
 ペリーが黒船を率いて浦賀にやってきたのは

1853年のこと。ペリーは当時鎖国をしていた日

本に開国を迫りました。日本は欧米の最新の文化

を目のあたりにし、時代の潮流には抗しきれず、

ついに長い間の鎖国政策を転換し、1854年 3月、

「日米和親条約(神奈川条約)」を結び、下田、函

館の 2港を開港しました。同様に露・英とも和親

条約を調印し、鎖国の扉は更に、大きく開かれた

のでした。その後、日米和親条約に基づいて来日

したアメリカ総領事ハリスにより日米修好通商

条約が締結されました。その内容は自由貿易、神

奈川(横浜)・長崎・新潟・兵庫の開港と、江戸・

大坂の開市、領事裁判権、片務的関税協定、居留

地を設ける事など不平等条約でありました(ほぼ

同じ内容を、蘭・露・英・仏とも締結)が、これ

により 1859年 6月 2日(陰暦)、長崎港とともに

横浜港が開港され、今年、開港 150年を迎えます。 

 日米修好通商条約の交渉時、ハリスが望んだ開

港地の中には、神奈川や横浜の名はありませんで

したが、幕府は神奈川の開港を提案。それは日米

和親条約ゆかりの地であり、さらに「江戸に一番

近い港で、江戸が外国貿易にむけて開かれる時に

は必ず重要な場所になるにちがいない」という判

断で、ハリスはこの提案を受け入れたと考えられ

ます。但し、ハリスが考えていた神奈川は、現在

の神奈川区東神奈川あたりの神奈川宿であり、一

方、幕府は横浜を考えていました。幕府としては、

外国人と日本人を遠ざけるために交通のひんぱ

んな、東海道の宿場を開港場にすることはさけ、

横浜の開港を強く主張し、一方的に横浜に開港場

をつくってしまいました。当時の横浜は、港の施

設がほとんどない小さな漁村だったので、開港す

ると、現在の大さん橋の付け根の付近に２か所の

波止場がつくられました。 

 そしてこの開港によって、それまで小さな村だ

った横浜は、海外の窓口として国内外から技術・

文化・人が集まるように 

なり、港を中心として発 

展を続け、現在の大都市 

横浜が築かれたのでした。 

 

 

 

衣
替
え
の
習
慣
は
、
宮
中
の
行
事
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。
し
か 

し
、
当
時
は
、
今
と
違
っ
て
旧
暦
の
４
月
１
日
と
１０
月
１
日
に
行
わ
れ
て 

い
ま
し
た
。
も
っ
と
複
雑
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
武
家
社
会
か
ら
で
、
４
月

１
日
か
ら
５
月
４
日
と
、
９
月
１
日
か
ら
８
日
ま
で
は
袷
「
あ
わ
せ
」(

裏
地
付
き

の
着
物)

を
、
５
月
５
日
か
ら
８
月
末
日
ま
で
は
帷
子
「
か
た
び
ら
」(

裏
地
な
し
の

単
仕
立
て
の
着
物)

を
、
９
月
９
日
か
ら
３
月
末
日
ま
で
は
綿
入
れ(

表
布
と
裏
布
の

間
に
綿
を
入
れ
た
着
物)

の
着
用
が
定
め
ら
れ
、
年
４
回
も
衣
替
え
を
し
て
い
ま
し

た
。
衣
替
え
が
６
月
１
日
と
１０
月
１
日
に
な
っ
た
の
は
明
治
以
降
で
、
学
校
や
官
公

庁
、
銀
行
な
ど
制
服
を
着
用
す
る
所
で
は
、
現
在
も
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
日
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
南
西
諸
島
で
は
温
暖
な
気
候
の
関
係
で
衣
替
え
は
毎
年
５
月

１
日
と
１１
月
１
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す(

中
学
校
・
高
校
の
場
合
、
新
入
生
は
４
月

か
ら
夏
服
を
着
用
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る)

。
衣
替
え
は
和
服
の
世
界
で
は
昔
の
し

き
た
り
が
今
も
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
正
式
に
は
、
６
月
か
ら
９
月
ま
で
は
単
を
、

１０
月
か
ら
５
月
ま
で
は
袷
を
着
用
す
る
の
が
決
ま
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

【
衣
替
え
の
コ
ツ
】
衣
類
を
虫
や
カ
ビ
か
ら
守
る
に
は
、
衣
替
え
の
と
き
の
処
理
が

重
要
で
す
。
衣
類
を
食
べ
る
虫
は
雑
食
の
た
め
、
繊
維
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
つ
い

た
食
べ
物
の
カ
ス
や
し
み
を
栄
養
と
し
て
食
い
荒
ら
し
て
し
ま
い
ま
す
。
一
度
で
も

着
た
も
の
は
必
ず
洗
っ
て
か
ら
収
納
し
ま
し
ょ
う
。
カ
ビ
の
原
因
に
も
な
る
の
が

「
湿
気
」。
虫
干
し
を
し
て
、
湿
気
を
よ
く
取
り
除
き
ま
す
。
収
納
場
所
か
ら
服
を

だ
す
の
は
い
つ
で
も
Ｏ
Ｋ
。
し
か
し
収
納
す
る
の
は
、
晴
天
が
続
く
と
室
内
の
湿
度

も
低
く
な
っ
て
い
る
た
め
２
〜
３
日
晴
天
が
続
い
た
日
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
収

納
す
る
際
は
防
虫
剤
を
い
れ
ま
す
。
家
庭
で
使
用
す
る
防
虫
剤
は
パ
ラ
ジ
ク
ロ
ー
ル

ベ
ン
ゼ
ン
、
ナ
フ
タ
リ
ン
、
樟
脳
お
よ
び
ピ
レ
ス
ロ
イ
ド
系
の
四
種
類
あ
り
、
こ
れ

ら
防
虫
剤
が
気
化
し
た
ガ
ス
は
空
気
よ
り
も
重
い
の
で
、
衣
類
の
上
の
方
に
置
く
こ

と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
ま
た
、
違
う
種
類
の
防
虫
剤
を
一
緒
に
使
う
と
し
み
を
つ
く

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
種
類
の
違
う
防
虫
剤
を
混
ぜ
て
使
用
す
る
の
は
避
け
ま

し
ょ
う
。
昔
の
人
は
収
納
の
際
、
新
聞
紙
を
敷
い
て
い
ま
し
た
。
印
刷
用
イ
ン
ク
に

は
虫
が
嫌
う
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
イ
ン
ク
が
衣
類
に

移
ら
な
い
よ
う
に
衣
類
と
の
間
に
白
い
紙
を
敷
い
て
、
た
ん
す
の
引
き
出
し
や
衣
類

ケ
ー
ス
の
下
に
新
聞
紙
を
使
用
し
た
の
で
す
。
湿
気
取
り
の
効
果
も
あ
る
の
で
試
し

て
み
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。 

  

 

 

 

 

 

 

 

【６月】日本では、旧暦の 6月を水無月と呼んでおり、その由来は文字通り、梅雨
が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されることが多いが、田植が終わって
田んぼに水を張る必要のある月[水張月][水月]であるとする説も有力。英語名であ
る June はローマ神話のジュピターの妻ジュノーから取られました。ジュノーが結
婚生活の守護神であることから、6月に結婚式を挙げる花嫁を「ジューン・ブラ 
イド」と呼び、この月に結婚をすると幸せになれるといわれます。 
 
 

 １日 衣替え    １０日 時の記念日     ２１日 父の日／夏至 

 ５日 芒種     １１日 入梅     

 

            

 

 

「横浜開港 150 年」 

春
の
終
わ
り
か
ら
夏
に
か
け
て
、
日
本
付
近
に
梅
雨
前
線
が
停
滞
し
、
曇
り
や
雨
の
日
が
多
く
現
れ
る
現
象
を
梅
雨
と
い
い
ま

す
。
７
月
の
中
旬
を
過
ぎ
た
頃
、
太
平
洋
高
気
圧
の
勢
力
が
強
ま
り
、
梅
雨
前
線
を
北
に
押
し
あ
げ
ま
す
。
こ
れ
が
「
梅
雨
明

け
」
で
す
。
梅
雨
の
語
源
は
、
こ
の
時
期
は
梅
の
実
が
熟
す
頃
で
あ
る
こ
と
か
ら
と
い
う
説
や
、
こ
の
時
期
は
湿
度
が
高
く
黴(

カ

ビ)

が
生
え
や
す
い
こ
と
か
ら
「
黴
雨(

ば
い
う)

」
と
呼
ば
れ
、
同
音
の
「
梅
雨
」
に
転
じ
た
と
い
う
説
な
ど
諸
説
あ
り
ま
す
。 

 

 

嘉
祥
の
儀
の
起
源
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
、
仁
明
天 

皇
の
８４８
年
、
６
月
１６
日
に
１６
の
数
に
ち
な
ん
だ
神
供
を
供
え
て
疫
病
が
人
体
に
入
ら

な
い
よ
う
祈
誓
し
、
元
号
を
嘉
祥
に
改
め
た
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
更
に
民

間
に
伝
わ
っ
て
い
く
の
は
、
室
町
か
ら
江
戸
時
代
で
、
武
家
で
は
嘉
祥
通
宝
の
「
嘉

通
」
が
「
勝
」
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
で
、
嘉
祥
通
宝
十
六
枚
で
お
菓
子
を
購
入
す

る
な
ど
し
て
縁
起
を
担
ぎ
ま
し
た
。
陰
暦
の
こ
の
日
は
、
体
調
を
崩
し
や
す
い
時
期

で
も
あ
り
、
災
厄
を
の
が
れ
無
事
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
の
願
い
も
込
め
ら
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
歴
史
上
、
嘉
祥
の
儀
に
は
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま

し
た
。
例
え
ば
徳
川
家
康
は
駿
河
城
で
盛
大
な
儀
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。
嘉
祥
は
江

戸
時
代
に
最
も
盛
ん
に
な
り
、
幕
府
で
は
江
戸
城
の
大
広
間
に
約
２
万
個
の
菓
子
を

並
べ
、
将
軍
か
ら
大
名
・
旗
本
に
与
え
ま
し
た
。
宮
中
で
は
天
皇
か
ら
臣
下
へ
１
升

６
合
の
米
を
賜
い
、
そ
の
米
を
菓
子
と
換
え
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
「
七
嘉
祥
」

と
い
っ
て
七
種
類
の
お
菓
子
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
も
嘉
祥
菓
子
は
七
種
類
が
多

い
よ
う
で
す
。
な
ぜ
七
種
か
と
い
う
と
、
十
六
の
十
を
一
で
表
し
一
と
六
を
た
し
て

七
と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
幕
府
と
宮
中
で
は
お
菓
子
の
内
容
が
異
な
り
、

十
六
種
の
お
菓
子
を
使
用
す
る
な
ど
、
数
や
種
類
は
統
一
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
明
治
以
降
、
嘉
祥
の
儀
が
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
日
に
嘉
祥

菓
子
を
食
べ
る
と
災
い
を
祓
い
、
幸
福
を
招
く
と
い
わ
れ
、

１９７９
年
に
全
国
和
菓
子
協

会
は
６
月
１６
日
を
和
菓
子
の
日
と
し
て
設
定
。
こ
の
日
、
赤
坂
日
枝
神
社
で
献
菓
式

が
行
わ
れ
、
神
前
で
菓
子
を
２
種
つ
く
り
供
え
ら
れ
、
巫
女
の
舞
も
奉
納
さ
れ
ま
す
。

こ
の
献
菓
式
は
日
枝
神
社
の
例
祭
行
事
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

【
和
菓
子
の
歴
史
】
「
菓
子
」
と
は
元
来
「
果
子
」
と
書
き
「
果
」
は
木
の
実
を
意

味
し
ま
す
。
日
本
史
に
お
け
る
菓
子
の
初
見
は
奈
良
時
代
。
米
や
麦
の
粉
に
甘
葛
（
蔓

系
の
植
物
で
茎
を
煮
込
む
と
甘
い
汁
が
取
れ
る
）
や
水
飴
・
蜂
蜜
な
ど
を
混
ぜ
た
団

子
が
中
国
か
ら
伝
来
し
ま
し
た
が
「
唐
菓
子
」
と
か
「
か
ら
く
だ
も
の
」
と
呼
ば
れ

果
物
を
模
し
た
饅
頭
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
現
在
の
よ
う
な
「
和
菓
子
」
が
登
場

す
る
の
は
室
町
時
代
か
ら
で
、
茶
道
が
発
達
し
、
茶
請
け
と
し
て
考
案
さ
れ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
菓
子
」
と
「
く
だ
も
の
」
を
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
今
の
よ
う
な
和
菓
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

和
菓
子
は
、
日
本
人
に
「
和
」
の
意
識
が
芽
生
え
、
雅
で
あ
り
な
が
ら
シ
ン
プ
ル
で

高
級
感
溢
れ
る
日
本
独
自
の
菓
子
と
し
て
菓
子
職
人
が
作
り
あ
げ
た
も
の
な
の
で
す
。 

【
家
づ
く
り
で
も
環
境
対
策
の
優
等
生
】 

 

モ
ノ
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
判
断
す
る
時
、
単 

に
使
用
す
る
時
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
だ
け
を
見
て
判

断
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
単
に
、
使
用
時
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

使
用
し
な
い
事
だ
け
で
は
な
く
「
作
る
時
に
二
酸
化
炭
素

を
排
出
し
す
ぎ
て
い
な
い
か
」「
運
ぶ
時
に
は
ど
う
か
」

「
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
」「
廃
棄
は
」
と
い
っ
た
生
産
か
ら

廃
棄
ま
で
の
全
て
の
段
階
に
お
い
て
の
総
合
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
量
で
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

で
は
、
木
造
軸
組
住
宅
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
家
づ
く

り
に
必
要
な
材
料
の
生
産
や
運
搬
に
か
か
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
量
を
、
木
造
軸
組
住
宅
と
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造(

Ｒ

Ｃ
造)

と
、
量
産
の
鉄
骨
造(

Ｓ
造)

で
比
較
す
る
と
、
木

造
軸
組
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
や
鉄
骨
造
の
１
／
２
〜
２
／
３
と
、
尐
な
さ
が
歴
然
と

し
て
い
ま
す
。
こ
の
違
い
は
や
は
り
住
宅
の
要
と
な
る
柱

や
梁
な
ど
の
構
造
材
の
違
い
か
ら
き
て
い
ま
す
。
木
造
軸

組
住
宅
の
構
造
材
は
も
ち
ろ
ん
木
質
系
の
材
料
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造(

Ｒ
Ｃ
造)

の
構
造
材
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

系
の
材
料
と
鉄
鋼
系
の
材
料
、
量
産
の
鉄
骨
造(
Ｓ
造)

の

構
造
材
は
鉄
鋼
系
の
材
料
で
す
。
木
質
系
の
材
料
は
鉄
や

コ
ン
ク
リ
ー
ト
材
料
に
比
べ
て
、
製
造
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

か
か
ら
な
く
、
尚
か
つ
、
材
料
が
軽
く
、
輸
送
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
木
造
軸
組
住
宅
は
、
環
境
対
策
の

優
等
生
と
言
え
る
の
で
す
。 

【
木
は
水
を
お
い
し
く
す
る
】 

 

た
く
さ
ん
人
が
集
ま
る
建
物
で
は
、
た
く
さ
ん
の
水
が

必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、
受
水
槽
を
設
置
し
て
、
水
を
供

給
し
て
い
ま
す
。
こ
の
水
槽
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
、

鋼
板
製
、
合
成
樹
脂
製
も
あ
り
ま
す
が
、
木
製
の
も
の
も

活
躍
し
て
い
ま
す
。
木
製
の
も
の
は
、
昔
に
設
置
し
た
も

の
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
代
で
も
新
設
さ
れ
て

い
ま
す
。

２００４

年
開
業
の
羽
田
空
港
第
２
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

な
ど
で
は
、
国
内
最
大
級
の
木
製
受
水
槽
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
木
製
の
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
木
は
鋼
板
と
違

い
錆
び
ず
、
酸
や
ア
ル
カ
リ
に
も
強
い
性
質
が
あ
り
ま

す
。
木
は
熱
伝
導
率
が
小
さ
く
、
断
熱
性
が
高
い
た
め
、

貯
蔵
し
て
い
る
水
の
冷
た
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
木
材
の
樹
種
に
よ
っ
て
は
抗
菌
作
用
が
あ
る
た

め
衛
生
的
で
す
。
さ
ら
に
、
槽
の
一
部
補
修
も
容
易
な
の

で
す
。
し
か
し
最
大
の
効
果
は
、
「
水
が
お
い
し
く
感
じ

る
」
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
い
し
い
水
の
決
め

手
は
、
水
の
温
度
で
す
。
な
ぜ
か
、
水
の
温
度
が
生
ぬ
る

い
と
お
い
し
く
感
じ
ま
せ
ん
。
水
が
お
い
し
く
感
じ
る
の

は
、
体
温
マ
イ
ナ
ス
２５

度
と
い
わ
れ
、
お
よ
そ
１０

〜
１５

度
の

範
囲
が
お
い
し
い
水
の
温
度
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

木
製
だ
か
ら
こ
そ
、
水
道
管
か
ら
配
ら
れ
た
水
を
そ
の

ま
ま
の
水
温
で
保
ち
、
衛
生
状
態
も
よ
く
、
安
心
し
て
飲

む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

キタ━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━ッ!!モト 

修繕 リフォームから新築工事の建物の事 

優良土地活用から物件探索の土地の事 

北 本 建 設 株 式 会 社 

埼玉県北本市古市場３－１３１      TEL：048-591-1234   

URL：http://kitamoto.net/kitaken/ FAX：048-591-0019   


