
　

1
8
5
8
年（
安
政
5
）ア
メ
リ
カ
と
江

戸
幕
府
に
よ
っ
て
日
米
修
好
通
商
条
約
が

結
ば
れ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
将
軍
の
お
膝

元
で
あ
る
品
川
が
開
港
場
と
し
て
求
め
ら

れ
ま
し
た
が
、
幕
府
は
こ
れ
を
退
け
、
東

海
道
の
神
奈
川
、
さ
ら
に
南
の
横
浜
村
を

開
港
場
と
し
ま
し
た
。
当
時
激
し
か
っ
た

攘
夷
活
動
を
な
ん
と
か
避
け
よ
う
と
し
た

の
で
す
。
そ
し
て
江
戸
湾
の
海
上
に
堆
積

し
た
砂
嘴
を
活
用
し
て
、
貿
易
施
設
や
外

国
人
の
居
留
地
を
造
成
し
、
翌
年
開
港
し

ま
し
た
。
神
奈
川
宿
に
は
奉
行
所
や
各
国

公
館
を
置
き
、
横
浜
道
を
つ
く
り
、
居
留

地
の
入
口
の
吉
田
橋
の
畔
に
関
所
を
設
け

ま
す
。
こ
れ
が
関
内
、
関
外
の
呼
称
の
は

じ
ま
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
吉
田
橋
か
ら
居
留
地
を
通
り
、
海

岸
の
旧
灯
台
局
あ
た
り
へ
と
至
る
道
が
、

1
8
6
7
年（
慶
応
3
）に
で
き
た
「
馬
車

道
」
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
歩
行
だ
け
の
道

に
比
べ
、
車
道
と
歩
道
が
分
け
ら
れ
た
欧

風
の
道
路
で
、
1
8
7
2
年（
明
治
5
）に

は
ガ
ス
灯
も
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
来
日
し

た
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・

バ
ー
ド
は
、
”街
路
は
狭
い
が
、
し
っ
か
り

と
舗
装
さ
れ
て
お
り
、
よ
く
で
き
て
い
る

歩
道
に
は
縁
石
、
溝
が
つ
い
て
い
る
。
ガ

ス
灯
と
外
国
商
店
が
ず
ら
っ
と
立
ち
並
ぶ

大
通
り
を
過
ぎ
て
…
“
と
自
身
の
紀
行
の

中
で
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
吉
田
橋
傍
ら

幕末から明治へ
時代を切り開いた 横濱
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じ
ょ
う
い

よ
こ
は
ま
み
ち

か
た
わ

さ
　
し

※

１ 

砂
嘴…

沿
岸
流
に
よ
り
運
ば
れ
た
漂
砂
が
堆
積
し
て
形
成

　
　

 

さ
れ
る 

嘴 (

く
ち
ば
し) 

形
の
地
形

※
2 

イ
ザ
ベ
ラ・バ
ー
ド…

1
8
3
1
年
、イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
。

　
　

 

女
性
旅
行
家・紀
行
作
家
。世
界
各
地
を
旅
し
、日
本
に
は

　
　

 

明
治
時
代
に
訪
れ
、東
京
を
起
点
に
北
日
本
、関
西
な
ど
を

　
　

 

旅
し
、そ
の
旅
行
記
を
書
い
た
。

※

１

※
2

遠からず都市は“鉱山”になるだろう
－普及型需要から創造型需要へ

横浜市開港記念会館
1917年（大正6）に開港記念横浜会館として建築された。地震
に備え、レンガの壁体に鉄骨を埋め込み、関東大震災にも耐え
たが、太平洋戦争の空襲で被災。失われたドーム屋根は1989
年（平成元）に復元された。塔はジャックと呼ばれている。

［1917年建築／設計 福田重義、山田七五郎、佐藤四郎］
国 重要文化財


