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焼
津
と
徳
川

徳
川
家
康

      
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る

特
集徳

川
家
康
ゆ
か
り
の
地
と
言
え
ば
、
静
岡
市
や
浜
松
市
、
愛
知
県

岡
崎
市
、
東
京
都
と
い
っ
た
地
名
が
出
て
き
ま
す
が
、
実
は
焼

津
市
に
も
家
康
と
関
係
す
る
場
所
や
逸
話
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

家
康
と
焼
津
と
の
つ
な
が
り
を
語
る
う
え
で
外
せ
な
い
の
が
、

「
八
は
っ
ち
ょ
う
ろ

丁
櫓
」
の
話
で
す
。
八
丁
櫓
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て

焼
津
で
活
躍
し
た
木
造
の
漁
船
で
す
。
江
戸
時
代
、
漁
船
は
、
軍
船
と

し
て
使
用
で
き
な
い
よ
う
に 

、
八
丁 

（
櫓
の
数
が
八
つ
）
以
上
の
櫓

を
使
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
焼
津
の
漁
船
は
、

家
康
の
警
護
を
す
る
た
め
、
特
別
に
八
丁
櫓
を
使
用
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

ほ
か
に
海
と
の
関
わ
り
の
あ
る
話
と
し
て
は
、
「
御ご

ざ

あ

な

座
穴
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
場
所
は
、
大
お
お
く
ず
れ
か
い
が
ん

崩
海
岸
に
あ
り
、
家
康
が
武
田
の
軍
勢
に

追
わ
れ
た
際
に
身
を
潜
め
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
大
河
ド
ラ
マ
で
、
服
部

大
おおくずれ

崩海岸 (御
ござあな

座穴 )

八丁櫓(復元船)

半
蔵
が
大
お
お

崩くず
れを

拠
点
に
す
る
場
面
が
あ
り

ま
し
た
が
、
大
崩
に
い
た
と
い
う
史
実
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
当
に
拠
点

に
し
て
い
て
、
地
形
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
家
康
も
隠
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考

え
る
と
ロ
マ
ン
を
感
じ
ま
す
ね
。



▼　徳川家康公床机据え跡　(宗高 )

( 焼津市指定文化財 )

家康が鷹狩りの際に床几を据え、小休憩を

とった。旧池谷代官屋敷跡。後に家康を祀っ

た社を建てる。

▲　罪切地蔵尊　(栄町 )

武田軍に追われていた家康を助けた僧が

褒美として与えられた名剣を祀った場所

と伝わる。

当目砦跡(浜当目 )

持舟城 ( 用宗城 ) の出城として役目があったと考

えられ、徳川軍と武田軍の激しい戦いの舞台と

なった。徳川家の家臣、石川数正の逸話が残る。

鷹
狩
り
好
き
と
し
て
知
ら
れ
る
家
康
。
大
御
所
と
な
っ
た
後
、
駿
府

城
を
居
城
と
し
、
鷹
狩
り
の
た
め
に
し
ば
し
ば
焼
津
市
の
あ
る
志
太

地
域
を
訪
れ
て
い
た
と
伝
わ
り
ま

す
。
市
内
に
は
、
家
康
が
鷹
狩
り
の

際
に
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
や

ゆ
か
り
の
寺
社
が
あ
り
ま
す
。

　

家
康
が
鷹
狩
り
の
際
必
ず
訪
れ

た
と
さ
れ
る
の
が
和
田
の
良ら

ち知

惣そ

う

え

も

ん

右
衛
門
宅
で
す
。
良
知
惣
右
衛
門

▲　海蔵寺(東小川 )

時宗寺院。家康が鷹狩りの際に立ち寄った。

家康や家康の十男頼宣から厚い信仰を受け

る。徳川家ゆかりの品が多く残る。

▲　お手植えの松　

(惣右衛門 )

家康が植えたとされる松。

は
、
元
々
は
武
士
で
、
和
田
の
地
を
開
拓
し
た
豪
農
で
す
。
家

康
は
、
惣
右
衛
門
の
正
直
で
明
る
く
欲
の
な
い
人
柄
を
愛
し
、

「
み
だ
ら
け
（
御み

）
百だ

ら

け

性
家
」
と
命
名
し
た
そ
う
で
す
。
惣
右

衛
門
も
ま
た
、
度
々
、
家
康
を
訪
ね
て
駿
府
城
に
出
向
い
た
そ

う
で
す
。
家
康
と
惣
右
衛
門
の
こ
ん
な
逸
話
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
時
、
家
康
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
惣
右
衛
門
は
、
手
土
産

に
ド
ジ
ョ
ウ
を
持
っ
て
、
駿
府
城
を
訪
ね
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

ド
ジ
ョ
ウ
を
「
つ
っ
と
こ
（
藁
の
入
れ
物
）
」
に
い
れ
て
い
た

た
め
、
す
き
間
か
ら
逃
げ
て
し
ま
い
、
一
匹
も
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
家
康
は
、
少
し
も
怒
ら
ず
、
惣
右
衛
門
に
ご
馳
走
を
ふ
る

ま
い
、
小
判
を
与
え
ま
し
た
。
惣
右
衛
門
は
、
も
ら
っ
た
小
判

を
周
り
の
人
に
あ
げ
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
家
康
は
、

「
欲
の
な
い
や
つ
だ
」
と
、
感
心
し
て
、
さ
ら
に
褒
美
を
与
え

た
と
い
い
ま
す
。

　

焼
津
の
人
と
の
触
れ
合
い
を
通
じ
て
家
康
の
人
柄
が
わ
か
る

逸
話
で
す
ね
。

　

そ
の
他
に
も
、
合
戦
の
記
録
や
家
康
に
仕
え
た
家
臣
ゆ
か
り

の
地
、
徳
川
家
ゆ
か
り
の
品
が
焼
津
に
は
残
っ
て
い
ま
す
。　

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
家
康
と
の
逸
話

が
多
い
焼
津
市
。
あ
な
た
の
足
で
巡
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？

　

焼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
９
月
1 ６
日
( 土 )
よ
り
特
別
展

「
焼
津
と
徳
川
Ⅰ
天
下
人
の
横
顔
―
伝
説
と
史
話
か
ら
探
る
家

康
像
―
」
を
開
催

し
ま
す
。

　

ゆ
か
り
の
地
を

巡
り
、
特
別
展
だ

け
で
し
か
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
家

康
ゆ
か
り
の
品
を

ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

会期 ： ９月１６日 (土 ) ～１１月２６日 (日 )　

休館日 ：月曜日 (祝日の場合翌平日 )

入場無料



花沢城跡

「花沢城攻撃の武田氏陣形図」
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【表紙写真】旗掛石　家康が当目合戦の際、この巨石に勝利を祈願したと伝わる。また、鷹狩りの際になどに旗を立てたと伝わる。

　

今
回
の
学
芸
員
の
「
推
し
」
を
担
当
す
る
の

は
、
藁わ
ら

科し
な

学
芸
員
。
某
テ
レ
ビ
番
組
に
も
出
演
。

　

焼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
の
若
手
学
芸
員
で

あ
り
、
広
告
塔
で
す
。
そ
ん
な
藁
科
学
員
の
推

し
は
…

　

「
戦
国
時
代
と
い
え
ば
お
城
！
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
実
は
焼

津
市
に
も
戦
国
時
代
の
お
城
が
５
つ
あ
り
ま

し
た
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
「
花
沢
城
攻
撃
の
武
田

氏
陣
形
図
」
は
現
在
の
焼
津
市
高
崎
に
あ
っ

た
花
沢
城
を
武
田
軍
が
攻
め
た
時
の
陣
形
を

今
川
vs

武
田
！
激
戦
の
様
子
を
描
く
！

「
花
沢
城
攻
撃
の
武
田
氏
陣
形
図
」

描
い
た
も
の
で
す
。

　

城
を
守
る
の
は
今
川
方
の
武
将
大お
お
は
ら原(

小

原
）

肥ひ
ぜ
ん
の
か
み

前
守
資す

け

良よ
し

。
城
内
に
は
門
や
土ど

ぞ
う
や
ぐ
ら

蔵
櫓

が
見
え
ま
す
。

城
を
攻
め
る
武
田
軍
に
は
、
武
田
信
玄
、
息
子

の
勝
頼
を
は
じ
め
、
重
臣
の
馬
場
や
内
藤
、
真

田
の
名
前
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

こ

の

図

の

作

成

年

は

不

明

で

す

が
、

『
甲こ

う
よ
う
ぐ
ん
か
ん

陽
軍
鑑
』
や
江
戸
時
代
の
地
誌
に
攻
城
の

様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

を
元
に
後
世
に
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
図
で
す
が
、
当
時
の
花

沢
城
の
激
戦
の
様
子
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
資

料
で
す
。

　

ぜ
ひ
資
料
館
に
来
館
し
て
、
他
の
お
城
と
合

わ
せ
て
戦
国
時
代
の
焼
津
の
こ
と
を
知
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ー
お
っ
と
、
ま
た
渋
い
で
す
ね
。
で
は
存
分

に
推
し
に
つ
い
て
語
っ
て
く
だ
さ
い
。

ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
や
、
武
田

の
軍
が
こ
こ
焼
津
に
来
た
と
考
え
る
と
ワ
ク
ワ

ク
し
ま
す
！
さ
て
、
次
回
は
ど
ん
な
「
推
し
」

が
出
て
く
る
の
か
お
楽
し
み
に
！

 江え ど じ だ い

戸時代初めころに狭い町
まちや

屋や土
どぞう

蔵で登場して、「
はこかいだん

箱階段」とも呼ばれていたんだって！

それまでは、収納っていうと「櫃
ひつ

」や「長
ながも

持ち」って言われる箱
はこ

みたいな収
しゅうのうどうぐ

納道具だっ

 今こんかい回はやまどんのお部屋にある階かいだんだんす段箪笥を紹
しょうかい

介するよ！

たんだ！

　階
かいだんした

段下のスペースを有
ゆうこうかつよう

効活用するために、引き出しや戸
とだな

棚

が取り付けられたんだって。

　建物に取り付けて壁
かべ

と一体化しているものと、移動できる

ものとがあるんだって。限られた空間の中でスペースを利用

するための、生活の知
ち え

恵がつまった道具だね。

　やまどんのお部屋の階段箪笥は大
お お い が わ ち く

井川地区の土
どぞう

蔵で使
つか

われ

ていたものだよ。

学芸員より…土
どぞう

蔵とは土の壁
かべ

でできた蔵
くら

、今でいう倉
そうこ

庫みた

な建
たてもの

物のことだよ。


