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幕
末
の
日
本
を
写
し
た
写
真
家
と
い
え
ば
、

フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
・
ベ
ア
ト
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
近
年
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
ベ

ア
ト
以
外
の
外
国
人
カ
メ
ラ
マ
ン
の
存
在
も

徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
な
か
で
も
、

ほ
と
ん
ど
一
般
に
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
写

真
家
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
リ

ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ー
ド
（Charles Leander 

W
eed, 1824

～1903

）
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ー
ド
は
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
～
四
年

に
日
本
に
滞
在
し
た
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
で
、
マ

ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
大
型
の
カ
メ

ラ
を
使
用
し
て
ス
ケ
ー
ル
感
の
あ
る
風
景
写
真

を
撮
影
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
を
撮
っ
た

作
品
の
残
存
例
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
か
つ
経

歴
に
も
不
明
な
部
分
が
多
い
、
ま
さ
に
「
幻
の

写
真
家
」
と
言
っ
て
よ
い
存
在
だ
っ
た
。
国
内

の
公
的
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
ウ
ィ
ー
ド
の
写
真

は
三
〇
枚
に
満
た
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
二
〇
二
一
年
、
ウ
ィ
ー
ド
が
撮
影

し
た
と
推
定
さ
れ
る
三
一
枚
の
風
景
写
真
が
新

た
に
見
出
さ
れ
た
（
岡
山
洋
二
氏
蔵
）。
写
真

は
大
判
サ
イ
ズ
（
お
お
よ
そ
二
五
×
三
四
セ
ン

チ
）
に
プ
リ
ン
ト
さ
れ
、
幕
末
維
新
期
の
日
本

各
地
（
長
崎
・
江
戸
・
横
浜
等
）
の
風
景
が
鮮

明
か
つ
緻
密
に
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
展
覧
会
で
は
、
初
公
開
と
な
る
岡
山

洋
二
氏
所
蔵
の
写
真
に
く
わ
え
、
当
館
と
国
内

機
関
が
所
蔵
す
る
ウ
ィ
ー
ド
の
作
品
も
展
示

し
、
ウ
ィ
ー
ド
の
見
た
幕
末
日
本
の
風
景
と
そ

の
時
代
背
景
を
紹
介
し
た
い
。

図 1　飽の浦の長崎製鉄所　ウィード撮影、1867 ～ 68 年、岡山洋二氏蔵

特別展「幻の写真家　チャールズ・ウィード」

ウィードの写真と
時代を読み解く

Part.1special feature
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長
崎
の
風
光

　

ウ
ィ
ー
ド
の
日
本
の
写
真
シ
リ
ー
ズ
は

一
八
六
九
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の

ト
ー
マ
ス
・
ハ
ウ
ス
ワ
ー
ス
社
（Thom

as 
Housew

orth &
 Com

pany

）
よ
り"O

riental 
Scenery"

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
発
売
さ

れ
た
。そ
の
日
本
の
部
は
長
崎
か
ら
は
じ
ま
る
。

現
存
す
る
長
崎
写
真
の
内
容
は
、①
日
本
の
町
・

家
屋
、
②
外
国
人
居
留
地
と
洋
式
建
造
物
、
③

郊
外
の
自
然
風
景
、
の
お
お
よ
そ
三
つ
に
分
け

ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
詰
ま
っ
て
い
る

の
が
図
１
、
飽
の
浦
の
長
崎
製
鉄
所
の
写
真
で

あ
る
。
同
所
は
幕
府
が
文
久
元
（
一
八
六
一
）

年
に
竣
工
さ
せ
た
レ
ン
ガ
造
り
の
洋
式
工
場

で
、
船
舶
の
修
理
や
鉄
製
道
具
の
製
造
が
可
能

だ
っ
た
。
最
初
期
の
近
代
的
工
場
の
姿
を
と
ら

え
た
歴
史
的
資
料
と
し
て
も
価
値
が
あ
る
が
、

背
景
の
な
だ
ら
か
な
丘
に

見
え
る
段
々
畑
や
、
そ
の
麓

の
茅
葺
き
農
家
、
海
に
浮
か

ぶ
和
船
の
姿
も
カ
メ
ラ
は

捉
え
て
い
る
。
ほ
か
の
長
崎

の
写
真
と
あ
わ
せ
て
考
え

る
と
、
ウ
ィ
ー
ド
は
人
工
の

建
物
と
自
然
風
景
が
織
り

な
す
長
崎
の
風
光
に
魅
せ

ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
（
５
頁
図
５
も
参
照
）。

画
面
構
成
の
巧
さ
と
自
然

風
景
の
美
し
さ
は
、
ウ
ィ
ー

ド
の
大
き
な
魅
力
で
あ
る
。

都
市
横
浜
の
ラ

ン
ド
ス
ケ
ー
プ

　

ウ
ィ
ー
ド
の
写
真
を
特

徴
づ
け
る
ス
ケ
ー
ル
感
を

感
じ
さ
せ
る
一
枚
と
し
て

挙
げ
た
い
の
は
、
山
手
か

ら
横
浜
居
留
地
を
見
晴
ら

し
た
写
真
で
あ
る
（
表
紙
、

図
２
）。
と
く
に
、

図
２
は
ウ
ィ
ー

ド
以
前
に
日
本

で
は
前
例
の
な

い
マ
ン
モ
ス
・

プ
レ
ー
ト
・
カ

メ
ラ
で
撮
影
さ

れ
、
三
四
・
八
×

五
〇
・
四
セ
ン

チ
の
大
判
プ
リ

ン
ト
に
焼
き
付

け
ら
れ
て
お
り
、

原
資
料
を
目
の

前
に
し
た
と
き

そ
の
風
景
の
迫

力
に
は
圧
倒
さ

れ
る
。

　

撮
影
地
点
は

現
在
の
元
町
百

段
公
園
付
近
で

あ
る
。手
前
の
町
並
み
は
元
町
で
、左
右
に
走
っ

て
い
る
の
が
堀
川
。
そ
の
向
こ
う
側
に
広
が
る

の
が
擬
洋
風
建
築
の
建
ち
並
ぶ
外
国
人
居
留
地

で
あ
る
。
中
央
の
橋
は
前
田
橋
で
、
そ
の
橋
の

先
（
奥
）
に
続
く
道
は
居
留
地
の
主
要
道
路
の

ひ
と
つ
、
本
村
通
り
。
こ
の
あ
た
り
が
現
在
の

中
華
街
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
突
き
当

り
の
ア
ー
チ
型
の
窓
を
持
つ
建
物
が
七
八
番
地

チ
ャ
ー
タ
ー
ド
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
銀
行
で
、

そ
の
向
こ
う
に
は
横
浜
の
海
が
見
え
る
。

　

山
手
か
ら
横
浜
を
望
ん
だ
写
真
に
は
、
元
治

元
（
一
八
六
四
）
年
に
撮
影
さ
れ
た
フ
ェ
リ
ー

チ
ェ
・
ベ
ア
ト
の
も
の
が
あ
る
が
、
比
較
し
て

み
る
と
街
の
開
発
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
本
写
真
は
ウ
ィ
ー
ド
の
滞
在
期
間
か
ら
そ

の
撮
影
年
代
が
限
定
（
特
定
）
さ
れ
る
が
、
こ

の
点
も
歴
史
資
料
と
し
て
の
価
値
を
高
め
る
。

さ
ら
に
大
判
ネ
ガ
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
ゆ
え

に
、
部
分
を
拡
大
す
る
と
都
市
横
浜
の
細
部
を

観
察
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

旧
浜
御
殿
で
の
集
合
写
真

　

風
景
写
真
を
お
も
に
残
し
た
ウ
ィ
ー
ド
の
写

真
群
の
な
か
で
、
異
色
と
も
言
え
る
作
品
が
旧

図 2　「横浜山手から居留地遠望」ウィード撮影、1867 ～ 68 年、日本大学芸術学部蔵

図 3　旧浜御殿におけるアメリカ公使と勝海舟たち　ウィード撮影、1867 年、「イギリス横浜駐屯
軍士官幕末写真帳」当館蔵　後列左端がヴァルケンバーグ、その右隣が勝海舟。前列中央が稲
葉正巳と推定される。
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浜
御
殿
（
現
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
）
で
撮
影
さ
れ

た
人
物
集
合
写
真
で
あ
る
。幕
末
維
新
史
の「
主

役
」
の
ひ
と
り
で
あ
る
勝
海
舟
や
、
ア
メ
リ
カ

公
使
ヴ
ァ
ル
ケ
ン
バ
ー
グ
が
写
る
こ
の
写
真
は

何
か
し
ら
見
る
人
を
惹
き
つ
け
る
。
こ
の
写
真

は
ど
う
い
う
事
情
で
撮
影
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

写
真
の
撮
影
日
に
つ
い
て
は
、
勝
海
舟
の
日

記
の
慶
応
三
年
九
月
二
二
日
の
項
に
「
米
之
公

使
御
浜
〔
浜
御
殿
〕
江
来
ル
、
写
真
有
之
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
こ
の
日
と
し
て
お
き

た
い
が
（
す
で
に
先
行
研
究
の
指
摘
も
あ
る
）、

そ
れ
で
は
こ
の
日
、
ど
の
よ
う
な
会
合
が
お
こ

な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
集
合
写
真
に
は
被
写
体
を
変
え
た
複
数

の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
何
人
か

は
名
前
が
推
定
で
き
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ

る
の
は
、
老
中
格
・
海
軍
総
裁
を
つ
と
め
る
稲

葉
正
巳
、
海
軍
奉
行
大
関
増
裕
、
軍
艦
奉
行
勝

海
舟
で
あ
る
。
そ
し
て
、
写
真
が
撮
ら
れ
た
旧

浜
御
殿
に
は
こ
の
時
期
海
軍
所
が
置
か
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
写
真
は
幕
府
海
軍
関
係
者

た
ち
と
ア
メ
リ
カ
公
使
が
会
合
し
た
折
の
も
の

と
み
ら
れ
る
。
あ
ら
た
め
て
勝
海
舟
の
日
記
を

確
認
す
る
と
、
九
月
一
九
日
の
記
述
に
「
米
国

軍
艦
シ
ヤ
ナ
ト
ア
江
、
江
戸
内
海
之
図
・
大
坂

内
海
之
図
共
ニ
二
枚
公
使
江
頼
ミ
送
り
遣
す
」

と
の
記
載
が
あ
る
。
勝
は
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の

要
請
に
よ
っ
て
東
京
湾
・
大
阪
湾
の
海
図
を

贈
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
の
ア
メ
リ
カ

側
の
写
真
撮
影
は
、
勝
ら
海
軍
関
係
者
の
海
図

提
供
に
対
し
て
謝
意
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

　

幕
末
と
い
う
と
一
口
に
攘
夷
の
時
代
と
言
わ

れ
る
が
、
慶
応
三
年
に
は
そ
の
風
潮
は
収
ま
り

つ
つ
あ
り
、
幕
府
は
外
国
と
の
親
善
に
意
を
用

い
て
い
た
。
こ
の
年
の
五
月
、
幕
府
は
江
戸
の

料
理
茶
屋
な
ど
に
外
国
人
が
入
る
こ
と
を
認

め
、
秋
に
は
ベ
ル
ギ
ー
・
イ
タ
リ
ア
な
ど
新

た
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
と
条
約
批
准
を
お
こ

な
っ
て
い
た
。
こ
の
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
背
景

と
し
て
、
日
本
（
幕
府
）
と
欧
米
諸
国
の
親
善

関
係
の
進
展
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

　

ウ
ィ
ー
ド
の
写
し
た
写
真
は
そ
の
風
景
の

美
し
さ
に
加
え
て
、
背
景
に
潜
む
歴
史
的
な
ス

ト
ー
リ
ー
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
そ
の
価

値
を
増
す
の
で
あ
る
。（
吉
崎
雅
規
）

【
謝
辞
】
本
展
の
開
催
に
あ
た
り
、
貴
重
な
古

写
真
の
出
陳
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
岡
山
洋
二

氏
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

Part.1special feature 特別展「幻の写真家　チャールズ・ウィード」

ウィードの撮った幕末 日本

図 6　愛宕山から江戸の市街を展望する　ウィード撮影、1867 ～ 68 年、
岡山洋二氏蔵　江戸の愛宕山は外国人がよく訪れる絶景スポットだった。
左手前が真福寺。一面、江戸の武家屋敷が広がる。

図 4　長崎の市街地　ウィード撮影、1867 ～ 68 年、岡山洋二氏蔵
福済寺（現在の長崎駅付近）から南に長崎の市街地を望む。
奥の右側には出島も写る。長崎を写した古写真は多いが、あまり見ないショットである。

【参考文献】
・Terry Bennet, “Photography in Japan 1853-1912”Tuttle, 2006.
・東京都江戸東京博物館蔵「海舟日記（原本）６」
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ウィードの撮った幕末 日本

図 7　金沢八景　ウィード撮影、1867 ～ 68 年、岡山洋二氏蔵
金沢八景を見晴らせる金龍院の九覧亭から瀬戸・洲崎方向を望んだもの。

図 5　長崎の郊外の村　ウィード撮影、1867 ～ 68 年、岡山洋二氏蔵
右手の段々畑が美しい。
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ウ
ィ
ー
ド
写
真
の
魅
力

吉
崎
雅
規
（
以
下
吉
崎
）　

今
回
は
特
別
展「
幻

の
写
真
家　

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ィ
ー
ド
」
の
開

催
に
あ
わ
せ
て
、
幕
末
の
古
写
真
に
く
わ
し
い

古
写
真
研
究
家
の
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ド
ブ
ソ

ン
さ
ん
に
、
ウ
ィ
ー
ド
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
お

伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ド
ブ
ソ
ン
（
以
下
ド
ブ
ソ

ン
）　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

吉
崎　

私
は
二
〇
〇
四
年
に
、
ド
ブ
ソ
ン
さ
ん

か
ら
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ィ
ー
ド
の
写
真
を
見
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ

が
ウ
ィ
ー
ド
と
い
う
写
真
家
と
の
初
め
て
の
出

会
い
で
し
た
。
ド
ブ
ソ
ン
さ
ん
が
ウ
ィ
ー
ド
を

知
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
で
す
か
。

ド
ブ
ソ
ン　

そ
の
数
年
前
、
二
〇
〇
一
年
く
ら

い
の
こ
と
で
す
。

吉
崎　

そ
れ
ま
で
は
、
ま
っ
た
く
知
ら
れ
ざ
る

写
真
家
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

ド
ブ
ソ
ン　

ア
メ
リ
カ
で
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

の
名
所
を
撮
影
し
た
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
少
し

は
名
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
で
の
撮
影
は
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
研
究
も
ほ
と
ん
ど

な
い
写
真
家
で
す
。

吉
崎　

初
め
て
見
た
ウ
ィ
ー
ド
の
写
真
の
な
か

で
惹
か
れ
た
の
は
、
二
番
目
の
イ
ギ
リ
ス
公
使

館
・
高
輪
接
遇
所
の
写
真
で
し
た
。
幕
末
維
新

期
に
短
期
間
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
こ
の
施
設

の
写
真
が
残
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
も
の
で

す
（
図
２
）。

吉
崎　

当
時
、
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
中
国
の

開
港
都
市
に
来
て
い
ま
し
た
ね
。

ド
ブ
ソ
ン　

し
か
し
、
ウ
ィ
ー
ド
は
い
っ

た
ん
一
八
六
二
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

に
も
ど
り
、
今
度
は
兄
弟
と
ハ
ワ
イ
に
行
っ

て
一
八
六
五
年
に
写
真
館
を
設
立
。
さ
ら
に

一
八
六
六
年
に
は
香
港
で
ス
タ
ジ
オ
を
オ
ー
プ

ン
さ
せ
ま
す
。

吉
崎　

各
地
を
転
々
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

ド
ブ
ソ
ン　

彼
の
キ
ャ
リ
ア
は
旅
の
よ
う
で

す
。
そ
し
て
、
写
真
を
撮
る
の
は
う
ま
い
の
で

す
が
、
写
真
の
販
売
や
営
業
は
得
意
で
は
な

か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
初
期
の
ウ
ィ
ー

ド
の
写
真
を
販
売
し
た
ハ
ウ
ス
ワ
ー
ス
は
彼
の

名
前
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
し
て
い
ま
せ
ん
し
。

吉
崎　

そ
し
て
明
治
維
新
の
直
前
、
一
八
六
七

年
に
来
日
し
て
、
マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
と
い

う
大
型
カ
メ
ラ
を
持
ち
込
ん
で
写
真
撮
影
を
お

こ
な
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。

マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
写
真

ド
ブ
ソ
ン　

マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
写
真
と
は
、

ひ
じ
ょ
う
に
大
判
の
ガ
ラ
ス
板
（
各
種
の
サ
イ

ズ
が
あ
る
が
お
お
む
ね
四
三
×
五
三
セ
ン
チ
程

度
）
を
ネ
ガ
と
す
る
大
判
写
真
の
こ
と
で
す
。

吉
崎　

迫
力
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
新
し

い
技
術
な
ん
で
す
か
。

ド
ブ
ソ
ン　

マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
じ
た
い
は

一
八
五
〇
年
代
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

さ
ほ
ど
多
く
の
写
真
家
が
使
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

吉
崎　

ベ
ア
ト
が
使
っ
て
い
る
事
例
も
な
い
よ

ド
ブ
ソ
ン　

珍
し
い
写
真
で
す
ね
。

吉
崎　

ド
ブ
ソ
ン
さ
ん
は
ウ
ィ
ー
ド
の
写
真

の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
た
の
で
し
ょ

う
。

ド
ブ
ソ
ン　

ウ
ィ
ー
ド
の
写
真
に
見
え
る
美
意

識
で
し
ょ
う
か
。
ベ
ア
ト
に
も
感
じ
ま
す
が
。

吉
崎　

私
は
ウ
ィ
ー
ド
の
写
真
が
、
幕
末
の
歴

史
的
瞬
間
を
切
り
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
つ
ま

り
そ
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
価
値
に
惹
か
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
芸
術
性
も
高
い
ん
で
す
ね
。

ド
ブ
ソ
ン　

そ
う
で
す
。
吉
崎
さ
ん
と
は
逆
で

す
ね
。
ベ
ア
ト
と
ウ
ィ
ー
ド
は
芸
術
性
が
高
い

カ
メ
ラ
マ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、ウ
ィ
ー

ド
の
キ
ャ
リ
ア
に
は
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多

い
。
し
か
し
、
二
〇
年
近
く
少
し
ず
つ
調
べ
て

き
た
ら
、ぽ
つ
ぽ
つ
と
資
料
が
出
て
き
ま
し
た
。

ウ
ィ
ー
ド
の
キ
ャ
リ
ア

ド
ブ
ソ
ン　

ウ
ィ
ー
ド
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

で
写
真
館
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
キ
ャ
リ
ア

を
開
始
し
、
ほ
か
の
写
真
家
よ
り
も
早
く
ヨ

セ
ミ
テ
渓
谷
を
撮
影
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

一
八
五
九
年
の
終
わ
り
に
急
に
中
国
に
行
こ
う

と
決
め
ま
す
。

吉
崎　

ベ
ア
ト
も
日
本
に
来
る
前
は
中
国
で
活

躍
し
て
い
ま
し
た
。

ド
ブ
ソ
ン　

一
八
六
〇
年
に
香
港
に
到
着
し
た

ウ
ィ
ー
ド
は
写
真
館
を
設
立
し
て
い
ま
す
。
香

港
で
は
肖
像
写
真
の
需
要
が
大
き
か
っ
た
の
で

す
。

Part.2special feature

写真家
チャールズ・
ウィードの
実像を探る
対談：セバスティアン・ドブソン×吉崎雅規

（古写真研究家）

図 1　セバスティアン・ドブソン氏

（当館調査研究員）

対談



7

う
で
す
ね
。

ド
ブ
ソ
ン　

ウ
ィ
ー
ド
は
他
の
サ
イ
ズ
の
写
真

も
残
し
て
い
ま
す
が
、
彼
の
芸
術
性
を
よ
く
感

じ
さ
せ
る
の
は
マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
で
す
。

こ
の
大
き
さ
は
油
絵
と
同
じ
く
ら
い
で
す
が
、

展
覧
会
で
も
見
栄
え
が
し
て
自
宅
の
飾
り
に
も

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
判
写
真
は
油
絵
な
ど

の
絵
画
芸
術
と
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
。

吉
崎　

私
も
実
見
し
ま
し
た
が
、
た
し
か
に
そ

の
サ
イ
ズ
感
が
魅
力
で
す
ね
。

ド
ブ
ソ
ン　

マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
だ
と
、
彼

の
構
図
の
よ
さ
が
際
立
ち
ま
す
。
た
だ
し
岡
山

氏
所
蔵
の
写
真
は
、
マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
の

ネ
ガ
板
か
ら
よ
り
小
さ
い
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
サ

イ
ズ
（
約
二
五
×
三
五
セ
ン
チ
）
の
鶏
卵
紙
に

焼
き
付
け
ら
れ
た
も
の
と
推
測
し
ま
す
の
で
、

本
来
の
広
い
画
角
か
ら
周
囲
が
切
り
取
ら
れ
、

構
図
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で

す
。

吉
崎　

な
る
ほ
ど
。
し
か
し
、
な
ぜ
せ
っ
か
く

マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
と
い
う
大
判
で
撮
影
し

た
の
に
、
少
し
小
さ
い
サ
イ
ズ
で
焼
き
付
け
た

の
で
し
ょ
う
。

ド
ブ
ソ
ン　

マ
ン
モ
ス
・
プ
レ
ー
ト
の
プ
リ
ン

ト
だ
と
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
サ
イ
ズ
の
二
倍
く

ら
い
の
価
格
が
し
ま
す
。だ
か
ら
、ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
サ
イ
ズ
の
ほ
う
が
売
れ
た
ん
で
す
。
そ
う

い
う
理
由
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も

理
由
は
断
言
で
き
ま
せ
ん
。

忘
れ
ら
れ
た
ウ
ィ
ー
ド

吉
崎　

ウ
ィ
ー
ド
の
日
本
の
作
品
は
売
れ
た
ん

で
し
ょ
う
か
。

ド
ブ
ソ
ン　

あ
ま
り
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
ん
で
す
が
、
ウ
ィ
ー
ド
の
作
品
が
滅
多
に
市

場
に
出
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
売
れ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
北
米
で

ウ
ィ
ー
ド
の
写
真
を
も
っ
て
い
る
博
物
館
は
二

館
く
ら
い
な
も
の
で
す
。

吉
崎　

で
も
欧
米
で
は
日
本
の
風
景
が
人
気
で

し
た
よ
ね
。

ド
ブ
ソ
ン　

そ
う
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
人

気
が
あ
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ウ
ィ
ー
ド

以
前
だ
と
、
二
回
し
か
日
本
の
写
真
が
販
売
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
出
版
社
は
日
本
の
写
真

は
売
れ
る
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

吉
崎　

で
も
予
想
通
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ド
ブ
ソ
ン　

そ
う
で
す
ね
。
ウ
ィ
ー
ド
の
撮

影
技
術
の
評
価
は
ア
メ
リ
カ
で
も
中
国
で
も
高

か
っ
た
の
で
す
。
ベ
ア
ト
と
並
び
立
つ
存
在
と

言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、

東
洋
で
の
作
品
が
あ
ま
り
残
ら
な
か
っ
た
の
で

忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

吉
崎　

そ
れ
で「
幻
の
写
真
家
」に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
ね
。

ド
ブ
ソ
ン　

横
浜
開
港
資
料
館
の
今
回
の
展
示

は
、
私
の
知
る
限
り
、
欧
米
も
含
め
て
初
め
て

ウ
ィ
ー
ド
に
焦
点
を
あ
て
た
展
覧
会
で
す
。
観

る
の
を
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

吉
崎　

こ
の
知
ら
れ
ざ
る
写
真
家
が
撮
っ
た
素

晴
ら
し
い
幕
末
日
本
の
風
景
を
、
ぜ
ひ
多
く
の

皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

図 2　高輪接遇所　ウィード撮影 、1867～68年、
「イギリス横浜駐屯軍士官幕末写真帳」当館蔵

図 3　根岸不動坂　ウィード撮影 、1867 ～ 68 年、岡山洋二氏蔵

図 4　マンモス・プレートカメラ　ウィード撮影、1867 ～ 68 年、
 「イギリス横浜駐屯軍士官幕末写真帳」当館蔵
右手前に置かれている。奥は鎌倉長谷の大仏。
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は
じ
め
に

　

当
館
が
所
蔵
す
る
海
外
資
料
の
な
か
に
、
自

筆
稿
本
の
ノ
ー
ト
四
冊
が
あ
る
【
資
料
①
】。

そ
の
ノ
ー
ト
は
、
一
八
八
九
年
に
パ
リ
で
刊
行

さ
れ
た
“Excursions au Japon

”（『
日
本

旅
行
』）、
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
、
作
者
は

フ
ラ
ン
ス
人
の
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
グ
ダ
ロ
ー

（Gustave Goudareau

）
と
い
う
人
物
で
あ

る
。
当
館
の
ブ
ル
ー
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
も

一
九
〇
二
年
版
（
第
五
版
）
が
収
蔵
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
一
九
八
七（
昭
和
六
二
）年
に
は
、

井
上
裕
子
氏
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
、『
仏
蘭
西
人

の
駆
け
あ
る
記
』(

ま
ほ
ろ
ば
書
房)

と
し
て

出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

幕
末
以
降
、
日
本
と
外
国
と
の
本
格
的
な
異

文
化
交
流
が
始
ま
り
、

外
国
人
が
記
し
た
旅
行

記
な
ど
は
、
彼
ら
の
視

点
か
ら
見
た
当
時
の
日

本
の
社
会
情
勢
、
今
で

は
失
わ
れ
た
民
俗
や
文

化
を
伝
え
る
貴
重
な
資

料
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

当
時
の
外
国
人
の
立

場
や
社
会
状
況
を
グ
ダ

ロ
ー
の
旅
行
記
か
ら
紹

介
す
る
。
そ
し
て
、
今

後
の
横
浜
外
国
人
社
会

の
研
究
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。

自
筆
稿
本

　

こ
の
自
筆
稿
本
は
、“V

oyage à N
iigata

”

（「
新
潟
旅
行
」）
の
タ
イ
ト
ル
で
、
一
八
八
六

（
明
治
一
九
）
年
八
月
一
九
日
か
ら
三
一
日
ま

で
の
旅
行
記
録
で
あ
る
。
序
文
の
一
八
八
七
年

四
月
三
〇
日
の
日
付
か
ら
グ
ダ
ロ
ー
が
旅
行
後

に
ノ
ー
ト
に
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
に
な
る
。

作
者
名
に
はSodeska N

arouhodo

（
そ
う

で
す
か 

な
る
ほ
ど
）
と
あ
る
【
資
料
②
】。
な

ぜ
、
こ
の
日
本
語
な
の
か
と
考
え
る
に
、
画
家

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
の
作
品
「
日
本
人
の
生

活
」（“La vie japonaise

”）
に
も
ソ
ー
デ

ス
カ
夫
妻
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
外
国
人
に

と
っ
て
よ
く
耳
に
し
た
日
本
語
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
序
文
か
ら
当
初
、
グ
ダ
ロ
ー
は
刊
行
す

る
気
が
な
く
、
こ
の
よ
う
な
名
前
に
な
っ
た
。

ノ
ー
ト
と
『
日
本
旅
行
』
を
見
比
べ
る
と
少
し

表
現
が
違
う
と
こ
ろ
や
、
自
筆
稿
本
に
し
か
な

い
記
述
も
あ
る
。

グ
ダ
ロ
ー
と
は
何
者
か

　

作
者
グ
ダ
ロ
ー
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
記

録
が
残
っ
て
い
な
い
。
序
文
に
日
本
滞
在
一
五

年
後
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
八
七
四

～
七
五
（
明
治
六
～
七
）
年
頃
に
来
日
し
た
と

推
察
す
る
。彼
の
生
年
が
一
八
三
九
年
な
の
で
、

三
〇
代
半
ば
に
日
本
を
訪
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
彼
の
活
動
を
知
る
た
め
に
、“T

he 
Chronicle &

 D
irectory 

”（
以
下
①
）
と

“Japan D
irectory 

”（
以
下
②
）
か
ら
見
て

い
く
と
す
る
。
①
で
グ
ダ
ロ
ー
の
名
の
初
出

“Voyage à Niigata”

グダローの
自筆稿本

【資料②】序文（拡大）

【資料①】グダローの自筆稿本
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は
一
八
七
六
年
で
あ
り
、
職
業
は
ワ
イ
ン
商

で
あ
っ
た
。
②
で
は
、
一
八
七
五
年
に
横
浜

の
一
六
六
番
（
現
在
の
山
下
町
一
六
六
番
周

辺
）
で
商
社
を
営
業
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
途
中
か
ら
領
事
館
の
職
員
と
な
り
、
②
で

は
一
八
八
四
年
か
ら
事
務
員
と
し
て
勤
務
し
始

め
、
①
で
一
八
八
六
年
か
ら
外
務
書
記
と
し
て

働
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
グ
ダ
ロ
ー
は
横
浜
以

外
に
も
香
港
や
長
崎
の
領
事
館
で
も
勤
務
し
て

い
る
。
①
と
②
と
も
に
、
一
九
〇
八
年
以
降

名
前
は
見
え
ず
、
六
九
歳
と
な
り
フ
ラ
ン
ス
に

戻
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

内
地
旅
行
免
状

　

こ
こ
か
ら
は
グ
ダ
ロ
ー
が
旅
し
た
当
時
の
日

本
の
状
況
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
グ
ダ
ロ
ー
が

長
く
住
ん
だ
横
浜
は
、
日
米
修
好
通
商
条
約
を

は
じ
め
と
し
た
欧
米
諸
国
と
の
条
約
締
結
に
よ

り
、
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
に
開
港
場
と
な

り
居
留
地
を
形
成
し
た
。
外
国
人
旅
行
者
や
在

留
者
た
ち
は
、
幕
府
が
開
港
場
か
ら
十
里
四

方
範
囲
（
約
四
〇
キ
ロ
）
を
「
遊
歩
区
域
」
と

定
め
た
区
域
の
外
に
出
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た

【
資
料
③
】。こ
の
遊
歩
区
域
外
を
内
地
と
呼
び
、

そ
こ
を
旅
す
る
こ
と
を
「
内
地
旅
行
」
と
い
っ

た
。
明
治
政
府
は
、
一
八
七
四
年
に
遊
歩
区
域

外
で
の
旅
行
を
許
可
す
る
基
準
を
定
め
、
区
域

外
に
出
る
外
国
人
に
は「
内
地
旅
行
免
状
」（
パ

ス
ポ
ー
ト
）
の
携
帯
を
義
務
付
け
た
。
グ
ダ

ロ
ー
も
、
旅
館
に
て
「
パ
ス
ポ
ー
ト
を
隅
か
ら

隅
ま
で
全
部
写
し
取
ら
れ
た
」
と
記
述
し
て
お

り
、
彼
も
旅
行
免
状
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
旅
行
免
状
は
一
八
九
九
（
明
治

三
二
）
年
に
居
留
地
制
度
が
撤
廃
さ
れ
、
外
国

人
に
日
本
全
土
の
旅
行
・
居
住
・
商
業
活
動
が

認
め
ら
れ
た
こ
と
で
消
滅
し
た
。

コ
レ
ラ
の
蔓
延

　

グ
ダ
ロ
ー
は
た
び
た
び
コ
レ
ラ
に
つ
い
て
触

れ
、
日
本
人
の
コ
レ
ラ
に
対
す
る
恐
怖
心
を
記

述
し
て
い
る
。
一
八
八
六
年
は
コ
レ
ラ
が
大
流

行
し
た
年
で
、
患
者
一
五
万
人
、
死
者
一
〇
万

人
を
数
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
文
書
室
所
蔵

の
在
横
浜
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
の
文
書
群
の
な
か

に
、
一
八
八
六
年
七
月
二
一
日
付
本
国
外
務
省

に
宛
て
た
書
簡
が
あ
り
、
横
浜
で
コ
レ
ラ
が
蔓

延
し
て
い
る
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
グ
ダ
ロ
ー

も
こ
う
し
た
状
況
下
で
旅
を
し
な
が
ら
、
コ
レ

ラ
の
蔓
延
に
よ
る
人
々
の
不
安
な
様
子
を
克
明

に
記
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

グ
ダ
ロ
ー
の
旅
行
記
は
、
約
一
四
〇
年
前
の

外
国
人
か
ら
見
た
日
本
の
姿
を
伝
え
て
く
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
外
交
官
や
旅
行
家
の
滞
在
・
旅

行
記
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
は
違
い
、
居
留

地
で
暮
ら
し
た
外
国
人
が
記
し
た
未
発
表
の
資

料
は
、
日
本
と
外
国
と
の
異
文
化
交
流
だ
け
で
な

く
、
横
浜
居
留
地
に
お
け
る
外
国
人
社
会
の
実
態

を
伝
え
て
く
れ
る
。
こ
う
し
た
資
料
も
ま
だ
ど
こ

か
に
眠
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
当
館
で
は
今
後

も
収
集
・
調
査
・
研
究
し
、
横
浜
の
外
国
人
社
会

の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
白
井
拓
朗
）

【資料③】「横浜周辺外国人遊歩区域図」ホーズ編（1867 年）　赤線が遊歩区域の境界を示している。
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二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
は
、
鉄
道
開
業

一
五
〇
周
年
の
ト
ピ
ッ
ク
に
沸
い
た
年
で
し

た
が
、
横
浜
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の

歴
史
に
と
っ
て
も
、
今
か
ら
一
五
〇
年
前
の

一
八
七
二（
明
治
五
）年
は
重
要
な
年
で
し
た
。

　

こ
の
年
の
三
月
一
〇
日
、
改
革
派
の
宣
教

師
バ
ラ
か
ら
受
洗
し
た
一
一
人
の
信
徒
に
よ
っ

て
、
日
本
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
あ

る
日
本
基
督
公
会
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

が
現
在
の
横
浜
海
岸
教
会
に
あ
た
り
ま
す
。
日

本
基
督
公
会
は
、
居
留
地
一
六
七
番
地
（
現
在

の
教
会
所
在
地
）
に
建
て
ら
れ
た
小
さ
な
会
堂

を
拠
点
に
、
そ
の
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道

の
中
心
と
な
る
人
物
を
多
く
輩
出
し
ま
し
た
。

　

バ
ラ
が
建
設
し
た
小
さ
な
石
の
会
堂
は
や

が
て
手
狭
に
な
り
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年

に
、
建
築
家
ス
メ
ド
レ
ー
の
設
計
に
よ
る
大
会

堂
が
落
成
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
会
堂
は
、

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
九
月
一
日
の
関
東

大
震
災
で
倒
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
震
災
後
、

教
会
の
活
動
は
木
造
の
仮
会
堂
で
続
け
ら
れ
ま

す
が
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
、
横
浜
出

身
の
建
築
家
雪
野
元
吉
の
設
計
で
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
の
会
堂
が
完
成
し
ま
し
た
。
会
堂

は
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
の
横
浜
大
空
襲

を
乗
り
越
え
、
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
に
は

横
浜
市
認
定
歴
史
的
建
造
物
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
館
で
は
、二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
、

横
浜
海
岸
教
会
か
ら
四
八
六
点
に
お
よ
ぶ
資
料

の
寄
託
を
受
け
て
い
ま
す
が
（
石
崎
康
子
「
横

浜
海
岸
教
会
所
蔵
資
料
の
公
開
に
あ
た
っ
て
」

『
開
港
の
ひ
ろ
ば
』
第
一
三
一
号
）、
本
展
示
で

は
こ
れ
ら
の
寄
託
資
料
を
中
心
に
、
前
期
と
後

期
の
二
期
に
分
け
て
展
示
を
構
成
し
ま
し
た
。

資
料
の
選
定
に
は
、
横
浜
市
歴
史
博
物
館
の
主

任
学
芸
員
石
崎
康
子
氏
の
協
力
を
得
て
、「
教

会
の
誕
生
と
発
展
」と
題
し
た
前
期
展
示
で
は
、

教
会
草
創
期
の
日
本
人
最
初
の
牧
師
で
あ
る
稲い
な

垣が
き

信あ
き
らの
関
係
資
料
を
紹
介
し
、「
震
災
か
ら
の

復
興
」
と
題
し
た
後
期
展
示
で
は
、
関
東
大
震

災
で
罹
災
し
た
教
会
の
復
興
に
向
け
た
活
動
を

取
り
上
げ
、
当
時
の
総
会
記
録
や
完
成
し
た
会

堂
の
記
念
絵
葉
書
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

ま
た
本
展
示
で
は
、
常
設
展
示
室
二
階
の
特

別
資
料
コ
ー
ナ
ー
に
加
え
て
、
旧
館
の
記
念

ホ
ー
ル
を
第
二
会
場
と
し
て
関
連
パ
ネ
ル
展
示

を
開
催
し
ま
し
た
。
パ
ネ
ル
展
示
で
は
、
横
浜

市
認
定
歴
史
的
建
造
物
で
あ
る
現
在
の
会
堂
が

建
設
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
、
建
築
家
雪
野
元

吉
の
設
計
資
料
等
か
ら
紹
介
し
ま
し
た
が
、
新

会
堂
の
建
設
工
事
で
の
鍬
入
れ
式
や
定
礎
式
な

ど
の
写
真
資
料
は
、
横
浜
海
岸
教
会
か
ら
あ
ら

た
に
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
新

出
資
料
は
、
一
五
〇
周
年
を
迎
え
た
横
浜
海
岸

教
会
が
刊
行
し
た
『
横
浜
海
岸
教
会
一
五
〇
年

史
』（
二
〇
二
二
年
）
で
公
開
さ
れ
て
お
り
、
当

館
閲
覧
室
で
も
同
書
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

本
展
示
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
横
浜
海
岸

教
会
の
上
山
修
平
牧
師
、
川
村
洋
士
氏
か
ら
、

資
料
提
供
を
は
じ
め
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。（
青
木
祐
介
）

　

1935（昭和 10）年発行　
横浜海岸教会所蔵・当館保管
1935（昭和 10）年に開催され
た復興記念横浜大博覧会にあ
わせて発行された記念絵葉書。

新会堂定礎式　1932（昭和 7）年 3 月10日　
横浜海岸教会所蔵

現在の会堂　　　　　　　　　　　震災前の会堂　　　　　　　　　　石の会堂

記念ホールでのパネル展示

会
期
：
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
５
月

27
日
（
金
）
～ 

８
月
25
日
（
木
）

　

前
期
「
教
会
の
誕
生
と
発
展
」：
5

　

月
27
日
（
金
）
～ 

7
月
3
日
（
日
）

　

後
期
「
震
災
か
ら
の
復
興
」：
7
月

　

5
日
（
火
）
～
８
月
25
日
（
木
）

横
浜
海
岸
教
会
　

誕
生
か
ら
一
五
〇
年
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二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
は
一
八
七
二
（
明

治
五
）
年
の
鉄
道
開
業
か
ら
一
五
〇
年
目
の
節

目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
日
本
の
鉄
道
一
五
〇

年
の
歴
史
は
決
し
て
平
坦
な
も

の
で
は
な
く
、
様
々
な
苦
難
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
九

月
一
日
に
発
生
し
た
関
東
大
震

災
で
す
。
こ
の
地
震
で
は
、
鉄

道
の
被
害
も
大
き
く
、
線
路
や

橋
梁
、
ト
ン
ネ
ル
は
各
所
で
破

壊
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
人
の
流
れ
だ
け
で
な
く
、
物

流
も
停
止
し
ま
す
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
全
国
の
鉄

道
を
管
理
、
運
営
す
る
鉄
道
省

は
、
各
地
の
鉄
道
局
か
ら
技
術

職
員
を
集
め
、
鉄
道
網
の
早
期

復
旧
を
め
ざ
し
て
い
き
ま
す
。

被
災
地
の
鉄
道
網
は
一
九
二
三

年
末
ま
で
に
応
急
的
に
復
旧
し

ま
す
が
、
橋
梁
や
ト
ン
ネ
ル
の

復
旧
に
は
時
間
を
要
し
ま
し
た
。特
に
震
源
に

近
い
東
海
道
本
線
、熱
海
線
の
被
害
は
大
き
く
、

工
事
は
一
九
二
五（
大
正
一
四
）年
ま
で
続
き
ま

す
。
そ
の
関
係
者
の
一
人
が
神
戸
鉄
道
局
の
技

手
だ
っ
た
木
村
義
麿
で
す
。
震
災
後
、
木
村
は

東
海
道
本
線
及
び
熱
海
線
の
工
事
を
担
当
す
る

国
府
津
改
良
事
務
所
に
所
属
し
、
馬
入
川
橋
梁

や
白
糸
川
橋
梁
の
復
旧
に
従
事
し
ま
す
。
そ
し

て
自
ら
が
関
係
し
た
工
事
関
係
の
写
真（
鉄
道

省
写
真
技
師
の
撮
影
）
を
整
理
、
保
管
し
、
現

在
に
残
し
て
き
ま
し
た
。
本
展
示
で
は
、
木
村

義
麿
旧
蔵
資
料
か
ら
鉄
道
の
復
旧
工
事
の
様
子

を
紹
介
し
ま
し
た
。（
吉
田
律
人
）

　

当
館
で
は
二
〇
二
〇
年
度
、
市
内
在
住
の
田

村
邦
男
氏
よ
り
江
戸
城
の
御
殿
絵
図
が
含
ま

れ
る
資
料
群
（
全
六
件
）
の
寄
託
を
受

け
、
内
容
の
調
査
研
究
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
絵
図
二
枚
が
天
保

後
期
（一八
四
〇
年
前
後
）
に
制
作
さ
れ

た
江
戸
城
西
丸
御
殿
の
絵
図
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

江
戸
城
の
西
丸
御
殿
と
は
将
軍
の
世

継
ぎ
や
将
軍
を
退
任
し
た
い
わ
ゆ
る
「
大

御
所
」
が
居
住
す
る
御
殿
で
す
。
絵
図

は
西
丸
御
殿
の
う
ち
「
中
奥
」
と
呼
ば

れ
る
主
人
（
世
継
ぎ
等
）
が
日
常
生
活

を
送
る
場
所
を
お
も
に
あ
ら
わ
し
て
い

ま
す
が
、一枚
は
現
場
の
大
工
が
描
い
た

も
の
と
思
わ
れ
、
設
計
の
変
更
部
分
が

懸
紙
（
大
き
な
付
箋
）
で
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
も
う一枚
は
そ
の
清
書
図
で
、
こ

ち
ら
に
は
「
表
」（
執
務
空
間
）
も
あ

わ
せ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
の
ち
に一
三

代
将
軍
と
な
る
徳
川
家
定
が
西
丸
に
移

る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
お
こ
な
わ
れ
た
改
修
工

事
の
内
容
を
示
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

く
わ
え
て
、
資
料
群
に
は
江
戸
城
全
体
の
工

事
分
担
を
示
し
た
図
（
図
１
）
や
建
築
部
材
の

イ
ラ
ス
ト
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
ス
ペ
ー

ス
の
関
係
上
、
主
要
な
絵
図
面
は
パ
ネ
ル
展
示
と

な
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
江
戸
城
の
姿

を
描
い
た
こ
の
貴
重
な
資
料
群
を
ぜ
ひ
ご
覧
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
本
絵
図
の
分

析
に
あ
たって
は
東
京
都
公
文
書
館
の
小お
が
い粥
祐ま
さ
こ子

氏
か
ら
多
大
な
教
示
を
得
ま
し
た
。
田
村
邦
男

氏
と
小
粥
祐
子
氏
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。（
吉
崎
雅
規
）

会
期
：
2
0
2
2
年
11
月
25
日
（
金
）

～
2
0
2
3
年
2
月
23
日
（
木
）

新
発
見
！

江
戸
城
の
手
書
き

絵
図

会
期
：
2
0
2
2
（
令
和
4
）
年
8

月
26
日
（
金
）
～
11
月
24
日
（
木
）

鉄
道
技
師
の
関
東
大

震
災
―
木
村
義
麿
旧

蔵
資
料
を
中
心
に
―

図 1　〔江戸城普請受持図〕田村邦男氏寄託、当館保管

熱海線の復旧工事に従事する鉄道省職員　1924（大正 13）年 6 月9日　
木村義麿旧蔵資料、当館蔵
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
の
舞
台
と
し
て
注

目
が
集
ま
る
「
横
浜
市
鶴
見
区
」
は
、
江
戸
時

代
、
東
西
に
東
海
道
が
は
し
り
、
川
崎
と
神
奈

川
の
宿
場
に
挟
ま
れ
た
間
の
宿
と
し
て
多
く
の

人
々
の
往
来
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
江
戸
城
へ
魚

類
を
献
上
す
る
御
菜
浦
と
し
て
、
江
戸
前
の
漁

内
各
地
か
ら
集
っ
た
人
々
は
、
故
郷
を
同
じ
く

す
る
人
々
〔
同
郷
者
〕
の
つ
な
が
り
の
中
で
ど

う
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
き
た
の
か
を
考
え
る

き
っ
か
け
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
、
パ

ネ
ル
展
示
や
関
連
講
座
で
は
街
の
移
り
変
わ
り

や
地
方
か
ら
鶴
見
に
移
り
住
ん
だ
人
々
の
つ
な

が
り
が
見
え
る
資
料
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

展
示
で
紹
介
し
た
『
沖
縄
商
工
名
鑑
』（
沖

縄
興
信
所
発
行
）
は
、
県
内
の
あ
ら
ゆ
る
業
種

の
事
業
者
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

本
土
在
住
の
事
業
者
名
簿
も
収
録
さ
れ
て
い

る
点
が
注
目
に
値
し
ま
す
。「
川
崎
・
横
浜
市
」

部
分
に
は
、会
社
経
営
者
を
中
心
と
し
た
氏
名
・

住
所
・
沖
縄
の
出
身
集
落
名
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
昭
和
四
六
年
に
発
行
さ
れ
た
も

の
は
西
暦
「
一
九
七
一
年
版
」
と
表
記
さ
れ
、

本
土
復
帰
や
中
国
と
の
国
交
正
常
化
以
前
の
国

政
を
反
映
し
、
地
政
的
に
近
い
台
湾
の
事
業
者

の
ペ
ー
ジ
が
組
ま
れ
る
と
い
っ
た
特
徴
も
見
ら

れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
沖
縄
が
本
土
復
帰
を
果
た
し
た
後

に
刊
行
さ
れ
た
「
昭
和
四
八
年
版
」
は
、
前
年

の
日
中
国
交
正
常
化
を
受
け
、
断
交
と
な
っ
た

台
湾
の
事
業
者
の
ペ
ー
ジ
が
削
除
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、
昭
和
五
〇
（
一
九
七
五
）
年
に
開
催
の

海
洋
博
覧
会
に
関
す
る
特
集
ペ
ー
ジ
が
組
ま
れ

る
な
ど
「
本
土
復
帰
」
を
契
機
と
し
た
紙
面
が

散
見
さ
れ
、
当
時
の
社
会
状
況
が
色
濃
く
反
映

さ
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
土
在
住
者
の
名
簿
に
も
変
化
が
見

ら
れ
「
川
崎
・
横
浜
市
」
部
分
は
、「
一
九
七
一

年
版
」
で
は
主
に
会
社
経
営
者
を
中
心
に
川
崎

市
在
住
五
名
、
横
浜
市
在
住
一
〇
名
の
掲
載
で

場
で
の
漁
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
生
麦
も

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
は
、
新
橋
・
横

浜
間
に
日
本
で
最
初
の
鉄
道
が
開
業
し
ま
す

が
、
そ
れ
と
同
時
に
鶴
見
駅
も
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
明
治
時
代
以
降
、
江
戸
は
東
京
と
な
り
、

日
本
の
中
心
と
し
て
西
洋
の
新
た
な
事
物
が
流

入
し
、
文
明
開
化
の
波
と
と
も
に
人
や
物
、
情

報
な
ど
の
移
動
に
か
か
る
ス
ピ
ー
ド
は
急
速
に

上
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

東
京
近
郊
に
位
置
す
る
鶴
見
区
も
、
こ
の
時

期
か
ら
臨
海
部
を
中
心
に
埋
立
や
工
業
地
帯
の

形
成
に
よ
り
大
き
く
街
の
様
子
が
変
化
し
た
地

域
で
す
。
ま
た
そ
こ
に
は
、
全
国
か
ら
移
り
住

み
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
に
従
事
し
た
多
く
の
人
々

が
暮
ら
し
て
お
り
、
生
活
の
場
と
し
て
の
街
も

大
き
く
発
展
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
現

在
に
も
つ
な
が
る
そ
う
し
た
街
の
変
化
や
、
国

昭和 48 年版（左）と1971 年版『沖縄商工名鑑』

ち
む
ど
ん
ど
ん

す
る
街

横
浜
鶴
見
の

今
昔
（
い
ま
む
か
し
）

航空写真にみる鶴見区の変化　1965（昭和 40）年の鶴見区（左：国土地理院航空写真データ　KT657Y-C6-9・10・14をもとに作成）と
1946（昭和 21）年の鶴見区（右：国土地理院航空写真データ　USA-M46-A-5VV-44・45、USA-M99-A-5-93・94をもとに作成）

絵葉書「横浜製糖株式会社開業記念（工場全景）」横浜開港資料館蔵
沖縄出身の多くの労働者が勤めたという横浜製糖

鶴見停車場　1872（明治 5）年頃　横浜開港資料館蔵

『沖縄商工名鑑』における情報掲載状況
下段には「鶴見沖縄県人会々長」の記載が見える。
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航空写真にみる鶴見区の変化　1965（昭和 40）年の鶴見区（左：国土地理院航空写真データ　KT657Y-C6-9・10・14をもとに作成）と
1946（昭和 21）年の鶴見区（右：国土地理院航空写真データ　USA-M46-A-5VV-44・45、USA-M99-A-5-93・94をもとに作成）

絵葉書「横浜製糖株式会社開業記念（工場全景）」横浜開港資料館蔵
沖縄出身の多くの労働者が勤めたという横浜製糖

1971 年版
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区

仲通
汐入町
向井町
汐田町
梶山
向井町
下野谷町

4
1
1
1
1
1
1

10計

昭和 48 年版（1973）
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区
鶴見区

仲通
浜町
汐入町
向井町
汐田町
平安町
本町通
下野谷町
栄町
生麦町
鶴見町
小野町
尻手
東寺尾町
梶山

14
9
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

48計
単位：人

『沖縄商工名鑑』
にみる

沖縄出身者の
鶴見区居住地

「横浜市鶴見区全図」〔1927（昭和 2）年〕に『沖縄商工名鑑』にみる沖縄出身者の鶴見区での居住地
を図示したもの。

あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、「
昭
和
四
八
年
版
」
で
は
、

川
崎
二
四
名
、
横
浜
四
八
名
と
大
幅
に
掲
載
者

名
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
経
歴
や
出

身
地
の
記
載
が
な
い
、
氏
名
と
住
所
だ
け
の
掲

載
者
が
そ
れ
ぞ
れ
一
八
名
、
三
四
名
あ
り
、
こ

れ
ら
は
本
土
復
帰
を
機
に
横
浜
や
川
崎
に
移
っ

た
人
々
（
経
営
者
で
は
な
い
労
働
者
層
）
と
み

ら
れ
、
そ
の
所
在
を
遠
く
離
れ
た
郷
里
沖
縄
に

伝
え
る
為
に
こ
う
し
た
情
報
欄
を
利
用
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
県
人
組
織
に

よ
る
名
簿
や
そ
の
業
界
団
体
が
作
成
し
た
名
簿

な
ど
は
、
か
つ
て
の
個
人
情
報
が
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
、取
扱
が
難
し
い
側
面
も
あ
り
ま
す
が
、

地
域
に
暮
ら
し
た
市
井
の
人
々
の
歴
史
を
紐
解

く
に
は
分
析
対
象
と
し
て
重
要
な
歴
史
資
料
と

な
っ
て
い
ま
す
。（
羽
毛
田
智
幸
）
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旧
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
館
で
あ
る
横
浜
開

港
資
料
館
旧
館
は
、昭
和
六
（
一
九
三
一
）

年
に
竣
工
し
築
九
〇
年
を
迎
え
た
建
物
の

歴
史
は
も
と
よ
り
、
開
港
場
横
浜
の
中
心

に
あ
っ
て
異
国
の
面
影
を
伝
え
る
歴
史
的

建
造
物
と
し
て
、
日
本
大
通
り
や
開
港
広

場
を
行
き
交
う
方
々
、
写
真
撮
影
や
絵
画

を
愛
好
さ
れ
る
方
々
に
大
変
人
気
で
す
。

　

こ
の
た
び
、
旧
館
の
あ
ら
た
な
魅
力
創

出
に
む
け
て
、「
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
二
〇
二
二　

in

か
な
が
わ
」
の

開
催
に
あ
わ
せ
、
ピ
ン
ク
色
に
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
を
お
こ
な
い
ま
し
た
（
二
〇
二
二

年
九
月
三
〇
日
～
一
〇
月
二
日
の
三
日

間
）。
神
奈
川
県
庁
や
象
の
鼻
パ
ー
ク
と

い
っ
た
近
隣
の
多
く
の
施
設
も
同
時
に
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
日
本
大
通
り
に
は
、

貴
重
な
機
会
を
捉
え
よ
う
と
レ
ン
ズ
を
構

え
た
り
、、
普
段
と
は
違
っ
た
雰
囲
気
が

漂
う
建
造
物
を
ゆ
っ
た
り
と
眺
め
た
り
、

思
い
思
い
に
楽
し
む
人
々
の
姿
が
多
く
見

ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
日
本
大
通
り
側
と
開
港
広
場

側
の
建
物
側
面
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
、
通

り
や
公
園
か
ら
の
見
学
と
な
り
ま
し
た

が
、
将
来
的
に
は
、
当
館
中
庭
の
「
た
ま

く
す
の
木
」
や
新
館
な
ど
も
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
夜
も
楽
し
め

る
施
設
と
し
て
魅
力
を
さ
ら
に
増
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
毛
田
智
幸
）

横浜開港資料館旧館
ライトアップ
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閲覧室より
◆レファレンスとは？
　横浜開港資料館の閲覧室には横浜市内外から横浜の歴
史に関するさまざまなお問合せが寄せられます。そうし
たお問合せに応じて文献・資料などを紹介する参考調査
業務のことを「レファレンス」（reference）と呼んでい
ます。
　レファレンスの中でも特にお問合せが多いのは、やは
りペリー来航に関するものです。嘉永7年2月10日（1854
年 3 月 8 日）、ペリーは横浜村に上陸し、応接所で日米
和親条約調印に向けた交渉を行います。現在の横浜開港
資料館や神奈川県庁一帯は、この時の上陸地に当たりま
す。ペリー艦隊に随行した画家のハイネは横浜上陸時の
様子を描いていますが、その中には当館中庭に立つ「た
まくすの木」の当時の姿を確認することができます。
　今回は日米和親条約や開港のターニングポイントと
なったペリー来航関連の情報を調べるにあたって必読の
文献を紹介します。

◆描かれたペリー来航
　ペリー来航は当時を生きた武士や庶民にとっても興味
関心の対象で、ペリー提督や蒸気船を題材とした様々な
図像が作成されました。「ペリー来航に関する絵画資料
について知りたい」というご要望に対しては、まず当館
編集・発行の図録『ペリー来航と横浜』をお勧めしてい
ます。これは開国 150 周年を迎えた 2004( 平成 16) 年に
開催した同名の企画展の図録で、ペリー関連の基本的な
図像をまとめて紹介しています。たとえば、堀口貞明と
いう江戸在住の学者が編纂した「米艦渡来紀念図」（当
館所蔵）には、ペリー艦隊の乗員や蒸気船、横浜応接所
をはじめ、軍楽隊の楽器、星条旗、硬貨、ハイネの名刺、
パン、汽車の模型、電信機、農具などが描かれています。

「米艦渡来紀念図」は当館ホームページの「キッズペー
ジ」（http://www.kaikou.city.yokohama.jp/kids/kids01_
q.html）でもご覧になれますので、図録とともにご参照
ください。

◆ペリー艦隊の公式記録
　「ペリーたちの日本における活動の足跡を辿りたい」
ということであれば、『日本遠征記』（Narrative of the 
Expedition of an American Squadron to the China Seas 
and Japan）をご活用ください。この記録は日本遠征か
ら帰国したペリーが監修し、ニューヨークのカルヴァ
リー教会牧師の歴史家ホークスが編纂したもので、1856
年から 1858 年にかけてアメリカ議会文書として刊行さ
れた、全 3 巻から成るペリー艦隊の公式記録です。第 1
巻は遠征記本体、第 2 巻は琉球・小笠原・台湾における
植物・魚類・鳥類などの報告書、第 3 巻は黄道光（天球
上の太陽の通り道に沿って現れる光の帯）の観測記録に
なります。現在に至るまで、いくつもの版が重ねられて
きましたが、第 1 巻の邦訳である岩波文庫版『ペルリ提

督日本遠征記』は判型も値段もお手頃で、長きにわたり
親しまれてきました。ペリー艦隊の動静を日ごとに追跡
できますし、ペリーたちの日本観などを調べる際にも大
いに役立つはずです。閲覧室では英語版（原文）も閲覧
できますので、邦訳と読み比べてみると面白いかも知れ
ません。

◆当館館長のペリー来航論
　言うまでもありませんが、ペリー来航は歴史的に著名
な出来事です。さまざまな論点から研究が積み重ねら
れ、多くの文献が出版されてきました。そのため先行研
究の「大海原」に飲み込まれてしまい、調査の指針を見
失って「漂流」してしまうことがしばしば起こります。
そこでお勧めなのが当館の現館長西川武臣著『ペリー来
航』（中公新書）です。本書では近年の歴史学研究の成
果を踏まえつつ、関口日記や堤真和家文書（寄託）といっ
た閲覧室でご覧になれる資料を随所に活用しています。
横浜という地域に根差したペリー来航論といえるでしょ
う。「当時の横浜の人々はペリー来航をどのように受け
止めていたのか」。そのような問いに答えてくれる一書
です。挿図の「ペリー艦隊 日本遠征航路」や巻末の「ペ
リー来航関連略年表」も便利です。重厚な研究書に挑戦
する前にぜひご一読ください。きっと皆様の調査の「羅
針盤」になるはずです。

　多様なレファレンスに対応するためは、調査研究の専
門領域を超えた幅広い知識や経験が求められます。ゆえ
にレファレンスは、調査研究員の知見を磨く機会にも
なっています。今後とも利用者の方々と調べることの楽
しさを共有していければ嬉しく思います。（神谷大介）

【参考文献】
・横浜開港資料館編『ペリー来航と横浜』（横浜開港資   
  料館、2004 年）
・ペルリ著／土屋喬雄・玉城肇共訳『ペルリ提督日本遠 
  征記』第 1 ～ 4（岩波文庫、岩波書店、1948 年）
・西川武臣『ペリー来航』（中公新書、中央公論新社、  
  2016 年）※いずれも閲覧室でご覧になれます。

『日本遠征記』第 1 巻
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『開港のひろば』　　　 
リニューアル

今号より、全頁カラー、年 2 回
発行にリニューアルしました。こ
れまでどおり資料や研究成果をお
伝えするとともに、当館の取り
組みや横浜の歴史により親しみを
持っていただけるような情報をお
届けします。

特別展

「幻の写真家 チャールズ・ウィー
ド－知られざる幕末日本の風景」
会 期：2023 年 1 月 28 日（ 土 ）
～ 3 月 12 日（日）

●展示関連講座（事前申込制）
⑴「幕末明治を記録した写真術」
講師：高橋則英氏（日本大学芸術
学部特任教授）
日 時：2023 年 2 月 18 日（ 土 ）
14：00 ～ 15：30　申込〆切：2
月 2 日必着（ウェブ 17：00）
⑵「チャールズ・ウィードとその
時代」
講師：吉崎雅規（当館調査研究員）

日 時：2023 年 3 月 4 日（ 土 ）
14：00 ～ 15：30　申込〆切：2
月 16 日必着（ウェブ 17：00）
⑴⑵とも　
会場：当館講堂、参加費：500 円、
定員：40 名
お申込方法等の詳細は当館ホーム
ページまたは電話にてお問合せく
ださい。
●図録 『幻の写真家 チャールズ・
ウィード』2023 年 1 月 28 日発売
予定　Ａ４判変型　1,500円（予価）

連続講座 2022　

当館の調査研究員が横浜の近代史
に関するさまざまなテーマでお
話する講座も、盛況のうちに終了
しました。これまでの講座は順次
アーカイブ配信を行っています

（有料）。詳細は当館ホームページ
をご覧ください。
◆第 1 回　「震災復興を担った横
浜市の建築家たち」
講師：青木祐介 （2022年9月24日）
◆第 2 回　「戦後混乱期横浜の都
市生活－磯子区の時計屋さんの資
料より」
講師：吉崎雅規 （10 月 15 日）

◆第 3 回　「幕末の海軍と横浜」
講師：神谷大介 （11 月 12 日）
◆第 4 回　「横浜近代市民スポー
ツの歩み」
講師：西村健 （12 月 10 日）
◆第 5 回　「フランスと幕末日本
－第二帝政の対外政策」
講師：白井拓朗（2023年1月14日）

寄贈資料

・伊藤和子氏旧蔵資料　
　119 件（鈴木純子氏）

・中村宇一郎氏収集文書　
　8 点（中村宇一郎氏）

・渡辺勝三郎関係資料　
　18 点（渡邉正直氏）

・山尾正斌氏収集資料　
　20 点（山尾正斌氏）

オンラインショップ

当館発行の図録のほか
関連書籍やグッズを販
売しています。

No.154

● 横浜開港資料館　利用案内
＊今後の状況により変更する場合があります。最新情報は、当館ホームページ・お電話でご確認ください。

開館時間 9：30 ～ 17：00（入館は 16：30まで）
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始ほか
入館料 一般 200 円　
 小・中学生／横浜市内在住 65 歳以上 100 円
 ＊特別展開催時の入館料は別に定めます。

● 閲覧室の利用について
事前予約制（先着順）です。
閲覧希望日前日（の開室時間中）までに、電話で予約してください。
開室時間 10：00 ～ 12：00　13：00 ～ 16：00
休室日 月曜日・火曜日（祝日の場合は翌日）、資料整理日、年末年始ほか
利用料 100 円（閲覧室のみご利用の場合）
電話番号 045-201-2150（直通）

● アクセス
・みなとみらい線「日本大通り」駅 3 番出口から徒歩 2 分
・JR 関内駅（南口）、市営地下鉄関内駅から徒歩約 15 分
・JR 桜木町駅から市営バス「日本大通り駅県庁前」
下車、徒歩 1 分
●ホームページ
　http://www.kaikou.city.yokohama.jp/
● twitter
　＠yoko_archives
●管理運営団体
　公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
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発行日／2023（令和5）年
   1月28日

p.2-5 特別展「幻の写真家　チャールズ・ウィード」

 ウィードの写真と時代を読み解く

p.6-7 対談「写真家チャールズ・ウィードの実像を探る」

 セバスティアン・ドブソン×吉崎雅規

p.8-9 資料よもやま話　
（古写真研究家） （当館調査研究員）

編集・発行／横浜開港資料館
〒231－0021 横浜市中区日本大通 3　電話（045）201-2100
ホームページ　http://www.kaikou.city.yokohama.jp/
デザイン／株式会社ウィンダム
　  印刷／株式会社佐藤印刷所

特集  幻の写真家

チャールズ・ウィード

横浜開港資料館

p.10-13  ミニ展示／パネル展

p.14-16  トピック／閲覧室より／資料館だより　
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