た
と
き
に
、
思
わ
ず
ス
マ
イ
ル
が
出
る
ほ

ど
の
満
足
感
と
い
う
意
味
で
す
。

提
言

一
、 

ペ
リ
ー
提
督
の
饗
膳
メ
ニ
ュ
ー
の
特
徴
を

　
　
生
か
し
、
現
代
的
に
再
構
成
し
た
料
理
を

　
　
創
作
し
全
国
に
発
信
す
る
。

一
、 

地
の
物
を
活
用
し
、
そ
の
土
地
に

　
　
行
か
な
け
れ
ば
食
べ
ら
れ
な
い
サ
プ
ラ
イ
ズ
な

　
　
よ
こ
す
か
料
理
を
生
み
出
す
。

　
ペ
リ
ー
に
饗
さ
れ
た
の
は
、
本
膳
料
理
と

い
っ
て
、
正
式
な
場
面
で
出
さ
れ
る
日
本
料

理
。
い
く
つ
か
の
形
式
が
あ
る
が
、
こ
の
時

は
も
っ
と
も
格
式
の
高
い
五
の
膳
ま
で
あ
る

も
の
だ
っ
た
。

　
調
理
を
担
当
し
た
の
は
、
百
川
と
い
う
会

席
料
理
茶
屋
で
、
横
浜
や
浦
賀
の
料
理
人
も

協
力
し
て
ア
メ
リ
カ
艦
隊
の
将
兵
約
３
０
０

人
分
と
、
接
待
す
る
側
の
日
本
人
側
２
０
０

人
分
の
お
よ
そ
５
０
０
人
分
を
作
っ
た
。
１

人
前
の
料
理
は
90
品
あ
り
、
か
か
っ
た
金
額

は
３
両
（
今
の
約
12
万
円
）
だ
っ
た
と
い
う
。

　
料
理
は
、
鯛
ひ
れ
の
吸
い
物
と
酒
で
は
じ

ま
り
、
ひ
ら
め
や
メ
ジ
マ
グ
ロ
の
刺
身
、
伊

達
巻
、
す
し
な
ど
が
並
び
、
土
産
と
し
て
鯛

の
姿
塩
焼
き
や
か
ま
ぼ
こ
が
つ
い
た
。

ペ
リ
ー
に
出
さ
れ
た
料
理
と
は

食
文
化
史
研
究
家 

永
山
久
夫

１
０
０
年
早
か
っ
た
メ
ニ
ュ
ー

「
ペ
リ
ー
さ
ん
献
立
」が
面
白
い

慣れない外国（日本）の料
理でもてなされても、あ
まり食べられなかったペ
リー。横須賀のおいしい
食材を、日本食に慣れて
いない海外の人にも食べ
やすくしてみました。 ペリーの子孫が食べたらこんなことをいうかも。

料理研究家。料理研究家
一家の三代目。ＮＨＫ『き
じまりゅうたの小腹すい
てませんか？』などテレ
ビ雑誌等を中心に活躍中。

きじまりゅうた

横須賀では、キャベツや大根、カボチャなどお
なじみの野菜だけでなく、イタリア料理やフラ
ンス料理で使われるカラフルで珍しい西洋野菜
など様々な野菜が１年を通じて生産されている。
こうした野菜は、市内の飲食店で楽しむことが
でき、さらに定期的に行われる市内の直売イベ
ントなどでも購入することができる。

よこすか野菜

① 長ネギは斜め薄切りにする。
② 鍋に油を入れて長ネギをしんなりするまで炒める。
③ Ⓐを入れ、煮たったら海苔をちぎって入れて煮る。
④ 溶き卵を流し入れてかきたまにする。

焼海苔：1枚　卵：1個　長ネギ：1/2本　サラダ油：大さじ1/2
Ⓐ 水：300ml　顆粒コンソメ：小さじ2　塩：少々　胡椒：少々

ふわとろかきたま海苔スープ
会食後の肝臓機能をサポート！

ひと口サイズで食べやすい！

長旅のミネラル補給にもピッタリ！

ホームページでは、
「よこすか野菜ガイドブック」や
魅力発信動画、直売イベント
などが見られます！

アメリカ海軍の軍人だったペリーは当時
のアメリカ大統領フィルモアの親書を携
えて嘉永６年、日本に来航した。再来日
すると言い残して退去。翌年、予告通り
に再航し、日米和親条約を締結させた。

ペリーの肖像画

横
須
賀
で
と
れ
る

野
菜
や
海
産
物
を
中
心
に
、

饗
膳
メ
ニュ
ー
の

特
徴
を
生
か
し
て

現
代
風
に
大
胆
ア
レ
ン
ジ
！

守屋壽コレクション、広島県立歴史博物館蔵・画像提供

ペリーが来日したことは人びとの関心を引い
たようで、多くの瓦版が作られた。これもそ
のひとつでペリーを饗応した時の様子が描か
れ、上部にはメニューなどが記されている。

「武州横浜於応接所饗応之図」

横浜中央図書館蔵

横
須
賀

開
国
メ
シ

地
元
食
材
を
使
っ
た

嘉
永
６
年（
１
８
５
３
）ペ
リ
ー
ら
を
乗
せ
た

４
隻
の
黒
船
が
や
って
来
て
日
本
に
開
国
を
迫
っ
た
。

そ
の
翌
年
再
び
日
本
に
や
って
来
た
時
に
、

ペ
リ
ー
を
も
て
な
し
た
料
理
を
紹
介
し
よ
う
。

現代風にアレンジ

① キャベツは幅５㎜、大根は皮をむいて長さ５㎝、
　 幅５㎜の細切りに、ニンジンは皮をむいて
　 長さ５㎝、幅２～３㎜のそれぞれ細切りにする。
② 野菜を袋に入れてⒶを入れて30分程おき、
　 水気を絞り、Ⓑを混ぜる。

キャベツ：100g　大根：100g　カラフルニンジン：50g
Ⓐ 水：大さじ2　塩：小さじ1
Ⓑ マヨネーズ：大さじ3　砂糖：小さじ1　粗挽き黒こしょう：少々

シャキシャキカラフルコールスロー

食文化史研究家。古代か
ら明治時代までの食事復
元研究の第一人者。長寿
食や健脳食の研究も行う。

絵・文／永山久夫

きじまりゅうたさんへ 永山先生から



横須賀市の
国指定、県指定、国登録文化財一覧
横須賀市の国および神奈川県による、指定・登録等の文化財を一覧にしてご紹介します。

※一般公開していない文化財も含む。訪れる際には事前に確認を。　写真提供／横須賀市教育委員会

県指定重要文化財
文化財 種別 名称 所在地 所有者（管理者）

有形文化財 彫刻 木造毘沙門天立像 大矢部5-9-20 清雲寺

有形文化財 彫刻 木造薬師如来坐像 野比1-51-1 最寶寺

有形文化財 歴史資料 東京湾第三海堡構造物 平成町3-23-1、
夏島町２ 横須賀市

有形文化財 考古資料 横須賀市吉井貝塚出土の
縄文時代早期の骨角牙器・貝製品

深田台95（横須賀市
自然・人文博物館） 横須賀市

民俗文化財 有形 鴨居の漁撈用具コレクション 深田台95（横須賀市
自然・人文博物館） 横須賀市

民俗文化財 無形 虎踊 西浦賀４（浜町） 保存会

記念物 史跡 茅山貝塚 佐原5-33 個人

記念物 史跡 吉井貝塚を中心とした遺跡 吉井1-564他 横須賀市

記念物 天然記念物及
び名勝 天神島、笠島及び周辺水域

佐島3-1457-1～3、
1458、

1457-1先、公有海面
横須賀市管理

記念物 天然記念物 はまおもと 佐島3-1457 横須賀市管理

記念物 天然記念物 大松寺林 小矢部3-1082 大松寺

記念物 天然記念物 白髭神社の社叢林 野比2-261-1 白髭神社

記念物 天然記念物 叶神社の社叢林 東浦賀2-59-1他 叶神社

記念物 天然記念物 三島社の社叢林 武1-2749-1他 三島社

国登録有形文化財
文化財 種別 名称 所在地 所有者（管理者）

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局走水水源地煉瓦造貯水池 走水１ 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局走水水源地鉄筋コンクリート造浄水池 走水１ 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 日本基督教団横須賀上町教会・付属めぐみ幼稚園 上町2-43 日本基督教団
横須賀上町教会

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局逸見浄水場緩速ろ過池調整室Ⅰ 西逸見2-10 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局逸見浄水場緩速ろ過池調整室Ⅱ 西逸見2-10 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局逸見浄水場緩速ろ過池調整室Ⅲ 西逸見2-10 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局逸見浄水場緩速ろ過池調整室Ⅳ 西逸見2-10 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局逸見浄水場配水池東入口 西逸見2-10 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局逸見浄水場配水池西入口 西逸見2-10 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 横須賀市上下水道局逸見浄水場ベンチュリーメーター室 西逸見2-10 横須賀市上下水道局

有形文化財 建造物 旧澤田家別荘 秋谷２ 個人

有形文化財 建造物 髙橋家住宅 本町２ 個人

有形文化財 建造物 西崎家住宅（船越町洋館付き住宅）主屋 船越町3 個人

国選択無形民俗文化財
文化財 種別 名称 所在地 所有者（管理者）

民俗文化財 無形 横須賀の虎踊 西浦賀、野比 各保存会

横須賀市に関わりのある国指定重要文化財
文化財 種別 名称 所在地 所有者（管理者）

有形文化財 考古資料 神奈川県夏島貝塚出土品 東京都千代田区神田駿河台 明治大学

市内で繁殖している地域を定めない国指定天然記念物
文化財 種別 名称 所在地 所有者（管理者）

記念物 天然記念物 ミヤコタナゴ 鴨居4-1120 観音崎自然博物館

国指定重要文化財
文化財 種別 名称 所在地 所有者（管理者）

有形文化財 彫刻 木造阿弥陀如来及び両脇侍像（運慶作） 芦名2-30-5 浄楽寺

有形文化財 彫刻 木造菩薩立像 岩戸1-4-9 満願寺

有形文化財 彫刻 木造地蔵菩薩立像 岩戸1-4-9 満願寺

有形文化財 彫刻 木造不動明王・毘沙門天立像（運慶作） 芦名2-30-5 浄楽寺

有形文化財 彫刻 木造三浦義明坐像（御霊明神社安置） 大矢部1-5-10 満昌寺

有形文化財 彫刻 木造観音菩薩坐像 大矢部5-9-20 清雲寺

有形文化財 彫刻 木造十二神将立像 横浜市金沢区 曹源寺
（県立金沢文庫に寄託）

有形文化財 歴史資料 スチームハンマー（旧横須賀製鉄所設置） 東逸見町1-1（ヴェルニー
記念館） 横須賀市

民俗文化財 有形 三浦半島の漁撈用具 深田台95（横須賀市自
然・人文博物館） 横須賀市

記念物 史跡 三浦安針墓 西逸見町3-57 文化庁
（横須賀市管理）

記念物 史跡 夏島貝塚 夏島町２ 文化庁
（横須賀市管理）

記念物 史跡 東京湾要塞跡　猿島砲台跡、千代ヶ崎砲台跡 猿島1、西浦賀6-17他 横須賀市、
文化庁（横須賀市管理）

猿島砲台跡

ス
チ
ー
ム
ハ
ン
マ
ー

虎踊

東京湾第三海堡構造物 はまおもと

三浦安針墓
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