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日米修好通商条約
　 安政5年6月19日（1858年7月29

日）に、江戸幕府がアメリカ合衆国

と結び、貿易の自由を認めた最初

の条約。

　条約の主要な点は、アメリカ公

使の江戸駐在、すでに開港済みの

下田・箱館（現在の函館）に加え、

神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港、

外国人居留地の設定および同地に

おける自由貿易、江戸・大坂（現

在の大阪）の開市などを定めた。

　

直
弼
が
藩
主
に
な
っ
て
、
３
年
後
、

４
艘そ

う

の
黒
い
船
が
浦
賀
（
神
奈
川
県
）
の

沖
合
い
に
姿
を
現
し
ま
し
た
。
ペ
リ
ー

が
率
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
艦
で

し
た
。
ペ
リ
ー
が
来
た
の
は
、
ア
メ
リ

カ
の
船
が
太
平
洋
を
渡
っ
て
、
中
国
に

向
か
う
と
き
に
泊
ま
る
港
を
開
く
こ
と

や
、
日
本
と
貿
易
を
す
る
た
め
で
し
た
。

　

ペ
リ
ー
は
、
一
度
、
帰
国
し
ま
す
が
、

翌
年
、
再
度
来
航
し
、
幕
府
と
話
し
合
っ

て
、
下
田
（
静
岡
県
）
と
箱
館
（
現
在
の
北

海
道　

函
館
）
の
港
で
、
ア
メ
リ
カ
の
船

が
航
海
に
必
要
な
水
や
食
べ
物
な
ど
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
日に

ち

米べ
い

和わ

親し
ん

条
じ
ょ
う

約や
く

を
締
結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
時
代
の
日
本
の
人
々
は
、
こ
れ

ま
で
に
見
た
こ
と
が
な
い
、
ア
メ
リ
カ

艦
隊
の
蒸
気
船
の
大
き
な
姿
に
、
強
い

力
や
進
ん
だ
技
術
を
感
じ
、
シ
ョ
ッ
ク

大
老
就
任
、
そ
し
て
日
米
修
好
通
商
条
約
締
結

を
受
け
ま
し
た
。

　

当
時
、
日
本
は
、
強
い
外
国
と
交
流

し
て
進
ん
だ
技
術
を
取
り
入
れ
よ
う
と

い
う
開
国
派
と
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、

外
国
船
が
来
た
ら
追
い
返
そ
う
と
い
う

攘じ
ょ
う

夷い

派
と
が
二
分
す
る
時
代
に
あ
り
ま

し
た
。

　

ペ
リ
ー
が
来
航
し
た
と
き
、
直
弼
は
、

い
っ
た
ん
開
国
し
て
西
洋
の
技
術
を
吸

収
し
、
国
力
を
増
強
し
た
う
え
で
、
外

国
と
対
抗
し
、
再
度
、
鎖
国
に
立
ち
戻

る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
考
え
方
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
総
領
事
ハ
リ
ス

が
、
本
格
的
な
貿
易
が
可
能
と
な
る
通

商
条
約
の
締
結
を
望
ん
で
き
ま
し
た
。

　

井
伊
直
弼
は
、
彦
根
藩
主
と
な
っ
た

８
年
後
、
日
米
修
好
通
商
条
約
が
締
結

さ
れ
る
２
か
月
前
の
安
政
５
年
４
月
23

日
（
１
８
５
８
年
６
月
４
日
）
に
、
大
老
に

就
任
し
ま
し
た
。

　

直
弼
は
、
将
軍
の
後
継
者
問
題
な
ど

も
か
ら
む
政
治
対
立
の
な
か
、
ア
メ
リ

カ
と
の
貿
易
を
認
め
る
日
米
修
好
通
商

条
約
の
締
結
を
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
条
約
の
調
印
を
天
皇
の
許

し
を
得
ず
に
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
開
国

に
反
対
す
る
水
戸
藩
は
、
京
都
の
公
家

に
頼
み
、
幕
府
の
政
治
を
批
判
す
る
勅

ち
ょ
く

定じ
ょ
う（

天
皇
の
命
令
書
）
を
幕
府
と
水
戸
藩

に
出
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
当
時
、
大
名

は
将
軍
の
家
来
で
あ
り
、
天
皇
や
公
家
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と
直
接
、
政
治
交
渉
を
し
て
は
い
け
な

い
決
ま
り
で
し
た
。
そ
こ
で
、
直
弼
は
、

幕
府
に
反
対
す
る
人
た
ち
を
処
罰
し
ま

す
。
こ
れ
が
安
政
の
大
獄
で
す
。
そ
の
後
、

安
政
の
大
獄
に
対
す
る
反
発
か
ら
、
直

弼
は
、
江
戸
城
桜
田
門
外
で
水
戸
藩
浪

士
ら
に
よ
っ
て
、
暗
殺
さ
れ
ま
し
た
。

　

条
約
調
印
が
、
政
治
の
抗
争
を
引
き

起
こ
す
結
果
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の

条
約
の
締
結
が
、
日
本
の
近
代
化
の
き
っ

か
け
に
な
り
ま
し
た
。

手
紙
か
ら
読
み
取
る
直
弼
の
性
格

彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

渡
辺
恒
一

　

直
弼
が
書
い
た
手
紙
を
読
む
と
、
言
い
ま
わ
し
や
理
屈
の
立
て
方
か
ら
、
彼

の
性
格
や
思
考
の
特
徴
が
う
か
が
え
ま
す
。
強
く
感
じ
る
の
は
、
思
い
悩
み
、

考
え
込
む
人
だ
と
い
う
こ
と
。
悩
み
を
相
談
し
た
手
紙
で
は
、
自
分
が
何
を
ど

ん
な
風
に
悩
み
、
ど
う
対
処
し
よ
う
か
と
い
っ
た
こ
と
を
書
き
連
ね
て
い
ま
す
。

心
の
揺
れ
が
、
そ
の
ま
ま
文
面
に
あ
ら
わ
れ
る
手
紙
は
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　

直
弼
は
こ
れ
ま
で
、「
決
断
」、「
果
断
」

の
人
と
賞

し
ょ
う

賛さ
ん

さ
れ
た
り
、あ
る
い
は
「
独
断
」

と
非
難
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

ら
と
は
印
象
が
異
な
り
ま
す
。
特
に
政
治

の
世
界
で
は
、
心
の
揺
れ
な
ど
見
取
ら
れ

て
は
命
取
り
で
す
。
直
弼
の
決
断
の
内
に

は
、
悩
み
や
心
の
揺
れ
な
ど
が
、
た
く
さ

ん
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

彼
は
、
完
全
無
欠
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
い

で
す
が
、
わ
た
し
は
、
思
い
悩
む
そ
の
姿
に
、

む
し
ろ
人
間
的
な
魅
力
を
感
じ
ま
す
。
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直
弼
と
茶
の
湯

　

政
治
の
舞
台
で
活
躍
し
た
印
象
が
強
い
直
弼
で
す
が
、
３
ペ
ー
ジ
で
少
し
ふ

れ
た
よ
う
に
、
禅
や
茶
の
湯
に
熱
心
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
幼
少
よ
り
学
び
始

め
、
埋
木
舎
で
過
ご
し
た
時
期
に
、
禅
や
居
合
な
ど
の
諸
芸
と
と
も
に
、
茶
の

湯
に
つ
い
て
、
研
究
を
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
当
時
、
武
家
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
華
や
か
な
遊
興
を
伴
う
茶
の

湯
か
ら
離
れ
て
、
精
神
性
を
深
め
る
、
わ
び
の
茶
の
湯
に
立
ち
帰
る
こ
と
を
目

指
し
、
一
派
を
た
て
る
こ
と
を
宣
言
し
ま
す
。

　

藩
主
に
就
任
し
た
後
も
、
多
忙
の
な
か
で
も
、
茶
の
湯
の
研
鑽
は
変
わ
ら
ず

続
け
、
自
身
の
茶
の
湯
の
集
大
成
と
な
る
著
作
「
茶

ち
ゃ
の

湯ゆ

一い
ち

会え

集し
ゅ
う

」
も
残
し
て
い

ま
す
。
こ
の
著
作
の
な
か
で
、
一
度
の
茶
会
で
の
出
会
い
は
、
一
生
に
一
度
だ

け
の
も
の
だ
か
ら
、
心
を
尽
く
し
て
出
会
い
の
時
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
意

味
の
「
一い

ち

期ご

一い
ち

会え

」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

開
国
が
も
た
ら
し
た
も
の
〜
開
国
後
の
よ
う
す
〜

井伊直弼と開国150年祭が始まります
　

　６月から平成 22 年３月にわたって、「井伊直弼

と開国 150 年祭」が４日の開幕記念式典から始ま

ります。具体的な事業は、広報ひこね５月１日号

14、15 ページをご覧ください。

彦根城博物館でも直弼を特集します

テーマ展　　　　　　　巻の１　
「井伊直弼　大老への道のり」
　直弼を特集するテーマ展シリーズ「直弼発見！」

巻の１〜 12 を順次開催します。６月 24 日㈫まで

巻の１「井伊直弼　大老への道のり」を開催して

います。

常設展　
　「井伊直弼と開国 150 年祭」期間中、さまざま

な直弼ゆかりの作品を展示し、その人となりを紹

介します。

　

日
米
修
好
通
商
条
約
が
調
印
さ
れ
た

翌
年
に
横
浜
と
長
崎
が
開
港
さ
れ
ま
し

た
。
横
浜
は
、
当
時
、
一
漁
村
で
し
た

が
、
ペ
リ
ー
の
二
度
目
の
来
航
時
の
応

接
所
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
港
に
適
し
た
地
形
的
条
件
も
あ
っ

て
、
井
伊
政
権
の
下
で
、
開
港
場
が
横

浜
に
置
か
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
都
市
計
画
に
し
た
が
っ
て
外

国
人
居
留
区
や
、
貿
易
施
設
が
建
て
ら

れ
、
の
ち
に
国
際
貿
易
都
市
と
し
て
発

展
す
る
横
浜
の
基
礎
が
築
か
れ
ま
し
た
。

　

開
国
後
の
日
本
は
、
西
洋
の
技
術
が

流
入
し
、
新
し
い
制

度
や
思
想
と
と
も

に
、
西
洋
風
の
生

活
様
式
も
取
り
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。
横

浜
で
は
、
れ
ん
が
づ

く
り
の
洋
館
が
建
設

さ
れ
、
馬
車
や
人
力

車
が
走
り
、
洋
服
を

着
る
人
も
出
て
き
ま

し
た
。
明
治
５
年

（
１
８
７
２
）
に
は
、

東
京
〜
横
浜
間
に
鉄

道
も
開
通
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
直
弼
は
、

か
ね
て
か
ら
、
西
洋

の
技
術
を
吸
収
し
、

富
国
強
兵
を
は
か
る

こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
計
画

は
、
直
弼
の
死
後
、
勝か

つ

海か
い

舟し
ゅ
う

を
艦
長
と

す
る
咸か

ん

臨り
ん

丸ま
る

の
渡
米
に
よ
っ
て
、
実
現

し
ま
し
た
。
こ
の
遣
米
使
節
か
ら
、
福

沢
諭
吉
な
ど
、
日
本
の
近
代
化
を
推
進

し
た
人
材
が
出
ま
し
た
。

　

井
伊
直
弼
は
、
江
戸
時
代
の
末
期
に

さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

今
月
か
ら
始
ま
る
「
井
伊
直
弼
と
開

国
１
５
０
年
祭
」
を
通
し
て
、
井
伊
直

弼
が
残
し
た
足
跡
を
い
っ
し
ょ
に
、
た

ど
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

▲横浜海上蒸気車鉄道之図（彦根市立図書館蔵）

◀再改　横浜風景（彦根市立図書館蔵）
　日米修好通商条約に基づいて開港された

　横浜の町の様子が描かれている。


