
 

 

                            

 

 

              

詩
人
西
脇
順
三
郎
は
、
昭
和
二
十

四
年
（
一
九
四
九
年
）
の
晩
夏
、
長

男
の
順
一
氏
の
遠
足
に
同
行
し
、
観

音
崎
を
訪
れ
ま
し
た
。
こ
の
地
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
『
燈
台
へ
行
く
道
』

は
、
昭
和
二
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た

詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
に
収
め
ら
れ

て
い
ま
す
。こ
の
『
燈
台
へ
行
く
道
』

は
、
難
解
と
い
わ
れ
る
西
脇
作
品
の

中
に
あ
っ
て
、
分
か
り
や
す
い
作
品

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
も

と
も
と
少
年
雑
誌
か
ら
の
依
頼
で
書

か
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

左
手
に
浦
賀
水
道
の
風
景
を
眺
め

な
が
ら
、
灯
台
へ
行
く
ま
で
の
石
畳

の
道
の
右
側
に
あ
る
崖
に
は
、
や
ぶ

が
生
い
茂
り
、
ガ
ク
ア
ジ
サ
イ
や
肉

厚
の
葉
を
持
っ
た
海
桐
（
と
べ
ら
）

が
実
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
の
硬
い

海
桐
の
実
を
割
る
と
、
ネ
バ
ネ
バ
し

た
液
体
に
包
ま
れ
た
真
っ
赤
な
種
が

あ
ら
わ
れ
ま
す
。
こ
の
作
品
に
は
、

不
思
議
な
自
然
の
命
に
対
す
る
感
動

と
と
も
に
人
間
の
温
か
さ
が
読
み
込

ま
れ
て
い
ま
す
。 

詩
碑
の
建
立
場
所
は
、バ
ス
停「
観

音
崎
」
で
下
車
、
海
岸
に
沿
っ
て
灯

台
へ
向
か
う
途
中
に
あ
り
、
説
明
用

の
石
碑
と
と
も
に
東
京
湾
に
面
し
て

い
ま
す
。
碑
文
に
は
、『
燈
台
へ
行
く

道
』の
前
半
部
分
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

今
回
は
、
そ
の
後
半
部
分
を
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。 
 や

ぶ
の
中
を
「
た
し
か
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
思
っ
て 

の
ぞ
い
て
み
る
と 

あ
の
毒
々
し
い
つ
ゆ
く
さ
の
青
い
色
も
ま
だ
あ
っ
た 

あ
か
の
ま
ん
ま
の
力
も
弱
っ
て
い
た 

岩
山
を
つ
き
ぬ
け
た
ト
ン
ネ
ル
の
道
へ
は
い
る
前 

「
と
べ
ら
」
と
い
う
木
が
枝
を
崖
か
ら
た
ら
し
て
い
た
の
を 

実
の
つ
い
た
小
枝
の
先
を
折
っ
て 

そ
の
み
ど
り
色
の
梅
の
よ
う
な
固
い
実
を
割
っ
て
み
た 

ペ
ル
シ
ャ
の
じ
ゅ
う
た
ん
の
よ
う
に
赤
い 

種
子
が
た
く
さ
ん 

心
の
と
こ
ろ
に
ひ
そ
ん
で
い
た 

暗
い
と
こ
ろ
に
幸
福
が
住
ん
で
い
た 

か
わ
い
い
生
命
を
お
ど
ろ
か
し
た
こ
と
は 

た
い
へ
ん
気
の
毒
に
思
っ
た 

そ
ん
な
さ
び
し
い
自
然
の
秘
密
を
あ
ば
く
も
の
で
な
い 

そ
の
暗
い
と
こ
ろ
に
い
つ
ま
で
も 

か
く
れ
て
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う 

人
間
や
岩
や
植
物
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら 

ま
た
燈
台
へ
の
道
を
歩
き
だ
し
た 

 
 

西
脇
順
三
郎
は
、
明
治
二
十
七
年

（
一
八
九
四
年
）
、
錦
鯉
や
小
千
谷

縮
ち
ぢ
み

で
知
ら
れ
る
新
潟
県
小
千
谷
市

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
少
年
時
代
か
ら

絵
が
好
き
で
、
将
来
は
画
家
に
な
る

こ
と
を
志
し
、
十
七
歳
で
小
千
谷
中

学
を
卒
業
す
る
と
、
上
京
し
て
藤
島

武
二
や
黒
田
清
輝
と
い
っ
た
当
代
一

流
の
画
家
を
訪
ね
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
一
家
の
生
計
を
支
え
て
い
た
父

の
急
死
な
ど
の
事
情
に
よ
り
画
家
へ

の
道
を
断
念
し
、
慶
應
義
塾
大
学
理

財
科
へ
進
み
ま
し
た
。
そ
の
後
、
英

文
学
の
研
究
を
志
し
、
イ
ギ
リ
ス
の

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
留
学
し

ま
し
た
。 

留
学
中
に
再
び
絵
筆
を
握
る
傍
ら
、

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
に
英

文
詩
集
『Spectrum

（
ス
ペ
ク
ト
ラ

ム
）』
を
刊
行
し
ま
し
た
。
同
年
に
帰

国
し
、
翌
大
正
十
五
年
に
は
慶
應
義

塾
大
学
の
文
学
部
教
授
に
就
任
し
ま

し
た
。 

当
時
の
西
脇
は
、
新
し
い
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
学
の
豊
富
な
知
識
を
背
景
に
、

『
三
田
文
学
』
や
『
詩
と
詩
論
』
を

通
じ
て
活
発
な
批
評
活
動
を
展
開
し

た
と
い
い
ま
す
。 

ま
た
、
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
で

知
ら
れ
る
萩
原
朔
太
郎
の
作
品
を
通

し
て
日
本
語
の
可
能
性
を
見
出
し
た

と
い
う
西
脇
は
、
昭
和
八
年
（
一
九

三
三
年
）
、
三
十
九
歳
の
時
に
詩
集

『Ambarvalia

（
ア
ム
バ
ル
ワ
リ
ア
）』

を
発
表
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
画

期
的
な
詩
風
を
樹
立
し
ま
し
た
。
終

生
に
わ
た
り
「
眼
の
詩
人
」、「
視
覚

の
詩
人
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
根
底

に
少
年
時
代
の
画
家
志
望
と
い
う
夢

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

そ
の
後
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九

四
七
年
）
に
自
分
の
内
面
に
潜
む
も

う
一
人
の
人
間
を
「
幻
影
の
人
」
と

名
づ
け
、
作
品
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』

と
こ
れ
に
続
く
詩
集『
近
代
の
寓
話
』、

『
第
三
の
神
話
』
の
中
で
追
求
し
、

西
洋
的
教
養
と
日
本
的
感
性
を
融
合

さ
せ
た
独
自
の
詩
風
を
築
き
上
げ
ま

し
た
。 

さ
ら
に
、
一
九
六
○
年
代
に
入
っ

て
、
長
編
詩
集
『
失
わ
れ
た
時
』
を

は
じ
め
『
豊
饒
の
女
神
』、『
え
て
る

に
た
す
』
な
ど
の
一
連
の
詩
集
に
よ

り
西
脇
自
身
の
詩
風
は
頂
点
に
達
し
、

文
豪
・
谷
崎
潤
一
郎
ら
と
と
も
に
ノ

ー
ベ
ル
文
学
賞
の
候
補
に
も
名
を
連

ね
ま
し
た
。 

七
十
歳
代
に
入
っ
て
も
創
作
力
に

衰
え
を
見
せ
ず
、旺
盛
な
想
像
力
は
、

『
礼
記

ら

い

き

』、『
壌
歌

じ
ょ
う
か

』、『
鹿
門

ろ
く
も
ん

』
と
い

っ
た
詩
集
を
生
み
出
し
た
の
み
な
ら

ず
、さ
ら
に
八
十
歳
代
に
は
詩
集『
人

類
』と『
定
本
西
脇
順
三
郎
全
詩
集
』

の
刊
行
を
み
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
西
脇
の
業
績
を
た
た
え
、

横
須
賀
市
は
、
平
成
六
年
に
観
音
崎

に
第
十
二
号
文
学
碑
を
建
立
し
ま
し

た
。
こ
の
と
き
に
は
、
ご
子
息
の
順

一
氏
を
は
じ
め
西
脇
ゆ
か
り
の
詩
人

や
研
究
者
（
明
治
学
院
大
学
副
学
長

の
新
倉
俊
一
氏
、
当
時
）
ら
、
多
数

の
関
係
者
が
除
幕
式
に
参
列
し
ま
し

た
。 ま

た
、
西
脇
が
残
し
た
文
学
や
絵

画
の
作
品
は
、
郷
里
の
小
千
谷
市
立

図
書
館
や
東
京
の
世
田
谷
美
術
館
、

葉
山
町
の
神
奈
川
県
立
美
術
館
な
ど

に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

※
本
文
は
、
西
脇
順
三
郎
文
学
碑
建
立
記
念
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
（
横
須
賀
市
）
に
加
筆
し
ま
し
た
。 

        
 
 
 

（
芳
賀
久
雄
） 

 

＊
あ
か
の
ま
ん
ま
…
イ
ヌ
タ
デ
の
こ
と 

＊
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
…
ス
ペ
ク
ト
ル
の
こ
と 

＊
ア
ム
バ
ル
ワ
リ
ア
…
古
代
ロ
ー
マ
で
行
わ
れ
た 

 
 
 
 

豊
作
を
祈
願
す
る
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＊
え
て
る
に
た
す
…
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燈
台

と

う

だ

い

へ
行
く
道 

～
西
脇
順
三
郎
と
観
音
崎
～ 

大
正
・
昭
和
時
代
の
詩
人
、
英
文
学
者
。
幼
少
の
頃
は
文
学
よ
り
絵
画
を
好
み
、

水
墨
画
を
よ
く
し
、
東
山
と
号
し
た
。
語
学
の
才
に
恵
ま
れ
、
日
本
語
の
み
な
ら
ず
、

英
語
や
ラ
テ
ン
語
で
も
詩
作
し
、
海
外
で
も
評
価
が
高
い
。 

 

西脇順三郎詩碑 

♦♦♦ 浦賀奉行所は平成 32年（2020年）に開設 300周年を迎えます ♦♦♦ 



 

 

 
 

●
奉
行
所
開
設
● 

 

十
七
世
紀
後
半
、
日
本
の
経
済
成
長
は

め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
国
民
総
生
産

は
江
戸
幕
府
が
開
か
れ
た
時
と
比
較
す
る

と
数
倍
に
も
増
し
た
。
こ
の
豊
か
さ
が
元

禄
文
化
に
反
映
し
、
浦
賀
の
干
鰯

ほ

し

か

問
屋
が

急
成
長
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
特
に
目
を

引
く
の
は
東
北
地
方
の
お
米
の
生
産
量
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
市
場
に
で
る

こ
と
が
な
か
っ
た
東
北
地
方
の
余
剰
米
が
、

大
消
費
地
で
あ
っ
た
江
戸
に
運
び
こ
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
あ
お
り
を
も
っ

と
も
受
け
た
の
は
、
生
産
力
を
何
も
持
た

な
い
武
士
で
あ
っ
た
。
武
士
の
大
半
は
給

与
を
お
米
で
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
自
分

の
家
で
食
べ
る
分
は
残
し
、
残
り
は
米
屋

に
売
り
、
そ
こ
で
得
た
お
金
で
生
活
を
営

ん
で
い
た
。
し
か
し
、
江
戸
に
大
量
に
運

び
込
ま
れ
た
お
米
の
価
格
は
安
定
せ
ず
、

生
活
は
常
に
不
安
定
な
状
況
で
あ
っ
た
。 

こ
の
状
況
を
打
破
す
べ
く
出
さ
れ
た
政

策
が
八
代
将
軍
・
吉
宗
が
行
っ
た
「
享
保

の
改
革
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
、
生
産

力
の
乏
し
か
っ
た
江
戸
へ
の
生
活
物
資
輸

送
の
ほ
と
ん
ど
が
船
に
よ
る
輸
送
で
、
特

に
西
（
大
阪
）
か
ら
来
る
荷
物
を
下く

だ

り
物

と
い
い
、
江
戸
の
生
活
を
支
え
て
い
た
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
品
物
が
江
戸
で
売
れ

た
わ
け
で
な
く
、
中
に
は
江
戸
の
人
に
は

合
わ
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
品

物
は
下
っ
て
こ
な
い
の
で
「
下
ら
な
い
」

と
い
っ
た
。こ
れ
が
現
在
の
「
下
ら
な
い
」

の
語
源
で
あ
る
。 

吉
宗
が
着
目
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
西

か
ら
の
物
資
だ
け
に
目
を
光
ら
せ
て
い
た

伊
豆
・
下
田
奉
行
所
を
、
西
か
ら
も
北
か

ら
も
運
ば
れ
て
く
る
物
資
に
目
が
届
く
場

所
へ
移
転
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

移
転
先
の
調
査
が
始
ま
っ
た
の
は
享
保

五
年
（
一
七
二
〇
年
）
の
春
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
当
時
の
下
田
奉
行
で
あ
っ
た
堀
隠

岐
守
利
喬
は
陸
上
か
ら
相
模
湾
沿
い
に
、

船
手
奉
行
で
あ
っ
た
向
井
将
監
正
員

ま
さ
か
ず

は
海

上
か
ら
候
補
地
選
び
を
始
め
た
。
両
者
の

意
見
が
一
致
し
た
場
所
が
『
浦
賀
』
で
あ

っ
た
。 

そ
こ
で
、
奉
行
所
や
、
船
の
検
査
を
す

る
番
所
の
位
置
、
与
力
・
同
心
と
呼
ば
れ

て
い
た
役
人
た
ち
の
住
居
エ
リ
ア
な
ど
の

計
画
図
が
作
ら
れ
た
。
せ
ま
い
東
浦
賀
に

こ
れ
ら
の
施
設
を
配
置
し
て
み
る
と
、
干

鰯
問
屋
で
栄
え
て
い
た
東
浦
賀
村
の
ほ
ぼ

全
域
が
対
象
地
と
な
っ
て
い
た
。 

東
浦
賀
村
は
石
高
（
年
貢
の
対
象
と
な

る
村
の
総
生
産
高
）
が
六
十
二
石
余
り
と

小
さ
な
村
で
あ
っ
た
が
、
干
鰯
問
屋
を
中

心
に
し
た
三
浦
半
島
随
一
の
商
業
都
市
で
、

八
十
近
く
あ
っ
た
三
浦
半
島
の
村
で
も
っ

と
も
裕
福
な
村
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
奉
行

所
の
施
設
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
東
浦

賀
村
か
ら
干
鰯
問
屋
を
含
む
、
全
て
の
住

民
の
立
ち
退
き
が
条
件
と
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
計
画
を
知
ら
さ
れ
た
東
浦
賀
の
住

民
が
奉
行
所
設
置
反
対
運
動
を
繰
り
広
げ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
東
浦
賀
の

住
民
は
、
伊
勢
原
の
大
山
へ
行
き
護
摩
供

養
を
し
て
気
勢
を
あ
げ
、
鎮
守
の
叶
明
神

を
祀
る
明
神
山
に
立
て
こ
も
っ
て
反
対
運

動
を
繰
り
広
げ
た
。
こ
の
結
果
、
住
民
と

の
調
整
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
代
官
・

遠
藤
七
左
衛
門
は
更
迭
さ
れ
た
。
次
の
調

整
役
に
つ
い
た
代
官
の
河
原
清
兵
衛
は
再

検
分
し
て
、
三
度
目
の
計
画
案
で
よ
う
や

く
、
西
浦
賀
の
現
在
の
跡
地
に
、
奉
行
所

や
船
番
所
、
役
人
の
住
宅
が
置
か
れ
る
こ

と
が
決
定
し
た
。 

享
保
五
年
九
月
、
奉
行
所
や
船
番
所
、

役
人
の
住
ま
い
の
建
設
が
始
ま
っ
た
。
し

か
し
、
移
転
完
了
ま
で
の
期
間
は
四
カ
月

ほ
ど
し
か
な
く
、
ど
の
よ
う
に
し
て
完
成

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。 

ま
た
、
下
田
を
引
き
払
う
役
人
た
ち
に

も
「
立
つ
鳥
跡
を
濁
さ
ず
」
の
た
と
え
の

よ
う
に
、
下
田
に
借
金
な
ど
を
残
さ
ぬ
よ

う
に
と
の
通
達
が
で
た
。 

   
 

        

                                      

                                     

歴
史 

語
ら
い
座

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

田
島 

耕
史 

 
大
塚
遊
球
子 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

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/） 

黄
昏
お
じ
さ
ん 

 

お
じ
さ
ん
は
寂
し
か
っ
た
。 

清
少
納
言
の
昔
か
ら
「
秋
は
夕
暮
」
な
の
だ
。

綺
麗
な
夕
焼
け
を
見
な
が
ら「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
感
じ
て
し
ま
う
お
じ
さ
ん
で
あ
っ
た
。 

西
行
の
歌
に
も「
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知

ら
れ
け
り
鴫
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
」
と
あ
る
で
は

な
い
か
。 

俳
句
の
秋
の
季
語
に
「
身
に
入し

む
」
と
い
う

の
が
あ
る
。
体
に
こ
た
え
る
、
深
く
感
じ
る
、

し
み
じ
み
と
感
じ
る
と
い
う
意
味
だ
が
、
特
に

秋
の
冷
気
や
も
の
寂
し
さ
に
つ
い
て
い
う
。 

来
年
六
十
五
才
に
な
る
お
じ
さ
ん
も
身
に
し

む
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
で
、
ど
う

す
る
か
と
い
う
と
、
い
つ
も
の
店
で
酒
を
呑
む

の
だ
。
ま
あ
一
年
中
呑
ん
で
る
け
ど
ね
。 

（
酒
呑
童
子
） 

 
 

笑 話 一 題   第 24 回浦賀コミュニティセンター分館特別企画展示会 

 絵図で解く 

浦賀奉行所開設の経緯など、今まであまり
知られていなかった奉行所の「謎」を建物
の変遷とともに解き明かします。 

※詳細は、広報よこすか 10 月号、ポスター、
ちらし等でご確認ください。 

〈日時〉

10 時～17 時 入場無料 

〈会場〉浦賀コミュニティセンター分館 

    （郷土資料館） 


