
Museum Letter

資料館だより 

116 号

焼津市歴史民俗資料館
Yaizu City Museum of History and Folklore 



t

大井川焼津
藤枝スマートIC

東
海
道
新
幹
線

東海
道本
線

西焼
津駅

焼津
駅

東名
高速
道路

泉
　
川

田
　
中
　
川

航空自衛隊静浜基地

栃　山　川

木　屋　川

黒　石　川

小　石　川

瀬　戸　川

東
名
高
速
道
路

高草山

大

井

川

富
士
見
橋

大
平
橋

は
ば
た
き
橋

至吉田IC

至吉田町

至藤枝駅

朝比奈川
虚空蔵山

小川港

焼津港

大井川港

浜当目海水浴場

大崩海岸

大井川図書館●

ディスカバリーパーク焼津

●

深層水
ミュージアム

●

焼津市文化センター
歴史民俗資料館
小泉八雲記念館

●

●

焼津市役所
大井川庁舎

焼津IC

焼津市役所
●

石脇城跡

方ノ上城跡

花沢城跡

当目砦跡

小川城跡
こがわじょう

かたのかみじょう

とうめとりで

いしわきじょう

はなざわじょう

市
内
３
校
の
高
校
が
作
成

　
戦
国
時
代
こ
れ
ら
の
城
は
「
今
川
」「
武
田
」「
徳
川
」
と
い
っ
た
有

名
な
武
将
た
ち
の
争
い
の
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
城
跡
の
「
御ご
じ
ょ
う
い
ん

城
印
」
を
今
回
「
松
薫
学
園
焼
津

高
等
学
校・書
道
部
」「
静
岡
県
立
焼
津
中
央
高
等
学
校・書
道
部
」「
静

岡
県
立
清せ
い
り
ゅ
う
か
ん

流
館
高
等
学
校
・
芸
術
部
」
の
生
徒
さ
ん
た
ち
に
作
成
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
生
徒
さ
ん
た
ち
が
、
感
じ
た
焼
津
の
城
跡
を
「
書
」
と
い
う
も
の
で

ど
う
表
現
し
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
今
回
は
そ
ん
な
生
徒
さ
ん
た
ち
の
日
常
の
部
活
動
の
様
子
や
、
作
成

に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
ま
た
焼
津
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て

ど
う
感
じ
た
の
か
、
取
材
し
ま
し
た
。

焼
津
市
内
に
は
「
花は
な
ざ
わ
じ
ょ
う

沢
城
」「
石い
し
わ
き
じ
ょ
う

脇
城
」「
小こ
が
わ
じ
ょ
う

川
城
」「
方か
た
の
か
み
じ
ょ
う

ノ
上
城
」

「
当と
う
め
と
り
で

目
砦
」
の
５
つ
の
城
跡
が
あ
り
ま
す
。

高
校
生
が

御
城
印
作
成
に
奮
闘
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今
いまがわよしもと

川義元が家
か と く

督を争った（花
はなくら

倉

の乱
らん

）の舞台となった山城。

狼
の ろ し

煙を上げて花倉城と連絡を取

り合っていたとされ、現在も地

元住民により狼煙上げのイベン

トが行われている。

★

★

襖
の
取
付
は
楽
し
い

夢
は
○
○
城
！

焼
津
高
校
の
書
道
部
さ
ん
と
は
何
度
も

会
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
毎
回
仲
良
く
、

お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
、
楽
し
そ
う
で

あ
る
。

　

天
真
爛
漫
な
彼
女
た
ち
か
ら
は
あ
の
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
書
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

取
材
中
も
書
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し

て
も
ら
っ
た
が
、
い
つ
も
の
彼
女
た
ち
と

は
思
え
な
い
真
剣
な
表
情
に
圧
倒
さ
れ
、

取
材
を
忘
れ
、
見
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

何
や
ら
ゴ
ソ
ゴ
ソ
ガ
サ
ガ
サ
と
音
を
立

て
、
部
室
か
ら
勢
い
よ
く
部
員
が
出
て
き

た
。

「
今
掃
除
し
て
た
！
」

と
ゴ
ミ
袋
を
片
手
に
笑
顔
で
話
し
か
け
て

き
て
く
れ
た
。
部
室
に
入
る
と
見
知
っ
た

書
道
部
の
部
員
が
み
ん
な
で
、
部
室
の
掃

除
を
し
て
い
た
。

「
今
日
は
部
室
の
片
付
け
を
し
て
い
た
ん

で
す
」

と
部
長
の
海え

び

な
老
名
る
う
さ
ん
。

「
襖
が
閉
ま
ら
な
い
」

と
１
年
生
が
襖
を
頑
張
っ
て
元
に
戻
す
。　

　

現
在
の
住
宅
は
和
室
の
あ
る
家
が
少
な

い
た
め
か
、
襖
を
取
り
付
け
る
の
に
苦
労

し
て
い
た
。
だ
が
、
困
り
な
が
ら
も
み
ん

な
で
、
和
気
あ
い
あ
い
と
楽
し
そ
う
だ
。

右：海老名　るう　さん

左：鈴木　心渚　さん

　

今
回
字
を
担
当
し
て
く
れ
た
の
は
２
年

生
の
鈴す
ず
き
こ
こ
な

木
心
渚
さ
ん
。

　

今
ま
で
は
先
輩
た
ち
が
一
度
書
い
た
こ

と
の
あ
る
お
城
の
字
を
書
い
て
い
た
が
、

今
回
の
『
方か
た
の
か
み
じ
ょ
う

ノ
上
城
』
は
彼
女
た
ち
が
初

め
て
書
い
た
。

「
注
意
し
た
点
は
字
の
バ
ラ
ン
ス
。
真
っ

直
ぐ
書
く
こ
と
で
す
。」

と
力
強
く
答
え
て
く
れ
た
。

　

登
城
記
念
、
年
月
日
を
書
い
た
海
老
名

る
う
さ
ん
は

「
自
分
の
地
元
の
お
城
『
田
中
城
』
の
御

城
印
を
書
い
て
み
た
い
」

と
ニ
ン
マ
リ
。
隣
で
聞
い
て
い
た
心
渚
さ

ん
は

「
私
は
松
本
城
」

と
夢
は
大
き
い
こ
と
に
越
し
た
こ
と
は
な

い
。

方ノ上城

書いたのはこのお城！

松
薫
学
園

　

焼
津
高
等
学
校

書道部
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書道部

静
岡
県
立

　

焼
津
中
央
高
等
学
校

　

創
立
61
年
を
迎
え
た
焼
津
中
央
高
校
。

　

書
道
部
の
部
室
を
覗
く
と
、
机
に
向

か
っ
て
黙
々
と
生
徒
さ
ん
た
ち
が
字
の
練

習
を
し
て
い
た
。

　

先
生
に
促
さ
れ
、
部
室
に
入
る
と
こ
ち

ら
に
気
づ
き

「
こ
ん
に
ち
は
！
」

と
元
気
に
挨
拶
を
し
て
く
れ
た
。

　

焼
津
中
央
高
校
の
書
道
部
は
総
勢
13

名
。
半
数
以
上
の
部
員
が
先
輩
た
ち
が

行
っ
て
い
た
、
書
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

見
て
、
入
部
し
た
と
答
え
た
。

　

部
長
の
鈴す
ず
き
は
る
な

木
陽
菜
さ
ん
に
部
員
の
紹
介

を
お
願
い
す
る
と
、
周
り
の
生
徒
さ
ん
た

着
飾
ら
な
い
素
の
自
分
を

買
っ
て
も
ら
い
た
い

　

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
片
手
に
、
デ
ザ
イ
ン
案

を
考
え
て
く
れ
て
い
た
の
は
、
２
年
生
唯

一
の
男
子
部
員
の
増ま
す
だ
ゆ
う
き

田
悠
希
さ
ん
。

「
御
城
印
っ
て
言
わ
れ
て
イ
メ
ー
ジ
が
わ

か
な
く
て
、先
生
に
聞
い
た
り
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
み
ん
な
が
書
い
て
、
そ
の
中
か

ら
選
抜
す
る
の
で
、
そ
の
文
字
に
あ
っ
た

デ
ザ
イ
ン
に
し
よ
う
か
と
」

と
真
剣
な
表
情
で
答
え
て
く
れ
た
。

　

焼
津
中
央
高
校
は
２
年
生
が
「
石
脇

ち
と
に
ぎ
や
か
に
、
楽
し
い
そ
う
に
紹
介

を
し
て
く
れ
、

「
着
飾
ら
な
く
て
素
で
い
ら
れ
る
仲
の
良

い
メ
ン
バ
ー
」

と
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
た
。

城
」、
登
城
記
念
・
年
月
日
の
文
字
を
書

い
て
く
れ
た
。

「
家
族
が
、
御
城
印
を
集
め
て
い
る
」

と
い
う
生
徒
さ
ん
が
い
た
。

「
買
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
嬉
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
た
が
、

「
け
ど
、
字
は
選
ば
れ
た
く
な
い
。
恥
ず

か
し
い
」

と
苦
笑
し
た
。

　

顧
問
の
山
内
教
諭
は

「
地
域
と
関
わ
り
を
持
っ
て
生
徒
が
表
現

で
き
る
場
、
活
躍
で
き
る
場
が
持
て
た
こ

と
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
し
た
」

と
、
母
親
の
よ
う
な
温
か
い
目
で
生
徒
さ

ん
の
様
子
を
見
な
が
ら
答
え
て
く
れ
た
。

石脇城

今
いまがわうじちか

川氏親（今
いまがわよしもと

川義元の父親）が

家
か と く

督を争った際に北
ほうじょうそううん

条早雲が在

城し、活躍した。

北条早雲はこの功績により伊

豆・関東方面へ進出し、戦国大

名北条氏の礎を築いた。

★

★

書いたのはこのお城！
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清
せ
い
り
ゅ
う
か
ん

流
館
高
校
の
書
道
室
に
入
る
と
床
に

敷
か
れ
た
新
聞
に
立
ち
姿
で
墨
で
勢
い
よ

く
、
文
字
を
書
く
。
そ
の
姿
に
、
圧
倒
さ

れ
た
。
書
き
終
え
る
と
芸
術
部
書
道
班
指

導
顧
問
の
横
山
教
諭
が
朱
色
の
墨
で
、
修

正
を
入
れ
な
が
ら
部
員
一
人
一
人
に
指
導

し
て
い
く
。
そ
の
様
子
を
部
員
み
ん
な
で

見
守
る
。

「
い
つ
も
は
も
っ
と
ガ
ヤ
ガ
ヤ
わ
ち
ゃ
わ

ち
ゃ
な
ん
で
す
。
今
日
は
取
材
が
あ
る
か

ら
み
ん
な
緊
張
し
て
る
感
じ
」

と
、
芸
術
部
書
道
班
部
長
の
河か
わ
む
ら村

り
お
ん

さ
ん
が
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
た
。

　

清
流
館
高
校
芸
術
部
は
書
道
班
と
美
術

班
に
わ
か
れ
て
い
る
。
書
道
班
は
１
、２

年
生
で
19
人
。
そ
の
大
半
が
２
年
生
だ
。

「
御ご
じ
ょ
う
い
ん

城
印
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、
全
員

で
取
り
組
み
、
そ
の
中
か
ら
み
ん
な
で
選

び
ま
し
た
」

　

今
回
そ
の
中
か
ら
メ
イ
ン
の
「
花は
な
ざ
わ沢

城じ
ょ
う」
の
文
字
が
選
ば
れ
た
の
は
２
年
生
の

高た
か
す
は
る
な

須
遥
菜
さ
ん
。

「
御
城
印
？
花
沢
城
っ
て
何
の
こ
と
？
と

思
っ
た
け
ど
、『
書
く
』
の
は
好
き
だ
か

ら
や
っ
て
み
た
い
！
書
い
て
み
た
い
な
、

と
は
思
い
ま
し
た
」

と
、
書
道
が
好
き
！
と
言
わ
ん
ば
か
り
に

元
気
に
答
え
て
く
れ
た
。

　

２
年
生
全
員
が
声
を
そ
ろ
え
て
、

「
花
沢
城
の
『
花
』
の
字
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
る
の
が
大
変
だ
っ
た
」

と
語
っ
た
。

　

顧
問
の
佐
野
教
諭
は

「
生
徒
た
ち
は
自
分
が
書
い
た
も
の
を
、

買
っ
て
い
た
だ
く
も
の
だ
か
ら
責
任
を

持
っ
て
真
剣
に
や
っ
て
く
れ
た
と
思
い
ま

す
」

と
活
動
中
の
生
徒
の
姿
を
見
な
が
ら
普
段

の
生
徒
さ
ん
た
ち
の
様
子
と
は
違
っ
た
姿

を
感
じ
取
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

「『
書
』
も
日
本
の
文
化
で
す
の
で
、
そ
う

御
城
印
は
、
私
が
書
く
！

右：河村　りおん　さん
左：高須　遥菜　さん

静
岡
県
立

　

清
流
館
高
等
学
校

芸術部

い
っ
た
、
文
化
と
関
わ
り
を
持
た
せ
て
い

た
だ
け
る
の
は
大
変
嬉
し
い
こ
と
で
、
学

生
に
と
て
も
良
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
」

と
指
導
顧
問
の
横
山
教
諭
も
、
い
つ
も
と

違
っ
た
姿
勢
で
今
回
の
御
城
印
作
成
に
向

き
合
っ
て
い
た
生
徒
の
姿
を
感
じ
て
い
た

よ
う
だ
。

花
沢
城
を
イ
メ
ー
ジ

　
「
自
分
が
書
い
た
も
の
で
、
買
っ
て
も

ら
え
る
か
な
、
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
え
る

か
な
と
、
不
安
な
気
持
ち
が
多
か
っ
た
で

す
」

と
、
真
っ
直
ぐ
前
を
見
て
答
え
て
く
れ
た

の
は
、
美
術
班
１
年
生
本も
と
す
ぎ
こ
こ

杉
心
さ
ん
。

　

今
回
彼
女
は
文
字
を
引
き
立
た
せ
る
絵

を
書
い
て
く
れ
た
。
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【発行・問合せ】
焼津市歴史民俗資料館
〒 425-0071　
静岡県焼津市三ケ名 1550
☎ 054-629-6847

【表紙写真】
石脇城跡 ( 焼津市石脇下 )

書いたのはこのお城！

会
期
：
令
和
６
年
10
月
20
日

（日）
～
令
和
７
年
２
月
２
日

（日）

休
館
日：月
曜
日
（
た
だ
し
、
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）・

年
末
年
始

入
場
無
料

　
今
回
高
校
生
に
作
成
し
て
い
た
だ
い

た
御
城
印
は
焼
津
市
歴
史
民
俗
資
料

館
・
焼
津
市
観
光
協
会
等
に
て
12
月
15

日
( 日 )
よ
り
購
入
が
可
能
で
す
。

　

焼
津
市
内
の
城
跡
に
出
向
い
た
あ

と
、
記
念
と
し
て
御
城
印
を
お
手
に

取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
焼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
で

は
、
し
ず
お
か
遺
産
認
定
記
念
特
別
展

「
今
川 

文
と
武
の
源
流　
第
２
部 

駿
河

要
衝
の
地 

焼
津
」
を
開
催
中
で
す
。

　
展
示
会
で
は
、
今
回
、
ご
紹
介
し
た

焼
津
の
５
つ
の
城
跡
に
つ
い
て
、
よ
り

詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
更
に
戦
国

時
代
、
山
西
と
呼
ば
れ
、
今
川
氏
の
拠

点
駿
府
を
守
る
重
要
な
土
地
だ
っ
た
焼

津
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
内

容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
御
城
印
購
入
の

際
に
は
、
ぜ
ひ
展
示
会
も
ご
覧
く
だ
さ

い
。

当と

う

め

と

り

で

目
砦

小こ

が

わ

じ

ょ

う

川
城

武田水軍の拠点、持
もちぶねじょう

舟城 ( 静岡市駿
す る が く

河区用
もちむね

宗 )

の出城とされたと考えられる。

武田軍と徳川軍の激しい戦いの舞台となり、徳

川家の重臣石
いしかわかずまさ

川数正等が活躍した。

★

★

古来より陸海路の要
ようしょう

衝の地だった小
こ が わ

川に築かれ

た城。

『
お に へ い は ん か ち ょ う

鬼平犯科帳』の主人公長
は せ が わ へ い ぞ う

谷川平蔵の先祖であ

る長谷川氏が城主だった。

★

★

今川氏が駿
す ん ぷ

府の西の守りとし

て築いた山城。

★

★

本
もとすぎ

杉　心
ここ

　さん

駿河に侵攻してきた武
たけだしんげん

田信玄

の軍を迎え撃って激戦地と

なった。

花沢城
「『
花
沢
城
』
っ
て
聞
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
し

た
の
が
コ
ス
モ
ス
だ
っ
た
ん
で
す
。
コ
ス

モ
ス
の
花
言
葉
『
美
し
い
・
優
美
』
が
私

の
中
で
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
花
沢
城
に
ぴ
っ

た
り
で
、
家
族
に
も
相
談
し
ま
し
た
。」

と
素
朴
な
、
で
も
一
輪
で
も
目
を
引
く
コ

ス
モ
ス
の
よ
う
な
素
敵
な
笑
顔
で
答
え
て

く
れ
た
。

その他

市内のお城跡


