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もなお日本のみならず海外の多くの出版物に掲載
され、よく知られている。三人の男が座っている。こ
れまでは人物が特定されていなかったが、ルサンの

「五十年前の想い出」がこの疑問を解く鍵を与え
てくれた。写真の左端でスケッチ帖を持っているの
がルサン、中央がワーグマン、右がベアトである。

「ワーグマンと私が神社と風景のスケッチをしてい
るあいだ、ベアトは写真を撮影し、ヴェッキは散歩す
る。定かではないが、彼は可愛い飯盛女たちを口説
きに行ったのではあるまいか。」

江ノ島で二人のイギリス人将校と
酌み交わしたビール
鎌倉を後にした我らが旅人たちは江ノ島に向かい、
そこで二人のイギリス人将校、ボールドウィン少佐と
バード中尉（注５）にビールをふるまう。

「翌日の午後、我らは聖なる島イノ（イノシマ）に至
る海岸沿いの道を行く。島には引き潮の時に砂州
を渡っていく。島は切り立った岩山で、松林で覆わ
れ、頂上に小さな祠がいくつかある。その日は澄み
渡った好天で、島の頂から相模湾の絶景を堪能す
る。湾には帆掛け船が浮かび、真正面の対岸の上
方には、フヂの雄姿がその裾野から立ち現れる。
この高みでの休憩中、横浜イギリス連隊の将校、
ボールドウィン少佐とバード中尉の二人に出逢う。
我 と々同じ旅程を反対回りしてきたのだ。二人は
我々が勧めるビールの杯を飲み干し、馬留めのほう
に降りていく。この不運な将校たちに最後の時が
近付いているのを我々は知る由もなかった。

午後は一路小田原を目指す。東海道沿いの大きな
村である。街道はほぼ内海沿いに本州島の南半分
を中国の方角に向かって江戸から島の先端まで通
っているので、このように命名されている。それは現
在の鉄道が開通する前の日本の大動脈とは言え、
我が国の幹線道路、グランドルートのようなものを
想像してはいけない。むしろ風情たっぷりに仕上が
った、かなり幅の狭い道、シュマンと言ったほうがよ
く、山を越え、谷を越え、大抵は緑の天井の下を行く
のである。」

東海道を急ぎ取って返す
二人のヨーロッパ人が暗殺されたとの報せに、我ら
が旅人はあわただしく帰路に就くことになる。小田
原から東海道を行くと大名行列とすれ違いになる。

「翌朝、我々が泊まっている宿に小田原の村の有
力者の使いが複数名やってきて、前日の夕方、ヨー
ロッパ人二名が暗殺されたため、急ぎ、一番近い経
路をたどり横浜へ引き返すよう勧告すると言う。道
中は騎馬の護衛が付き添い、我らを護ってくれると
のことである。我らが旅も終わりに近付いていたの
で、この勧めに従うことにする。軽い食事をそそくさ
と済ませると、大小二本差しの騎馬武者数名に伴
われ東海道を驀進し、道も残すところ約十キロメー
トルとなる。
まだ内容の定かでない報せに大いに気が動転した
ものの、これはひょっとしたら、我らをこの地方から
遠ざけるための企みに過ぎないのではあるまいか、
といぶかる我らに、ほどなくもうひとつの緊急事態

がふりかかる。行く手に日本の殿様（大名）の行列
が出現し、もう間近まで迫っている。同様の状況でリ
チャードソンに何が起ったか、また、この国の動乱ぶ
りからして、帯刀した一行と接触することがいかに危
険であるかを我々は承知している。我らの護衛は狭
い道に我らと馬をできる限り整然と並べ、我らに指
図する。
先頭を進むのは、先端に家紋の付いwた長い柄を
真っ直ぐに掲げた旗持ち二人である。その役目は
人の住む処を通りかかるとき、『シタニエロ、シタ、シ
タ』という号令を発し、皆を視界に入らぬところまで
遠ざけるか、顔を地面に擦り付け土下座させること
にある。これに従わぬ者には太刀の一振りで矯正
が加えられる。次に来るのが、弓持ちと槍持ち、鎧を
着せられ、口縄で牽かれた殿様の馬である。その次
に来るのが『ノリモン』という駕籠だが、扉が閉まっ
ており、中に座っている主の姿は見えない。これを
取り囲むのが、大小二本差しの忠実な護衛のサム
ライ（近習）である。この後に漆塗りに家紋入りの
挟箱が続く。中には道具類一式が入っており、前後
に渡した竿を肩で担ぐ。最後に数名の後衛が続く。
行列の最後尾が通り過ぎてから、我 は々再び走り始
め、横浜まであと二キロメートルの神奈川村まで来た
ところで東海道に別れを告げる。街に帰り着くと、私
は小舟に乗せられ、所属艦まで連れて行かれた。」

ボールドウィン、バード
暗殺犯の公開処刑
二人のイギリス人将校、ボールドウィン、バードの暗

Beillevaire, Patrick : ‡�����������������, antholo-
gie de textes français, 1858-1908, Robert Laffont, 
Paris, 2001, p.1030.
Medzini, Meron : �������•�
�����������������������
�
���������������������Œ������������, Harvard 
East Asian Monographs, 1971, pp.40 à 41.
4- Henri Camus (1842-1863), sous-lieutenant 
de l’armée française, est assassiné le 13 octobre 
1863 par trois samouraïs alors qu’il traversait 
à cheval le village d’Idogaya près de Yokohama 
(aujourd’hui Shimo-cho, Idogaya, Minami-ku, 
Yokohama). Cette affaire est connue sous le nom 
d’†�������ƒ†�����. Les meurtriers s’enfuirent 
et ne furent jamais inquiétés. Le représentant de 
la France, Duchesne de Bellecourt, présenta une 
virulente protestation auprès du gouvernement 
shogunal, en demandant réparation, châtiment 
des coupables et indemnité pour la famille. 
La mission Ikeda en France, l’année suivante, 
présenta ses excuses au gouvernement français 
et versa une indemnité à la famille Camus.
Voir Note 3, Medzini, pp. 62 à 63.
5- George Walter Baldwin, né en 1830, et 
Robert Nicholas Bird, né en 1841, deux officiers 
de la Marine britannique, montés à cheval, sont 
attaqués et assassinés le 21 novembre 1864 par 
deux samouraïs, alors qu’ils se rendaient du 
Grand Bouddha au sanctuaire shinto Tsurugaoka 
Hachimangu. Cet attentat est connu sous le nom 

d’†�������ou�‹���������Ž���Œ���	�ou���…�‰�. 
Les deux victimes reposent au cimetière des 
Étrangers de Yokohama, pas loin de leur collègue 
français Henri Camus.

1- 写真師�Ñ�£�æ�”�½�£�~�Õ�ž�Ä は1832年ベネチアで生まれ、イ
ギリス国籍を得て、1863（文久３）年６月、横浜に移り住む。彼をこ
の地に呼び寄せたのは友であり、挿絵画家のチャールズ・ワーグマ
ンである。二人は1860年、北京で出逢い、親交を結んでいた。横
浜外国人居留地内にベアト・ワークマンの合名で写真館を開業す
ると、ベアトは写真業に専心し、風景、肖像の両分野で、日本にお
ける外国人写真師の頂点に立つ。一方、ワーグマンはデッサン、彩
色画、風刺画を制作し、こちらもまた日本における最も著名な外国
人画家の一人となる。ベアトは1868年、二冊の写真集「Native 
Types」「Views of Japan」を出版、その写真一枚一枚に手彩色
をほどこしたのはワーグマンである。1869年、ベアトは独立し、単独
で写真業を続け、大変貌を遂げつつあった明治日本社会の真の
目撃証拠を残す。1877年（明治10）年、オーストリア人写真師ライ
ムンド・フォン・スティルフリード（1839-1911）に写真館の資産を売
却することを決意する。スティルフリードは1872年1月1日、横須賀
造船所の開所式に行幸した明治天皇の姿を初めて隠し撮りした
ことで知られる（FJE No. 114, p.73参照）。ベアトは美術商に転
業し、1884年、日本を離れビルマでこの商売に従事する。その後
1909年にフィレンツェで死亡する。
2- イギリス人挿絵画家�½�ß�”�ç�¶�~�ë�”�¬�Ú�ï （1832-1891）
は1852年から1856年までパリで絵画を学んだのち、1861年、週
刊誌イラストレイテッド・ロンドン・ニュースの特派員として来日。職業
活動のかたわら、数多くの油彩、水彩画を手がけるが、なんといって
もその風刺画で名声を得る。来日の翌年、風刺新聞「ジャパン・パ

ンチ」を創刊、1887年まで毎月定期的に刊行を続ける。日本に呼
び寄せた友、フェリーチェ・ベアトと協業し、写真の彩色を1869年
まで行う。日本人女性と結婚し、1891年に死亡するまで横浜で暮
らした。ヨーロッパ人として初めて西洋画法を五姓田芳柳、小林清
親、山本芳翠等の日本人芸術家に教えた。
神奈川県立歴史博物館開催チャールズ・ワーグマン来日150周
年記念特別展「ワーグマンが見た海 – 洋の東西を結んだ画家」

（2011年６月）カタログ参照。
3- 上海で貿易商を営むイギリス人�½�ß�”�ç�¶�~�æ�Ê�¿�«�µ�~�æ

�½�ß�”�Å�¹�ï （1827-1862）は1862年9月14日、横浜に寄港
中、東海道の神奈川宿と川崎宿の間の生麦村で薩摩藩士によっ
て暗殺される。この村の名にちなんで日本では生麦事件と呼ばれ
るが、ヨーロッパでは「リチャードソン事件」と呼ばれる。一年後、罪
人の処罰も、損害賠償の支払いも行われないため、イギリスの艦
隊が九州南部、薩摩藩の藩庁、鹿児島を爆撃した。
4- フランス陸軍少尉�ž�ï�æ�~�§�Û�á （1842-1863）は1863年
10月13日、横浜郊外の井土ケ谷村（今日の横浜市南区井土ケ
谷下町）を馬で通行中、三人の武士に暗殺された。この事件は井
土ケ谷事件の名で知られる。殺人犯は逃走し、事件は迷宮入りし
た。フランス公使、デュシェヌ・ド・ベルクールは幕府に激しく抗議し、
謝罪と罪人の処罰、遺族への損害賠償の支払いを求めた。翌年、
池田長発遣欧使節団がフランス政府に謝罪の意を表明し、カミュ
家に損害賠償金を支払った。注3Medzini著作p.62-63参照。
5- イギリス海軍将校、� �́ã�”��́~�¢�¥�ç�»�”�~�Ø�”�ç�Å�¢�Ÿ�ï

（1830生）、�é�Ì�”�Ä�~�Ç�¯�å�µ�~�Ì�”�Å （1841生）は1864年
11月21日、鎌倉の大仏から鶴岡八幡宮に馬で向かっているところ
を襲撃、暗殺された。この襲撃は鎌倉事件あるいは下馬事件の名
で知られる。二人の犠牲者は横浜外国人墓地で、フランス人将校
アンリ・カミュの墓からさほど遠くないところで眠っている。

À gauche, tombeau d’Henri 
Camus dans le cimetiere des 
Étrangers de Yokohama. Au 
centre, lieu du meurtre des 
deux officiers britanniques 
Baldwin et Bird et à droite, 
leurs tombeaux non loin de 
celui d’H. Camus.
左：横浜外国人墓地内のアンリ・
カミュの墓。中央：イギリス人将校
ボールドウィンとバード殺害現場、
右：同二将校の墓。©
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rieure, parcourt tout le sud de l’île Nippon, 
de Yeddo jusqu’à l’extrémité de l’île vers la 
Chine. On ne doit pas se figurer qu’elle a 
l’aspect de nos grandes routes, quoique la 
première artère du Japon avant ses che-
mins de fer actuels. C’est plutôt un chemin 
assez étroit, d’un pittoresque achevé, fran-
chissant montagnes et vallées, le plus sou-
vent sous une voûte de verdure. »

Retour précipité 
sur le Tokaïdo
La nouvelle de l’assassinat de deux Euro-
péens précipite le retour de nos excur-
sionnistes. Depuis Odawara, ils emprun-
tent le Tokaïdo croisant le cortège d’un 
seigneur :
« Le lendemain au réveil, dans l’hôtellerie 
que nous occupons, des émissaires de l’au-
torité d’Odawara viennent nous prévenir 
que la veille au soir deux Européens ont 
été assassinés et qu’on nous engage à ren-
trer au plus vite à Yokohama par la route 
la plus directe, sous laquelle nous accom-
pagnera pour notre protection une escorte 
à cheval. Notre excursion tirant à sa fin, 
nous nous rangeons à cet avis. Après une 
courte collation, accompagnés de 
quelques cavaliers armés de leurs deux 
sabres, nous nous engageons à vive allure 
sur le Tokaïdo, où nous avons à parcourir 
une dizaine de kilomètres. »
« Très émotionnés par la nouvelle encore 
imprécise mais qui n’est peut-être qu’une 
simple ruse employée pour nous éloigner 
de la région, nous éprouvons bientôt une 
autre alerte. À peu de distance apparaît 
un cortège de seigneur japonais (Daïmio) 
faisant route à nous croiser. Nous savons 
ce qui advint à Richardson en semblable 
occurrence et les risques d’un contact avec 
une troupe armée, étant donnée l’agita-
tion du pays. Nos gardes nous font ranger 
le mieux possible, avec nos chevaux, sur 
l’étroit chemin et nous encadrent. »
« En tête s’avancent deux porteurs d’em-
blèmes sur de longs manches tenus droits, 
dont la fonction, au passage des lieux ha-

bités, est de prononcer le comman-
dement shtaniero, shla, shla, obli-
geant chacun à s’écarter hors de 
vue ou à sa prosterner à terre le vi-
sage contre le sol : un coup de 
sabre corrigerait tout contreve-
nant. Ensuite viennent des archers 
et des hallebardiers, le destrier ca-
rapaçonné du seigneur tenu en 
mains, puis le norimon, chaise à 
porteurs close où le maître est ac-
croupi, invisible, entouré d’une 
garde de fidèles Samouraï armés 
de leurs deux sabres. Suivent des 
coffres laqués, armoriés, contenant 

les bagages, portés à l’épaule sur des 
barres horizontales, enfin quelques 
hommes d’arrière-garde. »
« Les derniers d’entre eux passés, nous re-
prenons notre course, et, au village de Ka-
nagawa, à 2 kilomètres de Yokohama, 
quittons le Tokaïdo. Rentrés en ville, une 
barque me conduit à bord. »

Exécution publique 
de l’assassin de Baldwin et Bird
L’assassinat des deux officiers britan-
niques, Baldwin et Bird, suscite une 
grande émotion d’horreur et protesta-
tions de la communauté internationale 
au Japon, notamment des autorités bri-
tanniques qui demandent immédiate-
ment justice, réparation et indemnités 
pour les familles des deux victimes. Avec 
son ami Wirgman, Roussin assiste à 
l’exécution publique de l’assassin, reprise 
par la presse internationale (voir illustra-
tion), l’album de Roussin nous livre une 
scène inédite (voir illustration).
« Sur la Sémiramis, amiral et état-major 
m’accueillent avec un cri de soulagement 
que l’on m’explique. La nouvelle de l’assas-
sinat de deux étrangers à Kamakoura leur 
est parvenue par la légation ; connaissant 
la randonnée de notre groupe, ils ont été à 
demi convaincus que Wirgman et moi, 
problablement, surpris dans la campagne 
le pinceau à la main, avons été les victimes 
désignées des assassins. »
«  On ne tarda pas à être fixés, puis à avoir 
quelques détails sur l’attentat. Il s’agissait 
bien de nos malheureux officiers rencon-
trés à Ino-sima. Une heure peut-être après 
nous avoir quittés, Baldwin et Bird, arri-
vant à cheval au coin d’une des allées voi-
sines du Daïbouts, étaient attaqués par 
deux hommes armés de sabres. Surpris, ils 
tombaient en un instant frappés à mort. 
Leurs corps, signalés par des témoins éloi-
gnés de l’attentat, étaient relevés et rame-
nés à Yokohama le lendemain par les au-
torités du pays. »
«  Aucune excursion semblable dans l’inté-

rieur du pays ne me fut désormais per-
mise ; mais voici l’épilogue de mon récit. »
« Les autorités anglaises avaient sommé le 
gouvernement japonais de rechercher et 
de livrer les coupables de l’assassinat. Un 
mois après environ, elles furent avisées de 
l’arrestation du principal d’entre eux, qui, 
condamné à mort, allait être amené à Yo-
kohama et exécuté publiquement. C’était 
un nommé Shimidzon-Seïdjii, un de ces rô-
nines, Samouraï qu’une faute ou une cir-
constance ont détaché de leur clan et qui, 
privés de ressources, vivant de menaces et 
de pillage, sont prêts à vendre leur sabre à 
qui le veut pour une besogne quelconque. 
Quel était le mobile de Shimidzon : animo-
sité personnelle ou concours donné à un 
but politique ? Nous ne pûmes le savoir. 
Toujours est-il que le condamné arriva 
peu de jours après. Un après-midi je fus té-
moin, dans les rues du quartier indigène, 
d’un curieux spectacle. Entre les deux ran-
gées d’une foule compacte, curieuse mais 
calme, circulait à pas rapides un groupe de 
policiers armés de leurs engins profession-
nels, longs crocs et fourches destinés à ar-
rêter les malfaiteurs en évitant leurs 
coups : l’un d’eux portait un écriteau tracé 
sur une longue planche horizontale tenue 
par un manche : c’était la sentence de 
condamnation. Derrière, sur un cheval 
tenu en mains, Shimidzon garrotté au 
moyen de cordes de paille : grand et vigou-
reux gaillard, au teint basané, aux traits 
énergiques, jetant çà et là quelques injures 
à la foule. Il se croyait conduit à l’heure 
même au supplice : il ne devait avoir lieu 
que le lendemain, sur le plateau des col-
lines au nord de Yokohama, près de la pri-
son des Japonais et des baraquements de 
leurs troupes. »
«  Le lendemain je me rends avec Wirgman 
et quelques Européens sur le lieu d’exécu-
tion. Ce n’est pas par rancune du danger 
hypothétique que nous avons inconsciem-
ment couru à Kamakoura. Mais Wirgman 
opère pour son journal, et pour mon 
compte je tiens à juger de visu si le patient 
est bien un malfaiteur ou patriote résolu, 
et non quelque comparse tiré du fond 
d’une prison pour la satisfaction des An-
glais. Nous dépassons les faubourgs et gra-
vissons la colline : devant nous, une pièce 
de campagne anglaise et son caisson la 
montent péniblement, aidée par des ser-
vants. Le régiment des officiers assassinés 
les a précédés. »
« L’exécution aura lieu sur un petit plateau 
qui domine le paysage, la ville et la rade. 
Les autorités anglaises et de nombreux 
Yacounnines y sont déjà groupés, avec 
quelques Européens. Sur la pente, les trois 
lignes d’habits rouges du régiment for-

Aquarelle d’Alfred Roussin réalisée le 27 décembre 1864 :
« Le lônine Shimidzou Seidji, assassin des deux officiers 
anglais, promené la veille de son exécution dans les rues de 
Yokohama. ».
1864年12月27日制作、アルフレッド・ルサンの水彩画：「処刑の前日に
横浜市中を引き廻されるイギリス人将校二名の暗殺犯、浪人清水清次」
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殺は、日本の外国人社会に大きな恐怖と抗議の
渦を巻き起こす。特にイギリス上層部は裁きと被害
者両名の遺族への損害賠償が直ちに行われるよ
う求める。ルサンは友ワーグマンと暗殺犯の公開
処刑に立ち会い、その一部始終が国際紙に掲載
され、世界中を駆け巡った（挿絵参照）。ルサンの
アルバムは未公開の水彩画を我らに提供してくれる

（p.58挿絵参照）。
「セミラミス号の艦上では元帥と参謀らが安堵の
叫びを上げて私を迎える。事情を説明してもらうと、
鎌倉で二人の外国人がまた暗殺されたとの報せが
公使館を通じて彼等の耳に入り、我々一行の散策
のことを知っていたので、それはワーグマンと私に違
いない、暗殺犯の格好の餌食となり、筆を手に野原
で絵を描いていたところを不意打ちされたのだろう
と半ば確信していたのだと言う。
ほどなく犠牲者の身元が判明し、襲撃の詳細が分
かってきた。それは、やはりイノシマで出逢った二人
の不運な将校だった。我 と々別れてから、おそらく一
時間後、ボールドウィンとバードは馬で大仏のすぐそ
ばの小道の曲がり角にさしかかったところを二人の
帯刀した男に襲われたのである。不意打ちされて、
瞬く間に致命傷を受け倒れた。二人の遺体は、離
れたところから事件を目撃した人の通報を受け、こ
の国の権威者の命により収容され、翌日横浜に運
ばれてきた。
これ以来、同様の遠出は一切禁じられてしまった私
であるが、この物語には後日談がある。
イギリスの幹部は幕府に暗殺犯を探し出し、引き渡
すよう要求した。それからおよそ一ヶ月たった頃、イギ
リス側は暗殺の主犯格逮捕の報せを受けた。その
者に死罪を申し渡し、横浜に連れてきて公開処刑
すると言う。名前は清水清次というローニンの一人
である。ローニンとはなんらかの過失か、やむを得ぬ
事情により、自分の仕える藩から離れ、生活に窮し
て恐喝や略奪で生計を立て、誰からでも求めがあれ
ば、それが何の目的であれ、自分の剣の腕を売る用
意があるサムライのことである。清水の動機は何で
あったのだろうか。個人的な憎悪か、それともなんら
かの政治的目的に加担したのだろうか？我々にはそ
れを知る由もなかった。それでもともかく死刑囚はそ
れから何日もしないうちにやって来た。ある午後、私
は日本人街の路上で、奇妙な見世物を目撃した。
道の両側にびっしりとできた人垣が、物見高く、でも
静かに固唾をのんで見守るなかを、警官の一団が
捕り物道具を携え足早に歩き回っている。それは長
い鉤（十手）と刺又で、悪人の攻撃をかわしつつ、こ
れを捕える時に使う。彼等の一人が横長の板に書
かれた高札を掲げ持っている。それは判決文であっ

た。その後ろの口取りに牽かれた馬の上に、藁縄で
縛り上げられた清水が乗っている。大柄、屈強、元
気な男で、肌は褐色に焼け、気迫に満ちた表情で、
見物人に向かってここかしこでなにやら悪態をつい
ている。彼はこの日、このまま刑場に連れて行かれ
るものと思っていた。でも処刑は翌日、日本人の牢獄

（戸部牢屋敷）と警官隊の営舎がある、横浜の北
の丘陵地帯の高台で行われることになっていた。
翌日、私はワーグマンと幾人かのヨーロッパ人と連
れ立って刑場に向かう。これには、我々が鎌倉でそ
うとは知らずに冒した潜在的な危険性が伴わない
とは限らない。でも、ワーグマンは自分の新聞のた
めの仕事をし、私自身は、あの死刑囚が本当に極
悪人なのか、それとも爪の先まで愛国者なのか、そ
して、イギリス人の気が済むよう牢
獄の奥の方から引きずり出してきた、
下っ端の小悪党ではないことを、どう
してもこの目で確かめたい。我々は
町外れの木戸を出て、丘陵を登る。
我々の前にはイギリスの野戦砲一
門とその弾薬箱が使用人に助けら
れて丘陵をやっとのことで登ってい
る。暗殺された二将校の連隊はその
前を行く。
処刑は眼下に街と港を臨む高台で
行われる。イギリス幹部と大勢の役
人はもうそこに揃っている。ヨーロッ
パ人数名の姿も見られる。斜面には
赤服の連隊が三列に並び、正方形
の残りの辺を形作っている。角のひ
とつに大砲一門が据えられる。
囚人が後ろ手に縛られて登場する。
清潔な服を来て、髭は剃ったばかり
で、穏やかな表情である。芝生にお
よそ50センチメートル四方、深さも
同様の穴が掘られており、囚人はそ
の前に立たされる。穴の縁には水を
たたえた木桶があり、その中に柄杓
が入っている。助手が囚人に茶と菓
子を勧め、これを食べさせる。すると
囚人は穴の前にひざまずき、ゆっくり
と一本調子で歌を口ずさみ始める。
次に彼は自分を取り囲んでいる人た
ちに話しかけ、いくらか尊敬の念を引
き起こしたようである。後で彼が何と
言っていたか通訳してもらった。慣例
に習い、目隠ししようとしたため、彼
はこれを断り、『終いまで日本の美し
い大地をこの目でしかと見させてほし

い』と言い、兵士が刀を研ぐと『やれ、外国人どもに
日本人の首の斬り方を見せてやれ』とけしかけた。
死刑執行人は死刑囚の首と刀の刃の両面に柄杓
で一筋の水を垂らす。刀が振りかざされる。首は穴
の中に消え、その上に胴体がどっと崩れ落ちる。そ
の瞬間大砲が打ち鳴らされ、刑の執行が告げられ
る。首は藁にくるまれ、警官たちが運んでいく。
帰り道、町外れの木戸口のところまで来ると、道沿
いに日本の警察の詰め所があり、そのそばに死刑
に処された罪人の首が木の台の上に晒されている
のを見つけた。首は二つの粘土の盛り土で支えら
れている。首の前に立ててあるのは、前日の市中引
き廻しの際、囚人の前に掲げてあった高札である。
このおぞましい曝首は三日間続いた。（続く）

ment les autres côtés du carré ; à l’un des 
angles la pièce de canon. »
« Le condamné paraît, les bras entravés 
dans le dos ; il est proprement vêtu, rasé de 
frais, le visage calme. On le mène debout à 
côté d’un trou carré d’environ 50 centi-
mètres de côté et de même profondeur 
creusé dans le gazon. Sur le bord, un seau 
en bois plein d’eau dans lequel trempe une 
sébile à manche. Un aide lui présente une 
tasse de thé et un gâteau qu’on lui fait ava-
ler : puis il s’agenouille devant le trou et se 
met à chanter une lente mélopée. Il parle 

ensuite à ceux qui l’entourent et qui sem-
blent lui témoigner quelque considéra-
tion. On nous traduira plus tard ses pa-
roles. Comme on allait lui bander les yeux, 
suivant l’usage, il refuse : « Laissez-moi, dit-
il, contempler jusqu’au bout la belle terre 
du Japon » : puis, au soldat qui apprête son 
sabre : « Va et montre aux étrangers com-
ment un Japonais sait couper un tête ».
« L’exécuteur, avec la sébile, arrose d’un fi-
let d’eau le cou du patient et les deux côtés 
de la lame ; le sabre est levé. La tête dispa-
raît dans le trou sur lequel le corps s’af-

faisse. À cet instant la pièce de canon an-
nonce de sa décharge que justice est faite. 
La tête, enveloppée de paille, est emportée 
par des policiers. »
« En rentrant en ville nous trouvons, à l’en-
trée des faubourgs, le long de la voie, un 
poste de police indigène près duquel la tête 
du supplicié repose sur un plateau de bois, 
soutenue par deux mottes de terre glaise ; 
devant elle est plantée la planche avec ins-
cription promenée la veille en avant du 
condamné. Cette macabre exposition doit 
durer trois jours. » (À SUIVRE)

En haut, exécution en public d’un des assassins des deux officiers 
britanniques. Gravure réalisée d’après les documents communiqués 
par A. Roussin et publiée en première page du Monde Illustré du 11 
mars 1865. En bas, la tête du supplicé exposée à la porte de la ville. 
Dessin d’A. Roussin daté du 28 décembre 1864.  
上：イギリス人将校二名の暗殺犯の公開処刑。A. ルサン提供資料に基く版画、
「ル・モンド・イリュストレ1865年3月11日号巻頭ページ掲載。下：横浜の町の入口
に晒された死刑囚清水の首。1864年12月28日制作A. ルサンのスケッチ。
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