
 

    

   

       
 

◆『焼津市文化財保存活用地域計画』とは 

市町村において文化財の保存・活用を計画的に進めるため、取り組む目標や実施する事業などを記載した

アクションプランです。この計画は、焼津らしい歴史文化を市民、行政、専門家が協働して守り、その魅力

に磨きをかけ、まちづくりに活かしていくためのものです。「海の軸」「山の軸」「水（川）の軸」の３つの区域

を拠点として、様々な施策を展開していきます。焼津市では、令和４年度の国の認定を目指しています。 

開館のご案内 ◆開館時間 9 : 00～17 : 00 ◆入館料 無料 ◆休館日 月曜日（祝日の場合は翌日） 

海
あ
り
、
山
あ
り
、
川
あ
り
の
焼
津
市
は
、
多
彩
な
歴
史
文
化
の

宝
庫
で
す
。
そ
こ
で
、
今
年
は
、
１
年
に
わ
た
り
、
市
内
に
残
る
焼

津
ら
し
い
歴
史
文
化
を
「
海
の
軸
」「
山
の
軸
」「
川
（
水
）
の
軸
」

と
、
エ
リ
ア
ご
と
に
紹
介
す
る
企
画
展
を
開
催
し
て
い
き
ま
す
。 

 

第
１
期
「
海
の

軸 

海
と
と
も
に

生
き
る
ま
ち
」
で

は
、「
漁
業
の
ま
ち

焼
津
」
発
祥
の
地

で
あ
る
浜
通
り
を

中
心
に
、
駿
河
湾

に
面
し
た
沿
岸
部

の
文
化
財
を
取
り

上
げ
て
い
ま
す
。 

こ
の
エ
リ
ア
で

は
、
古
代
よ
り
漁

業
を
生
業
と
し
て

き
た
こ
と
が
記
録

第
１
期  
の
軸 

写真は那閉神社所蔵「「カツオ船奉納絵馬」/大正期 

【
焼
津
お
で
ん
】
は
、「
漁
業
の
ま
ち
焼
津
」
が
生
ん
だ
《
文
化
財
》
で
す
。
ま
た
、【
駿
河
湾
越
し
に
美

し
い
富
士
山
が
見
え
る
風
景
】
も
、
大
切
な
風
景
と
し
て
、
後
世
に
遺
し
て
い
き
た
い
文
化
と
い
え
ま
す
。

海
に
生
き
、
海
と
と
も
に
生
き
て
き
た
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
生
ま
れ
た
、
様
々
な
モ
ノ
や
コ
ト
を
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
新
し
い
「
発
見
」
が
、
き
っ
と
あ
り
ま
す
。 

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
市
内
に
残
る
江

戸
時
代
の
古
文
書
を
使
用
し
た
「
古
文
書

講
座
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
講
師
は
、
元

中
学
校
教
諭
の
青
木
茂
久
さ
ん
で
す
。 

今
年
は
、
初
心
者
向
け
の
「
入
門
講
座
」

に
加
え
て
、
経
験
者
向
け
の
「
中
級
講
座
」

を
設
け
て
い
ま
す
。「
入
門
講
座
」
で
は
、

江
戸
時
代
の
焼
津
の
歴
史
や
古
文
書
を

読
み
解
く
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
学
び
、
当
時

の
人
た
ち
の
暮
ら
し
に
思
い
を
め
ぐ
ら

せ
ま
し
た
。「
中
級
講
座
」
で
は
、
古
文

書
の
原
本
に
あ
た
り
な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ 

焼
津
に
残
る
「
古
文
書
」
を
読
も
う
！ 

で
解
読
を
進
め
ま
し
た
。
こ
の
講
座
は
、「
入
門
講
座
」
が
前
期
・
後
期
の
各
５

回
、「
中
級
講
座
」
は
、
年
間
１０
回
の
連
続
講
座
で
、
来
年
度
以
降
も
継
続
す

る
予
定
で
す
。 

初級講座の様子 

歴史民俗資料館に 

新しい仲間が登場 

焼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に

新
し
い
仲
間
が
増
え
ま
し
た
。 

 

焼
津
の
文
化
・
歴
史
を
多
く

の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
色
々
な
シ
ー
ン
で
活
躍
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
応

援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

イ
ラ
ス
ト
★
左
上/

大
井
川
の
精
霊
「だ
い
王
子
」・

中
央/

山
の
神
の
子
「や
ま
ど
ん
」・右
上/

瀬
戸
川
の

精
霊
「せ
と
姫
」・左
下/

鰹
節
夫
妻
の
夫
「節
雄
（ぶ

し
お
）」・右
下/

鰹
節
夫
妻
の
妻
「節
美
（ぶ
し
み
）」 

文化財保存活用地域計画関連企画展 

DISCOVER ―焼津、発見― 

か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
に
、
海
運
の
要
衝
地
と
し
て
栄
え

た
歴
史
も
あ
り
、
古
く
か
ら
ヒ
ト
や
モ
ノ
の
交
流
が
盛
ん
で
し
た
。

本
展
で
は
、
漁
業
以
外
の
海
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
ご
紹
介
し

て
い
ま
す
。 

ま
た
、「
漁
業
の
ま
ち
」
と
し
て
発
展
し
て
き
た
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
た
特
色
あ
る
《
文
化

財
》
も
そ
の
魅
力
の
一
つ
で
す
。《
文
化
財
》
と
い
う
と
、「
難
し
い
」「
か
た
く
る
し
い
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
、【
魚
河
岸
シ
ャ
ツ
】
や
黒
は
ん
ぺ
ん
を
使
っ
た 
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伝
統
文
化
子
ど
も
教
室 

開
催
‼ 

７
月
２
日
(土)

、
七
夕
か
ざ
り
を
つ
く
ろ
う

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
「
親
子
で
七
夕

か
ざ
り
を
つ
く
ろ
う
」
に
な
り
ま
し
た
。 

歴
史
民
俗
資
料
館
の
新
し
い
仲
間
、
や
ま
ど
ん

も
登
場
し
、
七
夕
の
由
来
や
、
ひ
こ
星
・
お
り
姫

の
話
を
聞
い
て
か
ら
、
保
護
者
の
方
と
一
緒
に
七

夕
か
ざ
り
を
作
り
ま
し
た
。
親
子
で
一
緒
に
作
っ

た
飾
り
に
大
満
足
の
様
子
で
し
た
。 

 
の
こ
ぎ
り
っ
て
む
ず
か
し
い
・
・
・ ７

月
23
日
(土)
、「
水
て
っ
ぽ
う

を
つ
く
ろ
う
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
今
年
は
午
前
の
部
と
午
後
の

部
に
、
合
わ
せ
て
35
人
の
小
学
生

が
参
加
し
ま
し
た
。
竹
を
切
る
作

業
で
は
「
ぜ
ん
ぜ
ん
切
れ
な

い
・
・
・
む
ず
か
し
い
」
と
言
う

参
加
者
も
、
完
成
し
た
水
て
っ
ぽ 

「
な
ん
か
細
い
」 

石
を
削
る
際
に
使
用
す
る
紙
や
す
り
に

苦
戦
し
な
が
ら
も
、
頑
張
っ
て
削
っ
て
い

ま
し
た
。
出
来
上
が
っ
た
ま
が
た
ま
を
首

に
か
け
、
教
室
の
最
後
に
は
展
示
室
に
あ

る
実
物
の
ま
が
た
ま
を
見
て
「
な
ん
か
細

い
」
と
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
ま
が

た
ま
と
の
違
い
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。 

ン
タ
ー
か
ら
バ
ス
を
利
用
し
て
和
田
地
区
ま
で
移
動
し
、
和
田
浜

海
岸
か
ら
小
川
港
ま
で「
三
葉
神
社
」
や
「
波
除
地
蔵
」「
水
天

宮
」、「
信
仰
院
」な
ど
の
史
跡
を
歩
い
て
巡
り
ま
し
た
。
途
中
、

 

親
子
で
七
夕
か
ざ
り
を
つ
く
る
様
子 

出来上がった水てっぽであそぶ様子 

石を削る様子 

中
里
石
脇
ご
み
ゼ
ロ
歴
史
探
訪
！ 

５
月
29

日
(日)

、
中
里
石
脇
地
区
で
ゴ
ミ
を
拾
い
な
が
ら
史
跡
を
巡
る
ツ
ア
ー
を
開
催
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
５
月
30

日
の「
ご
み
ゼ
ロ
の
日
」に
ち
な
ん
で
開
催
し
た
も
の
で
す
。
参
加
者
20

名
は

焼
津
駅
か
ら
自
主
運
行
バ
ス
を
利
用
し
て
、
中
里
地
区
ま
で
移
動
し
、
道
中
ご
み
を
拾
い
な
が

ら
、「
若
宮
八
幡
宮
」や「
井
伊
直
孝
産
湯
の
井
」、「
石
脇
城
跡
」な
ど
の
史
跡
を
歩
い
て
巡
り
ま
し

た
。
途
中
、
地
元
の
有
志
団
体「
中
里
倶
楽
部
」か
ら
も
史
跡
の
解
説
を
聞
き
、
徳
川
家
康
や
井
伊

直
孝
、
北
条
早
雲
な
ど
の
有
名
武
将
た
ち
と
郷
土
と

の
つ
な
が
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

耕
作
放
棄
地
を
活
用
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る「
イ
グ
サ
」の
栽
培
に
つ
い
て
生
産
者
か
ら
話
を
聞
い

た
り
、
和
田
浜
海
岸
の
地
形
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
し
な
が
ら
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
地
域
の
魅
力

を
再
発
見
で
き
ま
し
た
。 

ゴミを拾いながら史跡をめぐる様子/若宮八幡宮 

和
田
浜
～
小
川 

歴
史
・自
然
散
策
！ 

６
月
11

日
(土)

、

和
田
・
小
川
地
区
で

路
線
バ
ス
を
利
用
し

た
史
跡
巡
り
を
開

催
し
ま
し
た
。
参
加

者
18

名
は
防
災
セ
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＊詳しくはＨＰをご覧ください 

史跡をめぐる様子/波除地蔵 

う
を
使
っ
て
公
園
で
試
し
打
ち
を
す
る
と
、「
で
た
！
す
ご
い
」
と
う
れ
し
そ
う
に
お

友
だ
ち
と
で
水
て
っ
ぽ
う
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。 

８
月
21
日
(土)
、
大
人
気
講
座
「
ま
が

た
ま
を
つ
く
ろ
う
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
今
年
は
午
前
の
部
と
午
後
の
部
、
合

わ
せ
て
30
人
の
小
学
生
が
参
加
し
ま
し

た
。
講
師
か
ら
焼
津
の
遺
跡
や
発
掘
の

話
を
聞
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
描
く
ま

が
た
ま
を
製
作
し
て
い
き
ま
し
た
。 


