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一九
二
三（
大
正
一二
）年
九
月
一日
に
発
生

し
た
関
東
大
震
災
か
ら
、今
年（
二
〇
二
三

年
）で
ち
ょ
う
ど一〇
〇
年
を
迎
え
る
。横
浜

で
は
、三
万
五
千
棟
を
超
え
る
家
屋
が
倒

壊・焼
失
し
、二
万
六
千
人
を
超
え
る
死
者・

行
方
不
明
者
が
出
た
が
、こ
の
大
災
害
を

生
き
抜
い
た
人
び
と
の
な
か
に
は
、の
ち
に

横
浜
で
の
震
災
体
験
を
手
記
と
し
て
残
し

た
人
が
い
る
。イ
ギ
リ
ス
系
貿
易
商
社
ド
ッ

ド
ウ
ェ
ル
商
会
で
日
本
総
支
配
人
を
務
め

て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
オ
ー
テ
ィ
ス・マ
ン
チ
ェス

タ
ー・プ
ー
ル（O

tis M
anchester Poole, 

1880-1978

、図
1
）も
そ
の一人
で
あ
る
。

　

大
地
震
が
横
浜
を
直
撃
し
た
と
き
、山

下
町
七
二
番
地（
現
・ホ
テ
ルJA

L
シ
テ
ィ

関
内
所
在
地
）の
社
屋（
図
2
）で
勤
務
中

で
あ
っ
た
プ
ー
ル（
以
下
、当
時
の
愛
称
チ
ェ

ス
タ
ー
で
表
記
す
る
）は
、瓦
礫
の
山
と
化

し
た
市
街
地
の
惨
状
に
衝
撃
を
受
け
な
が

ら
、社
員
た
ち
と
別
れ
て
家
族
の
安
否
を

確
認
す
る
た
め
に
山
手
の
自
邸
へ
と
向
か
っ

た
。そ
し
て
先
に
避
難
し
て
無
事
で
あ
っ
た

妻
ド
ロ
シ
ー
と
三
人
の
子
ど
も
た
ち
と
と
も

に
、イ
ギ
リ
ス
海
軍
病
院
の
敷
地（
現・港
の

見
え
る
丘
公
園
所
在
地
）か
ら
崖
を
下
り

て
新
山
下
の
埋
め
立
て
地
へ
と
逃
れ
、当
時

横
浜
港
に
停
泊
し
て
い
た
客
船
エ
ン
プ
レ
ス・

オ
ブ・オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
救
助
さ
れ
た
。

　

チ
ェス
タ
ー
は
こ
の
と
き
の
体
験
を
手
記

と
し
て
書
き
残
し
、の
ち
に“T

he D
eath 

of O
ld Y

okoham
a

”（
一九
六
八
年
）と
題

し
て
刊
行
し
た
。一
九
七
六（
昭
和
五
一
）年

に
は
、同
書
の
日
本
語
版『
古
き
横
浜
の
壊

滅
』が
有
隣
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

当
館
で
は
、二
〇
〇
五（
平
成
一七
）年
に

チ
ェ
ス
タ
ー
の
次
男
リ
チ
ャ
ー
ド・
A
・プ
ー

ル
氏
か
ら
関
係
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い

た
。こ
れ
ら
の
資
料
の一
部
は
、関
東
大
震
災

九
〇
年
の
機
会
に
開
催
し
た
企
画
展『
被

災
者
が
語
る
関
東
大
震
災
』（
二
〇
一三
年
）

で
も
紹
介
し
た
が
、チ
ェス
タ
ー
や
ド
ロ
シ
ー

が
家
族
に
宛
て
た
手
紙
や
チ
ェ
ス
タ
ー
に

よ
る
震
災
体
験
の
手
記
、横
浜
港
で
罹
災

者
の
救
助
に
あ
た
っ
た
客
船
エ
ン
プ
レ
ス・オ

ブ・オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
船
長
が

当
時
の
状
況
を
ま
と
め
た
報
告
書
、そ
し
て

『
古
き
横
浜
の
壊
滅
』に
掲
載
さ
れ
た
震

災
写
真
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

プ
ー
ル一
家
は
、エ
ン
プ
レ
ス・オ
ブ・オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
号
に
救
助
さ
れ
た
の
ち
、エ
ン
プ
レ

ス・オ
ブ・カ
ナ
ダ
号
へ
と
乗
り
換
え
て
、九
月

四
日
の
早
朝
に
神
戸
へ
向
け
て
出
発
し
た
。

チ
ェ
ス
タ
ー
は
翌
五
日
に
到
着
し
た
神
戸

で
下
船
し
、ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
商
会
神
戸
支
店

の
支
配
人
メ
イ
の
家
に
滞
在
す
る
が
、ド
ロ

シ
ー
と
子
ど
も
た
ち
は
下
船
せ
ず
、そ
の
ま

ま
義
弟
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
い
る
上
海
へ
と
向

か
っ
た
。

　

図
3
は
、当
時
静
岡
で
茶
の
事
業
に
従
事

し
て
い
た
父
オ
ー
ガ
ス
ト
に
宛
て
て
、チ
ェス

タ
ー
が
神
戸
で
書
い
た
九
月
六
日
付
の
手
紙

の
控
え
で
あ
る
。プ
ー
ル
家
資
料
に
は
、地

震
に
驚
い
た
父
オ
ー
ガ
ス
ト
が
、チ
ェス
タ
ー

た
ち
家
族
を
心
配
し
て
静
岡
か
ら
送
っ
た

九
月
一日
付
の
手
紙
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、こ

の
手
紙
が
チ
ェ
ス
タ
ー
の
手
元
に
届
い
た
の

は
、震
災
後
の
混
乱
が
明
け
た
一一
月
一
三
日

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

チ
ェス
タ
ー
が
父
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、地

震
に
遭
遇
し
て
か
ら
家
族
と
と
も
に
命
か

ら
が
ら
逃
げ
延
び
る
ま
で
の
緊
迫
し
た
状

況
の
報
告
に
続
け
て
、社
員
の
安
否
確
認
の

た
め
に
いっ
た
ん
横
浜
へ
戻
ろ
う
と
す
る
決

意
が
記
さ
れ
て
い
る
。こ
の
手
紙
の
と
お
り
、

早
々
に
横
浜
へ
戻
っ
た
チ
ェ
ス
タ
ー
は
、あ
ら

た
め
て
地
震
に
よ
る
惨
状
を
目
に
す
る
こ
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と
に
な
る
が
、プ
ー
ル
家
資
料
に
は
、こ
の
と
き
チ
ェ

ス
タ
ー
本
人
が
撮
影
し
た
と
思
わ
れ
る
写
真
が

含
ま
れ
て
い
る
。九
月
上
旬
の
横
浜
の
被
災
状
況

を
記
録
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
非
常
に
貴
重
で

あ
り
、以
下
、そ
れ
ら
の
写
真
か
ら一部
を
紹
介
し

た
い
。

　

図
4
は
、イ
ギ
リ
ス
総
領
事
館
の
構
内（
当
館

所
在
地
）か
ら
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
、正
面
に
焼

失
し
た
神
奈
川
県
庁
舎
が
写
っ
て
い
る
。二
本
の
ヒ

マ
ラ
ヤ
ス
ギ
の
先
に
は
、震
災
で
亡
く
な
っ
た
外
国

人
た
ち
が
仮
埋
葬
さ
れ
た
墓
が
並
ん
で
い
る
。日

本
大
通
り
に
は
敷
地
に
沿
っ
て
植
樹
帯
が
続
い
て

い
た
の
で
、そ
の
部
分
が
埋
葬
地
と
し
て
利
用
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。県
庁
舎
の
左
に
は
、倒
壊
を
ま

ぬ
が
れ
た
開
港
記
念
横
浜
会
館（
現・横
浜
市
開

港
記
念
会
館
）の
時
計
塔
も
見
え
る
。

　

図
5
は
、山
下
町
一九・二
〇
番
地
に
あ
っ
た
グ
ラ

ン
ド
ホ
テ
ル
の
状
況
。倒
壊
し
た
ホ
テ
ル
の
残
骸

を
前
に
、海
岸
通
り
を
行
き
交
う
人
び
と
の
姿

が
写
さ
れ
て
い
る
。中
央
に
見
え
る
塔
状
の
も
の

は
、港
に
停
泊
す
る
船
舶
に
正
午
の
時
刻
を
知
ら

せ
る
報
時
球
で
、フ
ラ
ン
ス
波
止
場
内（
現・山
下

公
園
内
沈
床
花
壇
付
近
）に
設
置
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
ろ
で
燃
え
て
い
る
艀
か
ら
黒
煙
が
上
が
っ

て
い
る
。遠
方
に
は
、新
港
ふ
頭
の
煉
瓦
造
倉
庫

（
現・赤
レ
ン
ガ
倉
庫
）が
確
認
で
き
る
。

　

図
6
は
、倒
壊
し
た
ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
商
会
の
社

屋
。周
り
の
建
物
が
す
っ
か
り
崩
れ
て
し
ま
い
、

「
わ
が
社
の
正
面
階
段
の
と
こ
ろ
か
ら
港
に
い
る

船
が
み
ん
な
見
え
た
。」（『
古
き
横
浜
の
壊
滅
』）

と
い
う
。チ
ェ
ス
タ
ー
は
日
本
人
の
役
員
た
ち
と

落
ち
合
い
、焼
け
残
っ
た
記
録
類
が
な
い
か
掘
り

出
そ
う
と
試
み
る
が
、何
ひ
と
つ
成
果
は
得
ら
れ

な
か
っ
た
。こ
の
あ
と
チ
ェス
タ
ー
は
山
手
の
自
宅

へ
向
か
っ
た
が
、当
時
プ
ー
ル一
家
が
暮
ら
し
て
い

た
山
手
町
六
八
番
地
の
住
ま
い
は
、跡
形
も
な
く

な
っ
て
い
た（
図
7
）。山
手
で
は
、斜
面
地
に
造
成

さ
れ
た
宅
地
の
地
滑
り
も
被
害
を
大
き
く
し
た

要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
二
〇
カ
月
に
わ
た
っ
て
、神
戸
を
拠
点

に
会
社
の
再
建
に
向
け
て
奔
走
し
た
チ
ェス
タ
ー

は
、一
九
二
五（
大
正
一四
）年
七
月
七
日
、三
か
月

の
休
養
を
取
る
た
め
、家
族
と
と
も
に
エ
ン
プ
レ

ス・オ
ブ・イ
ン
デ
ィ
ア
号
で
、カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ・コ
ロ
ン
ビ
ア
州
に
向
か
っ
た
。そ
の
後
、ド
ッ
ド

ウ
ェ
ル
商
会
の
ニュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
を
引
き
継

ぎ
、さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ・カ
ナ
ダ
の
総
支
配
人
と

な
っ
て
、横
浜
へ
戻
る
こ
と
な
く
、ア
メ
リ
カ
で
生

涯
を
終
え
た
。

（
青
木
祐
介
）

掲
載
資
料
は
す
べ
て
リ
チ
ャ
ー
ド・A・プ
ー
ル
氏

寄
贈
／
当
館
所
蔵

図
版
：

１ 

O・M・プ
ー
ル
肖
像 

一
九
五
七（
昭
和
三
二
）年

２ 

震
災
前
の
ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
商
会

３ 

チ
ェ
ス
タ
ー
が
父
親
に
宛
て
た
手
紙（
控
）

 

一
九
二
三（
大
正
一二
）年
九
月
六
日

４ 

イ
ギ
リ
ス
総
領
事
館
構
内
か
ら
神
奈
川
県
庁 

 

を
望
む　
一
九
二
三（
大
正
一二
）年
九
月

５ 

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
前
の
海
岸
通
り

 

一
九
二
三（
大
正
一二
）年
九
月

６ 

ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
商
会
社
屋
の
残
骸

 

一
九
二
三（
大
正
一二
）年
九
月

７ 

プ
ー
ル
家
が
あ
っ
た
山
手
六
八
番
地

 

一
九
二
三（
大
正
一二
）年
九
月
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Part.2special feature 特集「関東大震災100年」横浜連合婦人会による罹災者救護活動

　

本
年
は
一
九
二
三（
大
正
一
二
）年
九
月
一
日

に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
一
〇
〇
年
に
あ
た

る
節
目
の
年
で
あ
る
。本
震
災
に
よ
っ
て
、震

源
地
に
最
も
近
い
大
都
市
で
あ
る
横
浜
は

三
万
五
千
棟
を
超
え
る
家
屋
が
倒
壊
・
焼
失

し
、約
二
万
六
千
人
も
の
死
者
・
行
方
不
明
者

を
出
す
被
害
を
受
け
、壊
滅
状
態
と
な
っ
た
。

　

震
災
後
、膨
大
な
数
の
罹
災
者
救
護
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
、民
間
の
諸

団
体
で
あ
る
。本
誌
第
一
五
三
号
で
は
、そ
の
概

要
を
記
し
た
が
、本
年
、横
浜
の
婦
人
団
体
の

震
災
時
に
お
け
る
救
護
活
動
の
詳
細
を
把
握

で
き
る
資
料
が
、当
館
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。そ
こ
で
本
稿
で
は
資
料
か
ら
得
ら
れ

る
震
災
後
に
お
け
る
婦
人
団
体
の
活
動
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。

　

新
た
に
当
館
へ
移
管
さ
れ
る
資
料
は
、

一
九
二
三
年
に
結
成
さ
れ
た
横
浜
連
合
婦
人
会

（
以
下
、婦
人
会
）が
作
成
し
た「
婦
人
会
館

史
」（
以
下「
会
館
史
」）で
あ
る（
図
１
）。本

冊
と
別
冊
の
二
点
か
ら
な
る
本
資
料
に
は
、婦

人
会
の
結
成
の
経
緯
や
年
表
、会
員
の
回
顧

録
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、大
正
期
か
ら
戦

前
に
か
け
て
の
婦
人
会
の
活
動
内
容
を
詳
し

く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。本
資
料
は
婦
人
会
が

一
九
二
七（
昭
和
二
）年
に
建
設
し
た
横
浜
連

合
婦
人
会
館
の
流
れ
を
く
む（
公
財
）横
浜
市

男
女
共
同
参
画
推
進
協
会
・
男
女
共
同
参
画

セ
ン
タ
ー
横
浜
南（
フ
ォ
ー
ラ
ム
南
太
田
）の
職

員
に
よ
っ
て
、二
〇
一
九（
令
和
元
）年
に
同
館

の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
中
よ
り
発
見
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
発
見
時
に
は
そ
の
資
料
的
価
値
の

高
さ
か
ら
、神
奈
川
・
毎
日
・
東
京
新
聞
な
ど

複
数
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
南
太
田
で
は
本
資
料
の
書
籍
化

の
た
め
に
寄
付
を
募
り
、二
〇
二
二（
令
和
四
）

年
に
江
刺
昭
子
監
修『
横
浜
連
合
婦
人
会
史

１
０
０
年
の
バ
ト
ン
を
受
け
取
る
』と
し
て
刊

行
さ
れ
る
に
至
る
。そ
の
後
、フ
ォ
ー
ラ
ム
南
太

田
よ
り
恒
久
的
な
資
料
保
存
が
可
能
で
あ
る

当
館
に
原
資
料
の
保
存
を
依
頼
さ
れ
、現
在
、

移
管
手
続
き
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

明
治
期
よ
り
横
浜
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
・
仏

教
徒
に
よ
る
団
体
や
、軍
事
援
護
を
目
的
と
し

て
結
成
さ
れ
た
団
体
な
ど
、複
数
の
婦
人
団

体
が
存
在
し
て
い
た
が
、こ
れ
ら
の
団
体
が
結

束
し
て
活
動
を
行
う
契
機
と
な
っ
た
の
が
、関

東
大
震
災
で
あ
る
。「
会
館
史
」に
は
こ
の
経

緯
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
十
二
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
に
よ

れ
る
当
横
浜
市
の
惨
状
は
真
に
語
る
に
言
葉

な
く
罹
災
民
の
窮
状
は
、我
等
繊
弱
き
婦
人

を
し
て
遂
に
こ
れ
が
救
済
事
業
の
た
め
団
結

し
て
立
た
し
む
る
に
至
れ
る
な
り
。

　

即
ち
同
年
十
一
月
二
十
五
日
、市
内
二
十
有

余
の
婦
人
団
体
が
新
た
に
横
浜
連
合
婦
人
会

な
る
も
の
を
組
織
し
て
婦
人
の
立
場
よ
り
救

護
及
び
復
興
事
業
に
当
ら
ん
こ
と
を
期
す
。

　

先
づ
食
品
衣
類
の
配
給
よ
り
失
業
者
の
救

済
、児
童
の
栄
養
品
給
与
、市
内
の
清
潔
衛

生
等
に
関
し
て
、極
力
奔
走
、宣
伝
努
力
し
た

り
。
ま
た
、罹
災
民
の
慰
安
、復
興
に
向
ひ
た

る
市
内
中
学
校
教
育
奨
励
の
問
題
等
に
も
心

を
用
ひ
た
り
。

　

こ
こ
で
は
、震
災
発
災
約
二
ヶ
月
後
の
十
一
月

に
婦
人
会
が
発
足
し
、多
岐
に
わ
た
る
活
動
が

展
開
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。各
婦
人

会
が
結
集
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、「
会
館
史
」

所
収
の
回
想
録
に
お
い
て
婦
人
会
評
議
員
の

佐
藤
ヤ
ス
が
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

横
浜
連
合
婦
人
会
の
誕
生
は
震
災
の
直
後

で
あ
り
ま
す
。

　
「
連
合
婦
人
会
は
天
幕
の
中
か
ら
生
れ
た
」

と
よ
く
申
し
ま
す
が
実
に
そ
の
通
り
で
、市
内

太
田
町
に
基
督
教
女
子
青
年
会
が
あ
っ
て
、そ

の
焼
跡
に
集
合
し
て
出
来
た
と
い
ふ
事
で
あ

り
ま
す
。そ
れ
迄
は
市
内
に
仏
教
婦
人
会
、基

督
教
婦
人
会
、看
護
婦
会
、女
教
員
会
な
ど
の

会
が
各
々
そ
の
目
的
に
向
っ
て
聚
力
を
集
め
て

活
動
し
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、此　

古
の

大
災
難
を
切
り
抜
け
る
に
は
、多
数
の
力
を

集
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
事
を
痛
感
し

図1 （左）「婦人会館史（本冊）」、（右）「婦人会館史（別冊）」

関東大震災後の
横浜連合婦人会による

罹災者救護活動
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図２ 横浜連合婦人会の活動拠点となった横浜YWCA仮設テント　1923年（大正12）　『よこはまを生きる女たち』刊
行委員会編『よこはまを生きる女たち』（横浜市婦人会館、1990年）所収

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

佐
藤
の
回
想
に
あ
る
通
り
、婦
人
会
の
活

動
拠
点
は
横
浜
基
督
教
女
子
青
年
会（
横
浜

Y
W
C
A
）が
設
け
た
中
区
太
田
町
五
丁
目

の
仮
テ
ン
ト
内
に
あ
り
、二
十
余
り
の
婦
人
団

体
が
救
護
活
動
に
取
り
組
ん
だ（
図
２
）。震

災
直
後
か
ら
各
婦
人
団
体
は
各
自
で
救
護
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
推
測
で
き
る
が
、そ

の
力
を
結
集
さ
せ
る
必
要
を
感
じ
た
た
め
、

婦
人
会
が
結
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
会
館
史
」の
年
表
に
は
、婦
人
会
に
よ
る
救

護
活
動
内
容
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
に
依

れ
ば
、婦
人
会
が
取
り
組
ん
だ
最
初
の
活
動

は
衣
類
そ
の
他
の
寄
贈
品
の
配
給
で
あ
り
、結

成
翌
月
の
一
二
月
の
活
動
と
し
て「
全
市
を
十

区
に
分
ち
、各
区
に
方
面
委
員
を
挙
げ
、罹
災

市
民
の
調
査
を
開
始
し
、該
調
査
に
基
く
報

告
カ
ー
ド
に
よ
り
前
後
五
回
に
亘
り
老
人
子

供
或
は
病
人
貧
困
者
に
対
し
衣
類
其
他
の
寄

贈
品
を
配
給
す
」と
記
さ
れ
て
い
る（
図
３
）。

本
活
動
に
つ
い
て
佐
藤
ヤ
ス
は
以
下
の
よ
う
に

回
想
し
て
い
る
。

第
一の
仕
事
と
し
て
全
国
各
地
か
ら
集
っ
た
慰

問
品
の
配
給
で
あ
り
ま
し
た
。〔
中
略
〕其
拠

で
露
店
で
慰
問
品
を
区
分
し
、そ
れ

く
届

先
に
指
定
し
て「
こ
れ
は
孤
児
院
」「
こ
れ
は

何
所
の
避
難
民
の
小
屋
」と
い
ふ
様
に
三
、四

日
も
懸
っ
て
や
り
ま
し
た
。

　

震
災
後
に
は
、国
内
外
か
ら
膨
大
な
数
の

慰
問
品
が
罹
災
地
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、こ
れ
ら
の
配
分
は
行
政

に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
。婦
人

会
で
は
闇
雲
に
慰
問
品
を
配
給
す
る
の
で
は

な
く
、事
前
に
調
査
し
て
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、

数
日
間
か
け
て
罹
災
民
に
必
要
な
品
を
届
け

て
い
た
の
で
あ
る
。婦
人
会
評
議
員
の
三
宅
千

代
子
は
、自
著
に
お
い
て「
救
助
品
を
え
り
分

け
て
、洗
う
も
の・つ
く
ろ
う
も
の・
手
入
れ
す

る
も
の
、と
に
か
く
清
潔
に
し
て
市
内
に
配
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
」（『
思
い
出
は
真
珠
の

如
く
』）と
回
想
し
て
お
り
、単
に
慰
問
品
を

配
分
す
る
だ
け
で
な
く
、罹
災
民
が
快
適
に

使
用
で
き
る
よ
う
に
細
や
か
な
気
遣
い
が
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
い
で
婦
人
会
が
取
り
組
ん
だ
の
が
、震
災

に
よ
っ
て
職
業
を
失
っ
た
罹
災
婦
人
に
対
す
る

経
済
的
支
援
で
あ
っ
た
。そ
の
内
容
は
、年
表

に
依
れ
ば
、①「
罹
災
に
依
る
失
業
婦
人
の
救

済
策
と
し
て
個
別
的
に
職
業
を
紹
介
し
、斡

旋
、就
職
せ
し
む
」、②
「
婦
人
内
職
と
し
て

ネ
ル
布
を
大
量
購
入
し
て
下
着
類
の
裁
縫
に

従
事
せ
し
め
、賃
金
を
支
払
ひ
、該
製
品
は
バ

ザ
ー
を
開
催
し
て
廉
売
す
」、③「
寄
贈
蒲
団

の
仕
立
に
従
事
せ
し
め
、賃
金
を
支
払
う
」の

三
項
目
で
あ
っ
た
。こ
の
取
り
組
み
か
ら
は
、一

時
し
の
ぎ
的
な
義
捐
金
贈
与
等
の
経
済
支
援

で
は
な
く
、職
業
斡
旋
や
製
品
販
売
な
ど
で
罹

災
婦
人
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
い
た
婦
人
会

の
意
図
が
窺
え
る
。こ
こ
で
は
、バ
ザ
ー
が
開
催

さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、婦
人
団
体

に
よ
る
バ
ザ
ー
行
事
は
震
災
前
か
ら
横
浜
で
行

わ
れ
て
お
り
、震
災
後
も
婦
人
会
の
重
要
な
行

事
と
し
て
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

図３ 寿小学校での物資配給の様子。物資の配給には多くの女性たちが尽力した。 1923年（大正12）前川謙三撮影、
当館蔵
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Part.2special feature 特集「関東大震災100年」横浜連合婦人会による罹災者救護活動

　

こ
の
ほ
か
、一二
月
の
活
動
と
し
て「
母
乳
不

足
の
乳
児
を
調
査
し
、練
乳
の
配
給
を
な
し
、

相
当
長
期
之
を
継
続
せ
り
。後
神
奈
川
乳
児

保
護
協
会
を
組
織
せ
し
め
、該
事
業
を
譲
渡

せ
り
」と
記
録
さ
れ
て
い
る
。震
災
に
よ
っ
て
生

じ
た
ミ
ル
ク
不
足
は
乳
幼
児
の
保
護
に
と
っ
て

深
刻
な
課
題
で
あ
り
、当
時
横
浜
家
庭
学
園

の
園
長
で
あ
っ
た
黒
川
直
胤
と
妻
の
フ
シ
は
、

婦
人
会
と
同
じ
横
浜
Y
W
C
A
の
仮
テ
ン
ト

内
を
拠
点
と
し
て
市
内
や
県
内
各
地
の
乳
幼

児
に
練
乳
を
届
け
、多
く
の
乳
幼
児
を
救
っ

た
。こ
の
事
業
に
も
婦
人
会
の
会
員
た
ち
が
深

く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。こ
の

後
、翌
年
二
月
に
黒
川
夫
妻
に
よ
っ
て
神
奈
川

県
乳
児
保
護
協
会
が
設
立
さ
れ
、戦
前
や
戦

後
混
乱
期
の
乳
児
保
護
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
、現
在
で
も
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
活

動
を
継
続
し
て
い
る（『
乳
幼
児
の
福
祉
を
求

め
て
四
十
年
』）。

　

婦
人
会
の
震
災
救
護
活
動
は
震
災
翌
年

も
行
わ
れ
て
い
る
。
年
表
に
は
一
九
二
四（
大

正
一
三
）年
一
月
の
活
動
と
し
て
、「
市
内
小
学

校
児
童
中
栄
養
状
態
の
極
め
て
不
良
な
る
平

沼
、隣
徳
両
小
学
校
に
対
し
給
食
を
実
施
し
、

該
費
用
に
充
当
す
る
寄
附
金
を
募
り
、本
会

委
員
交
代
に
て
炊
事
に
当
り
感
謝
せ
ら
れ
し

が
、共
結
果
亦
頗
る
良
好
な
り
」と
記
録
さ
れ

て
い
る
。私
立
学
校
の
平
沼
・
隣
徳
小
学
校
は

貧
困
層
の
児
童
を
対
象
と
し
た
学
校
で
あ
っ

た
。震
災
に
よ
っ
て
両
校
に
通
学
す
る
児
童
の

家
庭
に
お
け
る
経
済
状
況
が
さ
ら
に
悪
化
し
、

十
分
な
栄
養
が
採
れ
な
い
事
態
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
想
像
で
き
る
。こ
れ
ら
の
児
童
に
対
し

て
婦
人
会
は
寄
付
金
を
募
り
、会
員
が
自
ら

炊
事
を
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

把
握
で
き
る
。学
校
給
食
は
、東
京
で
は
震
災

を
契
機
と
し
て
普
及
が
進
む
こ
と
に
な
る
が
、

横
浜
で
も
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
給
食
普

及
の一
要
因
と
な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

ま
た
、婦
人
会
の
1
月
の
取
り
組
み
と
し

て
、以
下
の
事
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

　

震
災
に
次
ぎ
市
内
に
疫
病
流
行
せ
る
も
未

だ
市
の
下
水
復
工
せ
ず
し
て
不
潔
を
極
め
し

か
ば
、市
民
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
御
成
婚

の
佳
日〔
筆
者
註
：
皇
太
子（
の
ち
の
昭
和
天

皇
）の
結
婚
日
で
あ
る
一
月
二
六
日
〕を
卜
し
て

全
市
に
亘
り
清
潔
週
間
の
実
行
運
動
を
起
し

宣
伝
に
努
む
。そ
の
方
法
の
一
端
を
挙
ぐ
れ
ば

次
の
如
し
。

一
．市
内
の
不
潔
な
る
場
所
を
調
査
し
、該
方

面
の
バ
ラ
ッ
ク
住
宅
を
歴
訪
し
て「 

綺
麗
に
し

て
お
祝
ひ
致
し
ま
せ
う 

」の
申
合
わ
せ
を
な

す
。

二
．同
調
査
に
基
き
最
も
不
潔
な
る
場
所
お
よ

び
バ
ラ
ッ
ク
、下
水
、便
所
等
に
対
し
、市
衛
生

課
と
連
絡
し
て
清
掃
せ
し
む
。

三
．衛
生
講
話
を
市
内
各
地
に
開
会
す
。

　

こ
こ
で
は
、疫
病
対
策
の
た
め
の
衛
生
意
識

を
喚
起
す
る
運
動
を
婦
人
会
が
行
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。震
災
後
、罹
災
民
の
た
め
に
急

造
さ
れ
た
バ
ラ
ッ
ク
で
は
、糞
尿
や
塵
芥
の
処

理
が
間
に
合
わ
ず
、不
衛
生
な
状
況
が
生
じ
て

い
た
。ま
た
、上
下
水
道
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、病
原
菌
が
含
ま
れ
た
井
戸
水
を
飲

ん
で
腸
チ
フ
ス
に
罹
患
す
る
市
民
も
存
在
し
、

県
や
市
の
衛
生
課
職
員
た
ち
は
、バ
ラ
ッ
ク
施

設
・
設
備
の
改
善
や
、清
潔
な
水
の
供
給
な
ど
、

様
々
な
課
題
に
直
面
し
て
い
た（『
神
奈
川
県

震
災
衛
生
誌
』）。こ
の
よ
う
な
公
的
機
関
の

補
助
的
役
割
を
婦
人
会
が
果
た
し
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。

　

婦
人
会
の
活
動
は
、罹
災
者
の
精
神
的
な
ケ

ア
に
も
及
ん
で
い
た
。年
表
に
は
六
月
に「
震

災
に
よ
る
人
身
の
荒
廃
せ
る
を
慰
め
ん
た
め

大
音
楽
会
を
催
し
、鈴
木
の
ぶ
女
史
、ウ
ェ
ル
ク

マ
イ
ス
テ
ル
氏
を
招
き
、盛
会
な
り
。震
災
後
、

最
初
の
音
楽
会
な
り
。」と
記
さ
れ
て
い
る
。こ

の
音
楽
会
は
当
時
の
横
浜
市
で
も
大
き
な
話

題
と
な
り
、『
横
濱
貿
易
新
報
』紙
上
で
も
、

複
数
回
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。一
九
二
四

年
六
月
六
日
付
の
記
事
「
災
後
初
め
て
の
大

音
楽
会
」で
は
、婦
人
会
会
員
が
記
し
た
音
楽

会
開
催
ま
で
の
経
緯
が
以
下
の
通
り
掲
載
さ

れ
て
い
る（
図
４
）。

　
　
　

　

恐
ろ
し
い
地
震
と
火
事
に
次
で
悲
し
い
慟
哭

の
声
、続
い
て
復
興
へ
の
血
走
っ
た
活
動
、何
と

い
ふ
痛
ま
し
い
月
日
が
続
い
た
こ
と
で
せ
う
。

か
く
て
荒
み
き
っ
た
魂
は
い
つ
と
も
な
し
に
宥

め
て
く
れ
る
も
の
、元
気
づ
け
て
く
れ
る
も
の
、

例
え
ば
静
か
な
音
楽
の
や
う
な
も
の
を
求
め

憧
が
れ
て
い
ま
し
た
。過
ぐ
る
日
さ
う
し
た
心

持
を
鈴
木
の
ぶ
子
さ
ん
に
書
き
送
り
ま
し
た
。

図4 1924（大正13）年6月6日付『横浜貿易新報』
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と
直
に
鈴
木
さ
ん
か
ら
横
浜
の
方
々
の
た
め
に

歌
っ
て
あ
げ
た
い
と
い
ふ
こ
と
、及
び
伴
奏
に
は

セ
ロ
の
ウ
エ
ル
ク
マ
イ
ス
テ
ル
さ
ん
が
東
京
の
方

で
頼
ま
れ
た
演
奏
を
お
断
り
に
な
っ
て
、お
出

で
下
さ
る
由
の
御
返
事
が
参
り
ま
し
た
。
然

し
会
場
の
な
い
こ
と
や
、現
在
の
横
浜
の
状
態

を
顧
み
て
は
幾
度
か
躊
躇
し
た
の
で
す
け
れ

ど
、遂
に
お
二
人
の
御
好
意
を
心
か
ら
感
謝
し

た
受
け
る
事
に
決
心
し
、同
時
に
多
く
の
好

楽
家
の
方
々
の
た
め
に
出
来
る
だ
け
の
御
便
宜

を
計
ら
う
と
い
ま
私
た
ち
連
合
婦
人
会
の
も

の
は
一
生
懸
命
働
い
て
い
ま
す
。
会
場
は
県
立

第
一
中
学
校（
市
電
藤
棚
下
車
坂
上
約
一
丁
）

で
、時
日
は
六
月
十
四
日
土
曜
日
午
後
三
時

開
演
の
予
定
で
す
。

　

本
記
事
で
は
、地
震
や
復
興
活
動
で
荒
ん
で

い
た
市
民
の
心
を
癒
そ
う
と
、婦
人
会
が
音

楽
家
と
交
渉
し
て
音
楽
会
を
開
催
し
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。音
楽
会
開
催
に
あ

た
っ
て
の
最
大
の
障
害
は
会
場
と
な
る
建
物
が

焼
失
・
倒
壊
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。本
記
事

の
末
尾
に
は「
記
念
会
館
も
焼
け
て
横
浜
市

に
公
会
堂
が
無
い
時
に
、神
中
の
や
う
な
公
立

の
学
校
が
進
ん
で
そ
の
建
物
の
一
部
で
も
開
放

し
て
下
さ
っ
た
こ
と
を
有
難
い
と
思
ひ
ま
す
」

と
い
う
謝
辞
が
記
さ
れ
て
い
る
。会
場
と
な
っ

た
神
奈
川
県
立
第
一
横
浜
中
学
校（
現
神
奈

川
県
立
希
望
ケ
丘
高
等
学
校
）は
、震
災
に

よ
っ
て
半
壊
し
た
も
の
の
焼
失
を
免
れ
た
た
め

に
多
く
の
罹
災
民
が
避
難
し
た
一
大
救
護
拠

点
で
あ
っ
た（『
横
濱
震
災
誌
』第
三
冊
）。校

舎
の
応
急
修
理
は
一
九
二
三
年
三
月
に
終
了

し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、依
然
、校

庭
に
バ
ラ
ッ
ク
が
建
ち
並
ぶ
状
況
下
に
あ
る
本

校
の
協
力
に
よ
っ
て
、音
楽
会
が
開
催
可
能
と

な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
。
本
音
楽
会
の
内
容

は
、一
九
二
四
年
六
月
一
四

日
付『
横
濱
貿
易
新
報
』

の
一
面
記
事
「
け
ふ
鈴
木

信
子
女
史
独
唱
会
」で
以

下
の
よ
う
に
告
知
さ
れ
て

い
る（
図
５
）。

　
　

　

横
浜
連
合
婦
人
会
主

催
の
鈴
木
信
子
女
史
独

唱
会
は
愈
々
今
十
四
日

午
後
三
時
か
ら
県
立
第
一

中
学
校
の
講
堂
に
於
い
て

開
催
せ
ら
る
、其
曲
目
は

ル
ツ
ケ
ル
ト
の
恋
人
に
捧

げ
る
歌
に
始
ま
り
て
マ
ル

チ
ン・ベ
ー
リ
ッ
ツ
の
マ
リ
ア

の
子
守
歌
に
終
る
十
六
編
い
ず
れ
も
鈴
木
女

史
の
最
も
得
意
と
す
る
作
品
で
あ
っ
て
何
れ
一

つ
も
聴
き
洩
ら
し
た
く
無
い
も
の
計
り
で
あ
る
、

〔
中
略
〕当
日
の
助
奏
は
ウ
ェ
ル
ク
、マ
イ
ス
テ
ル

教
授
で
唱
者
と
の
呼
吸
も
ピ
ッ
タ
リ
と
合
ひ
会

衆
に
満
足
を
與
へ
る
こ
と
は
疑
ひ
無
い
、会
費
は

三
円
、二
円
、一
円
の
三
種
に
分
れ
て
居
る
。

　

鈴
木
信
子
は
海
外
で
の
公
演
経
験
を
持

つ
著
名
な
声
楽
家
で
あ
っ
た
。伴
奏
の
ハ
イ
ン

リ
ヒ・ヴ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
も
東
京
音
楽
学
校

（
現
東
京
藝
術
大
学
）で
教
鞭
を
と
っ
た
高
名

な
音
楽
家
で
あ
り
、震
災
以
来
と
な
る
ハ
イ
レ

ベ
ル
な
音
楽
を
多
く
の
市
民
が
楽
し
ん
だ
こ

と
が
想
像
で
き
る
。婦
人
会
が
震
災
後
の
横

浜
に
お
け
る
文
化
復
興
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
取
り
組
み
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、震
災
後
に
発
足
し
た
婦

人
会
は
罹
災
民
救
護
の
た
め
に
諸
種
の
取
り

組
み
を
行
い
、多
く
の
市
民
を
救
護
し
た
。婦

人
会
に
よ
る
婦
人
団
体
間
の
連
帯
は
震
災
後

も
継
続
さ
れ
、一
九
二
四
年
六
月
に
婦
人
会
館

建
設
を
計
画
し
募
金
運
動
を
開
始
す
る
。一
口

十
銭
の
募
金
を
婦
人
会
員
が
全
市
を
ま
わ
っ

て
集
め
、一
九
二
七
年
五
月
七
日
に
中
区（
現
西

区
）宮
崎
町
に
横
浜
連
合
婦
人
会
館
が
開
館

す
る
。こ
の
会
館
を
拠
点
と
し
て
婦
人
会
で
は

そ
の
後
も
様
々
な
活
動
が
展
開
さ
れ
た
が
、詳

細
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

　

今
回
移
管
さ
れ
る「
会
館
史
」に
は
戦
前
の

横
浜
市
に
お
け
る
婦
人
団
体
の
活
動
に
関
す

る
貴
重
な
情
報
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。先
述

の
通
り
既
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ

る
が（
図
６
）、当
館
で
は
原
資
料
を
撮
影
し
、

来
年
公
開
予
定
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
で
き

る
よ
う
に
準
備
中
で
あ
る
。本
資
料
が
多
く

の
方
の
目
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

る
。

（
西
村　

健
）

図5 1924（大正13）年6月14日付『横浜貿易新報』

図6 『横浜連合婦人会館史　100年のバトンを受けとる』表紙、本書は
（公財）横浜市男女共同参画推進協会の公式フェブサイトで閲覧可能。
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写
真
は
被
写
体
の
情
報
を
見
る
人
に
伝
え

る
。関
東
大
震
災
時
の
被
災
地
を
撮
影
し
た

写
真
、さ
ら
に
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
絵
葉

書
は
今
日
も
数
多
く
残
っ
て
お
り
、一
〇
〇
年

前
の
悲
惨
な
状
況
を
現
在
に
伝
え
て
く
れ
て

い
る
。た
だ
し
、本
誌
第
一
五
一
号
で
も
述
べ
た

よ
う
に
、撮
影
者
の
特
定
で
き
る
写
真
は
少
な

く
、①
い
つ
、②
ど
こ
で
、③
何
の
た
め
に
撮
影

し
た
の
か
、そ
れ
ら
が
判
然
と
す
る
も
の
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。ま
た
、伝
播
の
過
程
で
加
工
が

加
え
ら
れ
た
写
真
や
、誤
っ
た
情
報
で
伝
え
ら

れ
た
写
真
も
多
く
、批
判
的
な
検
証
作
業
も

必
要
で
あ
る
。

　

さ
て
、多
く
の
人
が
カ
メ
ラ
付
携
帯
を
持
ち

歩
く
現
在
と
異
な
り
、大
正
時
代
、カ
メ
ラ
を

所
有
す
る
人
間
は
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
、関
東
大
震
災
を
撮
影
し
た
の
は
、新
聞
社

の
社
員
か
、街
の
写
真
師
、官
公
庁
の
写
真
技

師
、そ
し
て
写
真
を
趣
味
と
し
た
ア
マ
チ
ュ
ア

カ
メ
ラ
マ
ン
な
ど
で
あ
っ
た
。そ
う
し
た
な
か

で
、全
世
界
に
被
災
地
の
写
真
を
伝
え
た
の

が
新
聞
社
等
に
ニ
ュ
ー
ス
を
提
供
す
る
通
信
社

だ
っ
た
。横
浜
開
港
資
料
館
に
は
、そ
の
過
程

を
示
す
資
料
が
眠
っ
て
い
る
。今
回
は
通
信
社

の
配
信
し
た
災
害
写
真
を
事
例
に
、関
東
大

震
災
に
お
け
る
情
報
伝
播
の
過
程
を
紹
介
し

て
い
き
た
い
。

通
信
社
配
信
の
災
害
写
真

　

二
〇
一
四（
平
成
二
六
）年
八
月
、横
浜
開
港

資
料
館
は
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
の

館
長
で
あ
っ
た
森
健
志
郎
氏
か
ら
読
売
新
聞

社
を
通
じ
て
、九
八
点
の
関
東
大
震
災
写
真

の
寄
贈
を
受
け
た
。複
数
の
人
の
手
を
経
て
い

る
た
め
、詳
し
い
来
歴
は
不
明
だ
が
、裏
面
に
一

～
九
九（
七
四
の
み
一
枚
欠
）ま
で
の
番
号
が
付

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、写
真
帳
か
ら
剥
が
し
た
痕

跡
も
確
認
で
き
た
。ま
た
、一
部
の
写
真
に
は
、

【
図
Ⅰ
】の「
大
阪
電
報
通
信
社
写
真
部
」や
、

【
図
Ⅱ
】の「
帝
通
写
真
部
」な
ど
の
ス
タ
ン
プ
、

「
五
面
三
ダ
ン
」な
ど
の
指
示
も
あ
り
、こ
れ

ら
か
ら
西
日
本
の
地
方
新
聞
社
が
か
つ
て
所

有
し
て
い
た
写
真
だ
と
推
定
で
き
る
。

　

重
要
な
の
は
、写
真
の
撮
影
者
と
配
信
元

で
あ
る
。一
九
二
三（
大
正
一二
）年
六
月
刊
行
の

『
新
聞
総
覧
』（
日
本
電
報
通
信
社
）に
よ
れ

ば
、当
時
、東
京
に
は
日
本
電
報
通
信
社（
以

下
、電
通
）の
ほ
か
、帝
国
通
信
社
、自
由
通
信

社
、東
方
通
信
社
、国
際
通
信
社
な
ど
の
通

信
社
が
あ
っ
た
。そ
の
う
ち
電
通
は
大
阪
支

局
と
し
て
大
阪
市
北
区
中
之
島
三
丁
目
に
大

阪
電
報
通
信
社
を
開
設
し
て
お
り
、大
阪
支

局
は
関
西
方
面
を
中
心
に
、中
国
、四
国
、九

州
、さ
ら
に
朝
鮮
半
島
や
台
湾
、満
州
な
ど
に

も
ニ
ュ
ー
ス
を
配
信
し
て
い
た
。「
大
阪
電
報
通

信
社
写
真
部
」の
写
真
は
、主
に
東
京
の
本
社

か
ら
大
阪
支
局
を
介
し
て
配
信
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　
一
方
、「
帝
通
写
真
部
」の
ス
タ
ン
プ
が
あ
る

写
真
は
、東
京
市
京
橋
区
山
下
町
に
所
在
し【図Ⅴ】西戸部町から横浜駅を望む　日本電報通信社撮影

【図Ⅲ】大阪港に入港した「ろんどん丸」

【図Ⅳ】新吉田川周辺の被災状況　日本電報通信社撮影

【図Ⅱ】帝通写真部
のスタンプ

【図Ⅰ】大阪電報
通信社のスタンプ

関
東
大
震
災
を

伝
え
る

通
信
社
配
信
の

災
害
写
真
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た
帝
国
通
信
社（
以
下
、帝
通
）の
も
の
で
あ

る
。電
通
の
創
業
が
一
九
〇
一（
明
治
三
四
）年

な
の
に
対
し
、帝
通
の
創
業
は
一
八
九
三
年
と

古
く
、国
内
通
信
社
の
草
分
け
的
な
存
在
だ
っ

た
。た
だ
し
、当
時
、写
真
部
は
東
京
に
な
く
、

大
阪
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た（
不
動
健
治

『
写
真
遍
歴
七
十
年
』同
盟
写
真
部
同
人
会
、

一
九
七
〇
年
）。

新
聞
社
と
通
信
社
の
活
動

　
一
九
二
五（
大
正
一
四
）年
三
月
の
ラ
ジ
オ
放

送
開
始
以
前
は
、新
聞
が
速
報
性
の
あ
る
唯

一
の
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
。
東
京
と
大
阪
の
両
方

に
拠
点
を
持
つ
朝
日
新
聞
社（『
東
京
朝
日

新
聞
』・『
大
阪
朝
日
新
聞
』）や
毎
日
新
聞
社

（『
東
京
日
日
新
聞
』・『
大
阪
毎
日
新
聞
』）

な
ど
、大
手
新
聞
社
だ
け
で
な
く
、全
国
に
は

数
多
く
の
地
方
新
聞
社
も
あ
り
、日
々
読
者

に
様
々
な
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
て
い
た
。た
だ
し
、

す
べ
て
の
新
聞
社
が
情
報
を
掌
握
で
き
た
わ

け
で
な
く
、資
本
力
の
弱
い
新
聞
社
は
取
材
で

き
る
範
囲
に
限
界
が
あ
っ
た
。こ
の
穴
を
埋
め

る
の
が
通
信
社
の
役
割
で
あ
る
。

　
一
九
二
三
年
九
月
一
日
午
前
一一
時
五
八
分
、

神
奈
川
県
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七・

九
の
地
震
が
発
生
、激
震
と
火
災
に
よ
っ
て
横

浜
市
内
の
新
聞
社
は
す
べ
て
壊
滅
、東
京
市

内
で
も
無
事
だ
っ
た
の
は
、『
東
京
日
日
新
聞
』、

『
都
』、『
報
知
』の
三
社
の
み
で
あ
っ
た
。そ
う

し
た
状
況
に
大
阪
に
拠
点
を
置
く
朝
日
と
毎

日
は
取
材
合
戦
を
展
開
、四
日
に
は
写
真
付

き
の
号
外
を
発
行
す
る
。ま
た
、地
方
新
聞
を

含
め
た
他
社
も
京
浜
地
域
に
特
派
員
を
派
遣

す
る
が
、交
通
機
関
の
断
絶
に
よ
っ
て
東
へ
進

む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。関
西
方
面
の
新
聞

社
の
多
く
は
、東
海
道
本
線
の
通
る
沼
津
周

辺
で
足
止
め
を
受
け
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、東
京
の
通
信
社
は

情
報
を
配
信
す
る
た
め
に
動
き
出
す
。電
通

の
社
屋
は
震
動
に
耐
え
た
も
の
の
、大
火
災

に
よ
っ
て
焼
失
、九
月
二
日
、社
長
の
光
永
星

郎
は
社
員
と
と
も
に
帝
国
ホ
テ
ル
に
仮
事
務

所
を
設
け
た
。当
時
、中
央
新
聞
社（
東
京
市

京
橋
区
城
山
町
）に
位
置
し
た
電
通
写
真
部

は
、近
く
の
水
路
に
あ
っ
た
小
船
に
写
真
機
等

の
機
材
を
避
難
さ
せ
、火
災
の
難
を
逃
れ
て
い

る
。部
員
た
ち
は
そ
の
機
材
を
活
用
し
つ
つ
、

横
浜
方
面
を
含
め
、被
災
地
の
状
況
を
カ
メ
ラ

に
収
め
て
い
っ
た（
日
本
電
報
通
信
社
編
・
発
行

『
電
通
社
史
』一
九
三
八
年
）。

　
一
方
、帝
通
も
電
通
と
同
様
に
本
社
を
失

い
、無
事
だ
っ
た
報
知
新
聞
社
に
仮
事
務
所
を

設
置
す
る
。こ
こ
で
活
躍
し
た
の
が
不
動
健
治

の
率
い
る
写
真
部
で
あ
っ
た
。大
阪
に
い
た
不

動
は
関
東
地
方
で
の
地
震
発
生
の
情
報
を
得

る
と
、持
て
る
だ
け
の
機
材
を
担
い
で
す
ぐ
に

東
京
を
め
ざ
し
た
。途
中
、静
岡
で
動
け
な
く

な
る
が
、清
水
港
か
ら
芝
浦
へ
む
か
う
救
援
船

に
乗
る
こ
と
が
で
き
、九
月
三
日
夕
刻
に
東
京

に
到
着
す
る
。そ
の
後
、不
動
は
被
災
地
の
写

真
を
撮
り
続
け
、資
材
が
な
く
な
る
と
大
阪

に
戻
り
、再
び
東
京
を
め
ざ
し
た
。こ
う
し
た

通
信
社
の
写
真
が
関
西
方
面
、さ
ら
に
西
日
本

へ
伝
わ
っ
て
い
く
。

新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
写
真

　

写
真
裏
面
の
ス
タ
ン
プ
は
電
通（
大
阪
電
報

通
信
社
）、帝
通
と
も
に
直
径
約
三
・五
セ
ン
チ

の
円
形
で
、前
者
が
紫
色
、後
者
が
赤
色
の
イ

ン
ク
を
使
用
し
て
い
る
。ま
た
、「
大
阪
電
報

通
信
社
写
真
部
」と
文
字
の
み
の
ス
タ
ン
プ
も

確
認
で
き
、電
通
は
二
種
類
の
印
を
用
い
て
い

た
。円
形
の
ス
タ
ン
プ
で
特
徴
的
な
の
は
、会
社

名
と
所
在
地
、さ
ら
に
配
信
日
が
示
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。

　

九
八
枚
中
、電
通
配
信
の
写
真
は
二
五
枚

あ
り
、そ
の
う
ち
最
も
古
い
の
は
、九
月
五
日

に
配
信
さ
れ
た
四
枚
、一
方
、帝
通
配
信
の
写

真
は
一
六
枚
あ
り
、最
も
古
い
の
は
九
月
八
日

の
二
枚
で
あ
っ
た
。電
通
写
真
の
配
信
経
路
は

判
然
と
し
な
い
が
、不
動
の
回
想
に
よ
れ
ば
、

自
身
は
東
京
か
ら
北
陸
経
由
で
大
阪
に
戻
っ

て
お
り
、帝
通
写
真
は
陸
路
で
関
西
方
面
へ
伝

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、通
信
社
の
ス

タ
ン
プ
は
な
い
も
の
の
、写
真
群
に
は
、九
月
六

日
に
大
阪
港
に
入
港
す
る「
ろ
ん
ど
ん
丸
」船

上
で
撮
影
さ
れ
た
写
真（【
図
Ⅲ
】）も
あ
る
。

電
信
・
電
話
網
が
崩
壊
す
る
な
か
、被
災
地
の

情
報
は
陸
路
や
海
路
を
通
じ
て
大
阪
へ
伝
わ
っ

た
。当
然
、【
図
Ⅳ
】や【
図
Ⅴ
】の
よ
う
に
、横

浜
の
写
真
も
報
じ
ら
れ
て
い
く
。

　

関
西
方
面
の
地
方
新
聞
、例
え
ば
、『
京
都

日
出
新
聞
』や『
神
戸
又
新
日
報
』な
ど
を
確

認
す
る
と
、九
月
七
日
以
降
、通
信
社
配
信
の

写
真
を
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、『
大
阪
毎
日
新

聞
』も
通
信
社
配
信
の
写
真
を
使
用
し
て
い

た
。問
題
な
の
は
、同
じ
写
真
で
も
異
な
る
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。例
え
ば
、【
図

Ⅵ
】に
つ
い
て『
大
阪
毎
日
新
聞
』は
、「
田
端
駅

付
近
の
徒
歩
連
絡
」（
九
月
九
日
号
外
／
一
面
）、

「
停
車
場
に
急
ぐ
避
難
民（
品
川
駅
付
近
）」

（
九
月
一
四
日
／
八
面
）と
、同
じ
新
聞
社
で

も
全
く
異
な
る
説
明
を
加
え
て
い
る
。

ま
た
、『
京
都
日
出
新
聞
』は「
汽
車
不

通
の
為
め
徒
歩
連
絡
の
旅
客（
沼
津
駅

付
近
）」（
九
月
一一
日
／
一
面
）、『
神
戸

又
新
日
報
』は「
赤
羽
付
近
徒
歩
連
絡
」

（
同
）と
し
て
い
る
。撮
影
場
所
は
地
形

や
家
屋
の
残
存
状
況
等
か
ら
考
え
て
、

田
端
駅
周
辺
だ
と
推
察
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
災
害
写
真
が
広
が
っ
て

い
く
過
程
で
、誤
っ
た
説
明
が
加
え
ら

れ
る
場
合
も
あ
る
。今
後
も
慎
重
な
検

証
作
業
を
重
ね
な
が
ら
、さ
ら
に
災
害

写
真
の
体
系
化
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
吉
田
律
人
）

※
災
害
写
真
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、

写
真
編
集
者
の
沼
田
清
氏
か
ら
大
変

有
益
な
情
報
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、本
稿
は
公
益
財
団
法
人
横
浜
学

術
教
育
振
興
財
団
二
〇
二
〇
年
度
研

究
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。こ
こ
に

記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

【図Ⅵ】線路上を歩く人びと　日本電報通信社撮影
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七
月
一
日
、約
二
年
に
わ
た
る
改
修
工
事

等
を
経
て
、横
浜
開
港
資
料
館
の
旧
英
国

総
領
事
館（
横
浜
開
港
資
料
館
旧
館
）付

属
棟
に
当
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
＆
カ

フ
ェ
の
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｅ
Ｒ‘
Ｓ 

Ｌ
Ｏ
Ｄ
Ｇ
Ｅ（
ポ
ー

タ
ー
ズ
ロ
ッ
ジ
）が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　

こ
の
付
属
棟
は
、昭
和
六（
一
九
三
一
）

年
に
竣
工
し
た
英
国
総
領
事
館
の
門
番

所
と
し
て
建
て
ら
れ
た
建
物
で
、平
成
一
二

（
二
〇
〇
〇
）年
に「
横
浜
開
港
資
料
館
旧

館（
旧
横
浜
英
国
総
領
事
館
）及
び
旧
門

番
所
」と
し
て
横
浜
市
指
定
文
化
財
と
な

り
ま
し
た
。

　

店
舗
の
名
称
と
な
っ
て
い
る「
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

Ｅ
Ｒ‘
Ｓ 

Ｌ
Ｏ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
」は
、昭
和
六
年
の
竣

工
に
あ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た「
英
国
総
領
事

館
関
係
建
築
図
面
」に
書
き
込
ま
れ
た
、建

築
当
時
の
建
物
名
称
で
す
。今
回
の
店
舗

オ
ー
プ
ン
に
あ
た
り
、当
時
の
手
書
き
の
図

面
か
ら
ロ
ゴ
を
作
成
し
ま
し
た
。「
横
浜
開

港
・
英
国
文
化
を
伝
え
る
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ

プ
」
と
し
て
、横
浜
中
華
街
や
元
町
商
店

街
、山
下
公
園
通
り
で
営
業
す
る
店
舗
な

ど
か
ら
、横
浜
の
歴
史
を
伝
え
る
商
品
な

ど
を
仕
入
れ
て
販
売
す
る
ほ
か
、旧
英
国

総
領
事
館
や
英
国
文
化
を
伝
え
る
商
品
、

横
浜
開
港
の
歴
史
を
伝
え
る
資
料
館
所

蔵
資
料
を
活
か
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を

開
発
販
売
し
、ペ
リ
ー
が
上
陸
し
た
開
港
の

地
横
浜
の
原
点
か
ら
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ

プ（
買
う
）、カ
フ
ェ（
味
わ
う
）の
機
能
を
通

じ
、山
下
公
園
通
り
・
横
浜
中
華
街
・
元
町

商
店
街
と
い
っ
た
伝
統
的
な
横
浜
の
観
光
地

へ
の
コ
ン
シ
ェ
ル（
導
く
）を
実
現
し
ま
す
。

　

ご
来
館
の
際
は
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ

さ
い
。ス
タ
ッ
フ
一
同
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

令
和
五
年
一
月
か
ら
開
催
し
た
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
」の
開
催
に
合
わ
せ
、横
浜
開

港
資
料
館
が
所
蔵
す
る
江
戸
時
代

末
の
ス
テ
レ
オ
写
真
を
復
刻
し
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
シ
ョッ
プ
や
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョッ

プ
で
の
販
売
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

ス
テ
レ
オ
写
真
と
い
う
と
、赤
と
青

の
セ
ロ
フ
ァ
ン
を
貼
っ
た
メ
ガ
ネ
を
思
い

出
す
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、今
回

の
復
刻
ス
テ
レ
オ
写
真
は
透
明
の
凸
レ

ン
ズ
を
使
っ
た
市
販
の
ビ
ュ
ー
ワ
ー
で

手
軽
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

日
米
和
親
条
約
の
締
結
以
降
、

江
戸
時
代
末
か
ら
横
浜
開
港
後
の

明
治
時
代
初
頭
、日
本
と
い
う
国
や

そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
に
つ
い
て
海
外

の
方
々
の
注
目
が
集
ま
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
た
め

に
、当
時
、土
産
物
と
し
て
多
く
の

写
真
や
絵
葉
書
が
作
ら
れ
ま
し
た

が
、今
回
の
ス
テ
レ
オ
写
真
は
ま
さ

に
そ
う
し
た
当
時
の
外
国
人
が
見

た
横
浜
の
風
景
を
復
刻
し
た
も
の

に
な
り
ま
す
。

　

現
代
の
横
浜
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
あ
ふ
れ
、多
く
の
方
が

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、本
商
品
を

通
じ
て
、時
空
を
超
え
江
戸
時
代

末
の
横
浜
を
ご
覧
頂
き
、当
時
の
外

国
人
が
見
た
風
景
を
、当
時
と
同

じ
方
法
で
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

（
羽
毛
田
智
幸
）

横浜開港資料館 PORTER'S LODGE オープン

館蔵ステレオ写真を復刻しました
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ビューワーは別売りとなります

一部商品はオ
ンラインショッ
プでも販売して
おります。



閲覧室より
◆古文書（こもんじょ）とは？
　横浜開港資料館（以下、当館）の閲覧室では、古文書を手に
取って閲覧することができます。古文書とは、一般的に古い文
書全般を指しますが、古文書学においては差出人・受取人・日
付・用件などを備えた文書と捉えるのが基本的な考え方になり
ます。一方、受取人が存在しない古い日記や編纂物などは「古
記録」と呼ばれ、「古文書」と区別されます。しかしながら、他者
に読まれることを前提に書かれた日記などには事実上、差出人

（書き手）と受取人（読み手）が存在しますから、古文書と古記
録の線引きは必ずしも明確ではありません。そこで本稿におい
ては古記録も古文書の中に含めて叙述していくことにします。
　古文書は当館が収蔵する資料のうち大きな割合を占めてい
ます。古文書を「死蔵」することなく、広く活用に供するため、閲
覧室ではその一部を公開しています。当館の閲覧室は一般図
書・雑誌だけを公開する窓口ではないのです。
　ただし収蔵しているすべての古文書を公開しているわけでは
ありません。整理中のもの、展示や調査などで活用中のもの、修
復中のもの、破損・汚損・虫損など痛みが激しいもの、損傷する
リスクが高いものなどは閲覧を停止していますので、利用に際
しては予めご承知置きください。

◆古文書の閲覧請求と取扱い
　当館では主に諸家文書（市内の旧家・会社や、市外の横浜に
関係の深い個人宅に残された歴史資料）、館蔵諸文書（開館後
に購入した歴史資料など）として古文書を整理しています。
　諸家文書と館蔵諸文書に含まれている古文書の詳細は閲覧
室に配架してある文書目録で確認できます。文書目録には古文
書が伝来した家や組織別に、請求番号・資料名・内容・年代・差
出人・受取人・形態・数量などの情報を記しています。
　まずは文書目録をめくり、閲覧請求する古文書を選定してくだ
さい。その上で「入室・閲覧票」（入室時にお渡しします）に請求
番号・資料名をご記入の上、受付カウンターへご提出ください。
　古文書の閲覧、取り扱いに関してはいくつかの注意点があり
ます。手の爪を短く切り揃え、マニキュアやネイルチップなどは
付けず、事前に手を洗い、ネックレスや指輪などの装身具、腕時
計などは外すといったことです。閲覧室内での飲食やボールペ
ンなどの使用は厳禁です（鉛筆使用可）。

◆浜田家文書が語る幕末の横浜
　諸家文書の中には浜田家文書という資料群があります。武蔵
国久良岐郡森公田村（現横浜市磯子区）の名主・戸長を務めた
浜田家に伝来したものです。安政6（1859）年6月2日に横浜が
開港すると、その近郊に位置する森公田村には開港場運営に関
する様々な廻状・触書が伝達されることになりました。主として
領主・代官が支配下の村々に出した廻状・触書などを村役人が
まとめた帳面を「御用留」（ごようどめ）といいます。浜田家文書
には「廻状留」「御用廻状留」「御解書写」と題する御用留が計
12点（文久3年から明治3年まで）残されています。
　ここでは浜田家文書追加№169 「御用廻状留」に収録されている
廻状をひとつ取り上げ、書き下し文と現代語訳を掲げておきます。

【書き下し文】
一、英国ハツテイラ空船壱艘、右は昨廿三日根岸村までの沖

合にて流失致し候に付き、其の村流れ寄り、又は最寄沖
合等に相見え候はば、其の村方え引き揚げ置き、其の段
横浜運上所え訴え出でらるべく候事
　子　　　　　　　　　　　  神奈川奉行定廻り
　三月廿四日　　　　　　　　　　　 近藤直次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　田政之丞

【現代語訳】
一、イギリスの空のバッテーラ（ボート）一艘が昨二十三日、（横

浜開港場から）根岸村までの沖合において流失したので、
村に流れ着いたり、または最寄りの沖合などで発見したな
らば、村に引き揚げ、そのことを横浜運上所へ訴え出るよ
うにするべきこと。
　子　　　　　　　　　　　  神奈川奉行定廻り
　三月二十四日　　　　　　　　　　 近藤直次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　田政之丞

　これは横浜開港場や村方の取締などを担当した神奈川奉行
所の定廻りという役職の近藤直次郎と藪田政之丞が出した元
治元（1864）年3月24日付の廻状です。横浜が開港して5年が
経過しようとしていた頃ですから、横浜近海には外国船が日常
的に来航するようになっています。どのような事情か判然としま
せんが、イギリス艦船搭載のボートが海上に流失してしまいま
す。そこで開港場近郊の森公田村にこの廻状が送られてきたの
です。森公田村では廻状を隣村に送付するとともに、その内容を

「御用廻状留」に記録しました。廻状ではボートを回収できた
場合、横浜運上所に報告するようにと指示されています。横浜
運上所は現在の神奈川県庁本庁舎一帯に置かれていた貿易事
務を統括する役所ですが、商取引だけでなく、海難による流失
品や漂流人の保護なども担当していました。横浜開港は様々な
かたちで周辺地域に影響を及ぼしていたのです。

　開館以来、当館が力を注いできたのが閲覧業務の充実です。
「資料館」としての機能をより一層充実させるため、館員たち
は努力を積み重ねています。古文書の閲覧を通じて歴史の臨場
感を体験してみてはいかがでしょうか。

（神谷大介）

浜田家文書　追加№169 「御用廻状留」文久4（1864）年 横浜開港資料館所蔵
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特別展
横浜開港資料館・横浜都市発展記念館
合同特別展

「関東大震災100年 大災害を生き抜
いて— 横浜市民の被災体験 ―」
会期：2023年8月26日（土）～12月3日（日）

●10月以降の展示関連企画
○展示解説
日時： 10月14日（土）、11月11日（土）、
12月2日（土）各日とも13:30～（30分
程度）
○ガイドツアー〔事前申込〕
日時：10月18日（水）、10月28日（土）、
11月3日（金祝）、11月21日（火）
申込・詳細は、横浜シティガイド協会
ホームページをご覧ください。
○ミニ展示コーナー
会場：横浜開港資料館2階 ミニ展示

「古き横浜の壊滅 O.M.プール旧蔵資料
より」
開催期間： 8月26日（土）～11月30日

（木）
「丹沢地震100年」
開催期間： 12月1日（金）～2024年2
月15日（木）
○関連書籍好評発売中

「関東大震災100年 関東大震災と横浜 
― 廃墟から復興まで ―」 
A4判80ページ 2,200円（税込）
関東大震災90年を期に刊行した同書
を特別展にあわせて増補改訂しました。

オンラインショップは
こちらから

連続講座2023　
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します。

〔事前申込〕
◆第3回 2023年11月3日（金祝）

「幕末台場 ― 海防の拠点を探る ―」
講師： 神谷大介
◆第4回 2023年12月9日（土）

「日米修好通商条約はどこで結ばれたのか？」
講師： 吉崎雅規
◆第5回 2024年1月20日（土）

「横浜開港初期の外国人たち―開港地
をめぐる対立から ―」　
講師： 白井拓朗

終了した講座はアーカイブ配信を行って
います。◆第1回「関東大震災100年 都
市横浜の壊滅と復興」講師： 青木祐介 
◆第2回「戦争被害者救済に尽力した
横浜の社会事業団体」 講師： 西村健
詳細・お申込は、ホームページをご覧く
ださい。

寄贈資料
・井野写真館資料 48点（井野愼司氏）
・木製アイスクリーム製造機 1点（山田
泰彦氏）
・佐藤謙三文書 314点（脇屋まり氏）
・鈴木信貴家文書 68点（鈴木信貴氏）
・イギリス領事館プレート 1点（David 
Bailie氏）
・絵葉書「横浜公園  Y o k o h a m a 
park」 1点（定森好美氏）
・冊子『イデス・ルーサ・レイシー夫人を
記念して』昭和14年（1939）1点（吉川
敦氏）

・復旧記念鉄の橋（1978年3月） 1点
（伊藤一義氏）
・「R.H.ブラントンに関する調査研究
報告書」（平成2年） 1点、平成3年度
ブラントン記念碑設置事業竣工書類1
点、「RHブラントン生誕記念150周年
記念」テレホンカード、「第43回灯台
記念日」テレホンカード（親松俊彦氏）
・R.H.ブラントン生誕150周年記念事
業関係資料〔一式〕 8点（金近忠彦氏）
・〔記念品〕吉田橋模型1点（秋山敬史氏）
・絵葉書・ブロマイド写真 215点（押田
麻衣子氏）
・椎野佳宏家資料 2点（椎野佳宏氏）

PORTER’S LODGE オープン！

開港広場側にある、旧英国総領事館
付属棟が、ミュージアムショップ・カフェ

「PORTER’S LODGE（ポーターズ
ロッジ）」として新たにオープンしまし
た。営業時間：9:30 ～17:00（カフェラ
ストオーダー16:30）、お休みは開港資
料館に準じます。

『横浜開港資料館ロゴ』 が
新しくなりました！

横浜開港資料館（旧館）とたまくすの木

No.155

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「関東大震災100年 大災害を生き抜いて」　会期中
 一般500円　小・中学生／横浜市内在住65歳以上250円

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4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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