
















ら
に
は
、一
つ
の
核
内
に
数
カ
所
照
射
す
る
こ

と
も
可
能
で
、現
在
、世
界
中
か
ら
脚
光
を
浴

び
て
い
ま
す
。低
線
量
放
射
線
は
、免
疫
や
遺

伝
子
損
傷
修
復
機
構
を
活
性
化
し
た
り
、細

胞
増
殖
を
促
進
す
る
と
い
っ
た
、高
線
量
放
射

線
と
は
む
し
ろ
逆
の
生
物
効
果
を
誘
導
す
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
最
近
、放
射
線

の
生
物
効
果
は
、実
際
に
被
曝
し
た
細
胞
だ
け

で
は
な
く
、そ
の
周
囲
の
細
胞
や
子
孫
細
胞
に

ま
で
影
響
が
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、こ
れ
ら
の
誘
導
機
序
は
あ
ま
り
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。こ
れ
ら
の
機
序
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
、放
射
線
の
リ
ス
ク
評
価（
ど

の
程
度
の
レ
ベ
ル
の
放
射
線
ま
で
リ
ス
ク
が
あ
る

の
か
）に
も
重
要
で
、そ
の
た
め
に
、マ
イ
ク
ロ
ビ
ー

ム
装
置
は
極
め
て
有
効
な
ツ
ー
ル
で
す
。現
在
、

私
た
ち
は
、こ
の
マ
イ
ク
ロ
ビ
ー
ム
装
置
を
用
い

た
実
験
に
没
頭
し
て
い
ま
す
。長
崎
大
学
に
近

日
中
に
、X
線
マ
イ
ク
ロ
ビ
ー
ム
を
導
入
さ
れ
る

と
聞
い
て
い
ま
す
。ま
す
ま
す
長
崎
大
学
の
放

射
線
科
学
研
究
が
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。�

���　
英
国
の
夏
は
圧
倒
的
に
涼
し
く
、

暑
く
感
じ
た
の
は
半
月
間
ほ
ど
の

日
中
の
み
で
、八
月
末
に
は
半
袖

で
は
鳥
肌
が
た
つ
ほ
ど
で
し
た
。

夏
至
付
近
に
は
、二
十
二
時
を
過

ぎ
て
も
外
が
明
る
い
こ
と
に
驚
き

ま
し
た
。ま
た
日
本
人
大
学
院
生

は
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
実

験
に
時
間
を
費
や
す
の
が
一
般

的
だ
と
思
い
ま
す
が
、少
な
く
と

も
グ
レ
イ
癌
研
究
所
で
は
、平
日

九
時
〜
十
七
時
以
外
に
実
験
を
し
て
い
る
人
を

ほ
と
ん
ど
見
か
け
ま
せ
ん
で
し
た
。�

�　
そ
れ
で
は
、最
後
に
、留
学
の
機
会
を
い
た
だ

い
た
渡
邉
正
己
教
授
と
マ
イ
ケ
ル
ベ
リ
ー
教
授
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。�
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勤
務
は
九
時
〜
十
七
時
�

残
業
は
し
な
い
の
が
英
国
流
！？
�

会議室にて。生物系と物理系の研究者が半々で、現在、６ヵ
国の出身者がいます。�

X線マイクロビーム照射装置。多くの研究者や学生が見学に
訪れます。�

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
民
が
多
い
で
す
ね
」
。
自
然

環
境
も
地
域
ご
と
に
違
い
、民
族
と
そ
の
文
化

は
多
種
多
様
で
す
。�

　
「
ブ
ラ
ジ
ル
の
言
語
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
す
が
、

私
の
家
で
は
、〈
い
た
だ
き
ま
す
〉と
か
、〈
た
だ

い
ま
〉と
い
っ
た
簡
単
な
日
本
語
を
使
っ
て
る
ん

で
す
よ
」
。
祖
父
母
の
影
響
で
、ず
っ
と
日
本
に

憧
れ
を
抱
い
て
い
た
ク
リ
ス
チ
ア
ー
ネ
さ
ん
。ブ

ラ
ジ
ル
の
大
学
で
法
律
を
学
ん
だ
後
、日
本
の

経
済
の
勉
強
を
し
た
く
て
昨
年
、来
日
し
ま
し

た
。「
日
本
語
の
日
常
会
話
は
何
と
か
な
っ
て
も
、

専
門
用
語
が
出
る
講
義
は
ま
だ
難
し
い
」
。�

　
ク
リ
ス
チ
ア
ー
ネ
さ
ん
が
お
す
す
め
の
ブ
ラ

ジ
ル
料
理
は「
フ
ェ
イ
ジ
ョ
ア
ー
ダ
と
い
う
ウ
ズ
ラ�

マ
メ
と
牛
肉
を
煮
込
ん
だ
料
理
。
ご
は
ん
に
か

け
て
食
べ
ま
す
」
。�

　
大
好
き
な
日
本
で
す
が
、気
に
な
る
の
は
お

辞
儀
。こ
の
挨
拶
の
仕
方
は
相
手
を
遠
く
に
感

じ
る
の
で
、握
手
や
、顔
に
キ
ス
す
る
ブ
ラ
ジ
ル

式
の
方
が
好
き
だ
そ
う
で
す
。�

グレイ癌研究所入り口での分子細胞生物物理研究室の集合写真。 （左から６番目：筆者、９番目：マイケル教授、右から5番目：菓子野COE研究員）�
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◎ 幕末・明治期 日本古写真コレクション�

古町橋と光永寺�【FURUMACHI BRIDGE and KOUEI TEMPLE】�
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世界に誇る、�
珠玉のコレクション�
　写真技術は日本が開国

する前後に長崎で確立し、

日本全国に伝わりました。

当時、日本の写真術の開

祖と称される上野彦馬らが

活躍。膨大な数の長崎の

写真が残されており、長崎

は写真史においても重要な

場所といえます。�

　長崎大学が所蔵する「幕

末・明治期 日本古写真コ

レクション」の内容は、主に

外国人居留地である長崎・

横浜を中心に、東京、京都、

大阪、神戸やその他の観

光地の風景・風俗・人物な

どを撮影したものです。その

多くは当時の職業絵師に

より彩色されています。総

点数は約6,000点（2003

年３月末日現在）。近代日

本の生い立ちを研究する貴

重な資料として、我が国有

数のコレクションになってい

ます。�

　このコーナーでは長崎大

学が所蔵するコレクションを

基にそれにまつわるエピソー

ド等を交えながら紹介して

いきます。�

撮影者は不明だが、この一枚には優れたセンスが感じられる。憶測すれば、中島川の上流河畔の新大工
町に明治15年ごろ新築した上野彦馬のスタジオがあり、このあたりの風景は常時撮影現場だった。可能
性としてその関係者を想定してもよいだろう。光永寺の敷地は広大で、下流に架かる「一覧橋」との間を占
めている。�

美しい構図で甦る古町橋�

■寛政８年（１７９６）刊、富嶋屋版「長崎図」より�
写真は、本カジヤマチ側の河畔のやや上流で、西南方
向にカメラをセットして、１５～２０メートル上方から古町
橋と光永寺を撮影している。現在の中島川の上流左
岸にある「いずや弁当」あるいは「京華園」の３階あた
りの高さから撮ったと推定できる。�

■古町橋と光永寺　所蔵：長崎大学附属図書館 ［サイズ縦20.2ｃｍ×横26.1ｃｍ］（モノクロに彩色）�

視
線
を
引
き
込
む
、
優
れ
た
構
図�

古
い
欄
干
に
、
幾
度
の
架
設
の
痕
跡�

古
写
真
に
残
さ
れ
た
「
古
町
橋
」
の
原
型�
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ふ
る
ま
ち
�

も
も
た
に
ば
し
�

あ
み
が
さ
ば
し
� あ

ひ
る
�

か
は
む
ら
う
じ
の
�

は
は
め
う
れ
う
た
つ
�

　
こ
の
写
真
は
中
島
川
中
流
域
の
風
景
で
、
手
前
の
石
橋

は
す
で
に
失
わ
れ
て
久
し
い
昔
の
「
古
町
橋
」、
後
方
は
向

陽
山
光
永
寺
（
長
崎
市
桶
屋
町
三
十
三
〜
古
町
二
十
七
番

地
）
で
あ
る
。
橋
の
た
も
と
に
ガ
ス
灯
が
あ
り
、
明
治
中
期

の
撮
影
と
考
え
ら
れ
る
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）、
長
崎

遊
学
の
福
沢
諭
吉
は
こ
こ
を
宿
所
と
し
た
。�

　
左
下
か
ら
右
奥
へ
橋
を
渡
る
よ
う
に
視
線
の
向
か
う
と

こ
ろ
に
光
永
寺
本
堂
の
大
屋
根
、
右
下
隅
か
ら
左
上
方
に

ゆ
る
や
か
な
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
光
永
寺
の
白
壁
が
奥
行
き

を
深
め
て
い
る
。
橋
の
上
に
は
二
台
の
人
力
車
と
車
夫
、
川

岸
に
も
人
影
が
見
え
る
。
Ｘ
に
交
錯
す
る
よ
う
に
遠
近
を

際
だ
た
せ
、
右
の
奥
に
焦
点
を
結
び
、
そ
こ
か
ら
ヘ
ア
ピ
ン
の

よ
う
に
折
れ
て
左
奥
へ
視
線
を
引
き
込
む
よ
う
に
工
夫
さ

れ
た
構
図
で
あ
る
。�

　『
長
崎
名
勝
図
絵
』
に
は
、
中
島
川
に
架
か
る
第
一
橋

を
一
ノ
瀬
川
の
阿
弥
陀
橋
と
し
て
、
西
浜
町
の
大
橋
ま
で

十
五
橋
を
数
え
る
。
そ
の
第
五
橋
と
し
て
こ
の
橋
を
あ
げ

「
古
町
に
あ
り
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
十
二
月
河
村
氏

母
妙
了
建
」
と
記
す
。
河
村
甚
右
衛
門
の
母
で
あ
る
妙
了

と
い
う
婦
人
が
こ
の
石
橋
を
架
設
し
た
の
だ
と
い
う
。
寄
進

の
理
由
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。�

��　
古
町
側
の
欄
干
の
た
も
と
に
古
い
石
橋
の
角
柱
型
欄
干

が
保
存
さ
れ
て
い
る
。「
元
禄
十
丁
丑
暦
／
十
二
月
下
旬

成
就
畢
／
施
主
妙
了
」
と
あ
り
、
そ
の
右
横
に
は
小
振
り

な
角
柱
型
欄
干
の
石
柱
が
並
ん
で
い
る
。
す
で
に
剥
落
し
て

判
読
は
困
難
だ
が
、「
延
享
三
年
丙
寅
古
町
中
」
と
刻
ま

れ
て
い
る
文
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
享
保
六

年
（
一
七
二
一
）
洪
水
で
流
失
し
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

に
か
け
て
再
三
架
設
さ
れ
て
き
た
痕
跡
で
あ
る
。�

　
渡
辺
庫
輔
著
『
昭
和
版
長
崎
土
産
』（
昭
和
八
年
九
月

刊
）
に
は
、
こ
の
写
真
よ
り
三
、
四
十
年
後
の
昭
和
初
期
の

風
景
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。�

桃
渓
橋
の
下
手
の
川
べ
り
に
は
、
水
車
が
静
か
な
音
を
た

て
、
そ
の
附
近
の
川
原
に
は
家
鴨
が
群
を
な
し
て
悠
々
と

遊
ん
だ
。（
中
略
）
編
笠
橋
が
蔦
紅
葉
に
化
粧
し
た
の
は

殊
に
美
し
か
っ
た
。
古
町
橋
の
川
岸
に
は
片
側
に
は
松
の

木
、
片
側
に
梧
桐
の
木
が
立
並
ん
で
影
を
つ
く
っ
た
。
そ

し
て
川
ふ
ち
の
石
垣
の
間
に
は
、
時
に
傘
屋
が
油
引
き
の

傘
を
ほ
し
た
。�

��　
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
七
月
二
十
三
日
、
長
崎

市
は
記
録
的
な
大
水
害
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
と
き
眼
鏡

橋
に
代
表
さ
れ
る
石
橋
群
は
半
壊
、
流
失
な
ど
甚
大
な
被

害
を
こ
う
む
っ
た
。
そ
の
後
改
修
に
際
し
て
、
長
崎
が
誇
る

歴
史
的
な
石
橋
群
は
洪
水
の
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と

い
う
理
由
で
、
堤
防
の
脇
を
え
ぐ
り
、
水
路
を
作
る
な
ど
の

工
夫
を
し
て
復
元
し
た
り
、
反
り
を
高
く
あ
げ
た
不
自
然

な
ア
ー
チ
式
の
石
橋
な
ど
に
架
け
替
え
ら
れ
た
。
流
失
し
た

「
古
町
橋
」
も
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
、
他
の
石
橋
と
同
じ

く
、
架
け
替
え
ら
れ
た
。
そ
の
原
型
は
、
も
は
や
古
写
真
で

し
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。�








