
ふじのくに家康公 観光事典

家康家康公の生き様を追体験
楽学見聞！観光ガイド観光ガイドブック 静岡県
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よ
う
こ
そ

ふ
じ
の
く
に
へ
。

家
康
公
が

描
い
た

平
和
の
く
に
へ
。

一
富
士
、二
鷹
、三
茄
子
と
あ
る
よ
う
に
、

富
士
山
と
い
う
日
本
一
の
景
観
、

鷹
と
い
う
野
生
の
生
き
物
、

茄
子
に
代
表
さ
れ
る
豊
か
な
食
材
に
恵
ま
れ
て
い
る
静
岡
を

徳
川
家
康
公
は
と
て
も
好
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
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天
下
の
覇
権
を
握
っ
た
と
き
、家
康
公
は
、ま
ず
、

李
氏
朝
鮮
王
国
と
の
平
和
的
な
国
交
回
復
に
努
力
す
る
な
ど

家
康
公
の
対
外
政
策
の
基
軸
は
経
済
・
文
化
交
流
で
し
た
。

国
内
政
策
で
も
鉄
砲
・
火
薬
製
造
の
規
制
を
し
、結
果
的
に

世
界
史
で
も
稀
な
る
軍
縮
政
策
を
進
め
ま
し
た
。

江
戸
時
代
は
、静
岡
県
が
目
指
す

富
国
有
徳
の
理
想
郷「
ふ
じ
の
く
に
」づ
く
り
の
お
手
本
で
あ
り
、

そ
の
基
礎
を
築
い
た
家
康
公
の
功
績
を

も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

静
岡
県
の
各
地
に
残
る
、家
康
公
の
足
跡
と

功
績
を
辿
る
旅
は
、き
っ
と
今
日
を
生
き
る
私
た
ち
に

困
難
を
乗
り
越
え
る
知
恵
と
、平
和
へ
の
願
い
、そ
し
て
、

徳
を
磨
く
こ
と
の
重
要
さ
を
、改
め
て
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

フ
ロ
ン
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ

キ
ー
ワ
ー
ド
で
探
る
、

　
　
　

家
康
公
と
ふ
じ
の
く
に

年
表

ス
ペ
シ
ャ
ル
対
談

　
〈
静
岡
大
学
名
誉
教
授 

小
和
田
哲
男
さ
ん

　
　

落
語
家 
春
風
亭
昇
太
さ
ん
〉

県
全
体
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ

静
岡
県
﹇
中
部
﹈
編

　

❶
家
康
公
の
城
づ
く
り
町
づ
く
り

　

❷
大
御
所 

家
康
公
の
光

　

❸
家
康
公
が
残
し
た
宝

ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
〈
久
能
山
東
照
宮 

宮
司 

落
合
偉
洲
さ
ん
〉

　

❹
少
年
竹
千
代
が
行
く

　

❺
家
康
公
ゆ
か
り
の
女
性
た
ち

　

❻
逸
話
で
辿
る
家
康
公
の
足
跡

静
岡
県
﹇
西
部
﹈
編

　

❶
家
康
公
ゆ
か
り
の
城
め
ぐ
り

　

❷
三
方
ヶ
原
合
戦
の
足
跡

　

❸
家
康
公
と
息
子
た
ち
ゆ
か
り
の
地 

静
岡
県
﹇
東
部
﹈
編

　

❶
家
康
公
の
国
づ
く
り
と
夢
の
跡

　

❷
家
康
公
の
祈
り
と
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

　

❸
小
田
原
城
攻
防
ゆ
か
り
の
城
跡

ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
〈
静
岡
文
化
芸
術
大
学
准
教
授 

二
本
松
康
宏
さ
ん
〉

ふ
じ
の
く
に
家
康
公
エ
ピ
ソ
ー
ド
集

ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
〈
静
岡
文
化
芸
術
大
学
准
教
授 

磯
田
道
史
さ
ん
〉

ふ
じ
の
く
に
名
物
い
ろ
い
ろ

ふ
じ
の
く
に
便
利
帳

もくじ
246814162432405659 48 4752



キ
ー
ワ
ー
ド
で
探
る
、

「
徳
川
家
康
」と
静
岡
と
の
関
わ
り
を
探
る

0102

05

0809

4

【
一
富
士
二
鷹

三
茄
子
】

　

縁
起
の
よ
い

夢
を
順
に
並
べ

た
、縁
起
の
よ
い

言
葉
。そ
の
由
来

は
、様
々
な
説
が
あ
る
も

の
の
、徳
川
家
康
公
の
好
物
を
並
べ
た

と
い
う
説
も
。景
色
で
は
富
士
山
、趣

味
は
鷹
狩
り
、食
べ
物
で
は
茄
子
。天
下

を
と
っ
た
家
康
公
に
あ
や
か
り
、縁
起
が

よ
い
こ
と
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

三方ヶ原合戦地の石碑

静岡駅北口駅前広場
竹千代君像

い
ち
ふ
じ

に
た
か

さ
ん
な
す
び

【
竹
千
代
】

　

徳
川
家
康
公
の
子
供
時
代
の
名
前
。

家
康
公
は
竹
千
代
と
呼
ば
れ
て
い
た
時

代
も
含
め
、８
歳
ご
ろ
か
ら
１９
歳
頃
ま

で
駿
府（
今
の
静
岡
市
）で
人
質
生
活

を
送
っ
て
い
た
。

【
名
付
け
名
人
】

　

三
方
ヶ
原
の
合
戦
で
敗
走
し
た
家
康

公
。「
空
腹
だ
っ
た
家
康
公
に
お
粥
を
出

し
た
農
家
に
、の
ち
に
御
礼
と
し
て『
小

粥
』と
い
う
名
字
を
与
え
た
」「
楠
の
ほ

ら
穴
で
隠
れ
た
と
こ
ろ
、馬
の
白
い
尾

が
見
え
て
い
た
の
で
、村
人
が
そ
れ
を
教

え
、武
田
軍
の
追
手
を
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
た
。そ
の
後
、恩
賞
と
し
て『
白

尾
』の
名
を
与
え
た
」な

ど
、ユ
ニ
ー
ク
な
名
付

け
の
逸
話
が
多
い
。

【
お
茶
】

　

家
康
公
は
、井
川
大
日
峠「
お
茶
蔵
」

を
つ
く
ら
せ
、茶
壷
を
数
多
く
納
め
て
、

御
三
家
・
諸
大
名
に
茶
を
贈
る
と
と
も

に
自
ら
も
愛
飲
し
た
と
い
う
。ま
た
、茶

作
り
に
も
特
例
を
設
け
て
奨
励
し
た
た

め
駿
府
及
び
周
辺
の
茶
が
発
展
し
た
。

【
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
】

　

６５
〜
７５
歳
の
大
御
所
と
呼
ば
れ
た

時
代
も
、日
常
の
心
身
鍛
練
の
た
め
鷹

狩
り
に
出
か
け
た
と
い
う
。ま
た
、晩
年

の
家
康
公
が
鷹
狩
り
の
最
中
、静
岡
市

西
奈
を
流
れ
る
長
尾

川
に
水
浴
し
、古
泳
を
従
者

に
披
露
し
た
逸
話
が
残
っ

て
い
る
。

す
ん
ぷ

な
が
お

す
ん
ぷ

し
ら お

お

が
い

に
し
な



家
康
公
と
ふ
じ
の
く
に

0607

0304

10

5

金陀美具足

浜松城

駿府城 巽櫓

按針メモリアルパーク

駿府城本丸跡 徳川家康公の像

【
学
問
好
き
】

　

駿
府
城
に
隠
居
し
た
家

康
は
、時
々
、各
宗
派
の

僧
侶
を
集
め
、宗
論
を

た
た
か
わ
せ
て
聴
く

の
を
好
ん
だ
。ま
た
、

駿
府
城
内
の
御
文
庫

に
は
一
万
冊
の
図
書
が
あ
っ

た
と
い
う
。

【
部
下
づ
か
い
達
人
】

　

家
康
公
は「
家
臣
こ
そ
我

が
宝
」を
モ
ッ
ト
ー
の
一つ
に

し
て
い
た
と
い
う
。浜
松
城

時
代
に
も
、家
臣
の
諫
言
を

聞
き
入
れ
た
り
、若
い
家
臣

の
話
も
聞
く
よ
う
に
重
臣

に
言
い
聞
か
せ
た
り
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

【
鷹
狩
り
】

　
「
鷹
狩
り
」と
は
、鷹
な
ど
の
鳥
を

使
っ
た
狩
猟
の
こ
と
で
、家
康
公
は
鷹

狩
り
を
生
涯
の
趣
味
に
し
て
い
た
。里

や
野
山
を
馬
で
走
り
ま
わ
る
鷹
狩
り

は
、足
腰
が
鍛
え
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、地
形
や
田
畑
、人
々
の
様
子
な
ど

を
把
握
で
き
る
、ま
さ
に
一
石
二
鳥
の
趣

味
。静
岡
市
葵
区
の

「
鷹
匠
」の
地
名
な
ど
、

家
康
公
と
鷹
狩
り
に

ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
各
地
に
残
っ
て
い
る
。

【
初
勝
利
の
姿
】

　

久
能
山
東
照
宮
に
は
、家
康
公
が

着
用
し
た「
金
陀
美
具
足
」が
残
さ
れ

て
い
る
。松
平
元
康
と
名
乗
っ
て
い
た
、

１９
歳
頃
の
家
康
公
が
桶
狭
間
合
戦
の

前
哨
戦
で
勝
利
し
た
際
に
着
用
し
た

具
足
。美
し
い
金
箔
押
し
の
華
や
か
な

具
足
を
ま
と
っ
た
若
き
家
康
公
の
り
り

し
い
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。

【
外
交
手
腕
】

　

戦
国
の
世
か
ら
太
平
の
世
へ
日
本
を

変
え
た
家
康
公
。そ
の
手
腕
は
外
交
に

も
発
揮
さ
れ
た
。朝
鮮
と
の
国
交
回
復

に
努
め
た
ほ
か
、英
国
人
の
ウ
ィ
リ
ア
ム・

ア
ダ
ム
ス（
三
浦
按
針
）を
外
交
顧
問
と

し
て
起
用
し
、諸
国
の
情
報
を
把
握
し

た
。伊
東
の
船
大
工
を
使
い
、日
本
初
の

洋
式
帆
船
を

建
造
し
た
。

た
か
じ
ょ
う

す
ん
ぷ

す
ん

か
ん
げ
ん

あ
ん
じ
ん

ぷ

ご

く

の
う
ざ
ん

き
ん
だ

み

ぐ
そ
く
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家
康
公
と
ふ
じ
の
く
に

「竹千代」は14才で元
服するまでの家康公の
幼名。8歳から約12年
間を駿府で人質生活を
送っていた。

年
表
か
ら
探
る 

12
・
26　

三
河
岡
崎
城
主
松
平
広
忠
の
長
男
と
し
て
誕
生
。

幼
名
は
竹
千
代
。

家
康
公
の
で
き
ご
と

2
・
5　

初
陣
。三
河
寺
部
城
を
攻
め
る
。元
康
と
改
名

1
・
15　

信
長
と
同
盟
を
結
ぶ

7
・
6　

家
康
と
改
名
。三
河
一
向
一
揆
が
起
こ
る

2
・
28　
一
向
一
揆
鎮
圧

12
・
29　

松
平
か
ら
徳
川
に
改
姓

12
・
12　

遠
江
侵
攻
を
開
始
。武
田
信
玄
も
駿
河
に
侵
攻
を
開
始

5
・
17　

今
川
氏
真
、掛
川
城
を
明
け
渡
す

6
・
28　

姉
川
の
合
戦
。織
田
・
徳
川
連
合
軍
が
浅
井
・
朝
倉
連
合
軍
を
破
る

12
・
22　

三
方
ヶ
原
の
戦
い
で
信
玄
に
大
敗

5
・
19　

義
元
、桶
狭
間
で
信
長
の
奇
襲
を
受
け
討
死

5
・
23　

岡
崎
城
に
入
る

3
・
10　

父
広
忠
が
、家
臣
に
暗
殺
さ
れ
る

11
・
8　

今
川
義
元
の
軍
師
太
原
崇
孚
雪
斎
を
大
将
と
す
る
軍
勢
が

安
祥
城
を
攻
め
織
田
信
広
を
捕
ら
え
る
。信
広
と
竹
千
代
を
人
質
交
換

11
・
27　

駿
府
に
出
発

8       

今
川
氏
の
人
質
と
し
て
駿
府
に
行
く
途
中
、

戸
田
康
光
に
謀
ら
れ
尾
張
・
織
田
信
秀
の
も
と
へ
送
ら
れ
る

3       

元
服
し
、松
平
次
郎
三
郎
元
信
と
改
め
る

6       

浜
松
城
に
入
る

1
5
4
2（
天
文
十
一
）

西
暦（
年
号
）

1
5
5
8（
永
禄
元
）

1
5
6
0（
永
禄
三
）

1
5
6
2（
永
禄
五
）

1
5
6
3（
永
禄
六
）

1
5
6
4（
永
禄
七
）

1
5
6
6（
永
禄
九
）

1
5
6
8（
永
禄
十
一
）

1
5
6
9（
永
禄
十
二
）

1
5
7
0（
元
亀
元
）

1
5
7
2（
元
亀
三
）

1
5
4
9（
天
文
十
八
）

1
5
4
7（
天
文
十
六
）

1
5
5
5（
弘
治
元
）

竹千代時代

1
歳

誕生10代20代30代 家
康
の
年
齢

（
数
え
年
）

17
歳

19
歳

21
歳

22
歳

23
歳

25
歳

27
歳

28
歳

29
歳

31
歳

8
歳

6
歳

14
歳

臨済寺浜松城

す
ん

た
い

あ
ん
し
ょ
う

げ
ん
そ
う
ふ

せ
っ
さ
い

ぷ

す
ん

て
ら

と
お
と
う
みう

じ
ざ
ね

べ

ぷ
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年表から探る［家康公とふじのくに］

64歳で征夷大将軍の
職を秀忠に譲って以
来、「大御所」と呼ばれ
た。それから亡くなるま
で、駿府城で過ごした

29歳～45歳までの17年
間を浜松城で過ごした。
三方ヶ原の合戦の敗戦も
ふくめ、家康公にとって
試練の時代だった。

5
・
21　

長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い
。織
田
・
徳
川
連
合
軍
が
設
楽
原
で
武
田
軍
を
破
る

3
・
22　

高
天
神
城
を
奪
還

2
・
3　

甲
斐
攻
略
の
た
め
に
浜
松
城
を
出
発

3
・
28　

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い

2
・
10　

小
田
原
攻
め
に
三
万
の
大
軍
を
率
い
駿
府
出
発

8
・
1　

関
東
移
封
を
命
じ
ら
れ
江
戸
入
城

5
・
14　

駿
府
城
の
天
守
が
完
成

12
・
4　

浜
松
城
か
ら
駿
府
城
に
移
る

7
・
19　

駿
府
城
の
修
築
に
着
手

3
・
29　

信
長
か
ら
駿
河
一
国
を
与
え
ら
れ
る

7
・
16　

信
長
、家
康
に
信
康
・
築
山
殿
の
処
罰
を
命
じ
る

8
・
29　

築
山
殿
を
遠
州
・
富
塚
で
殺
害

9
・
15　

信
康
、二
俣
城
で
切
腹

6
・
17　

高
天
神
城
落
城

8
・
18　

秀
吉
死
去

8
・
5　

小
山
か
ら
江
戸
に
戻
る

9
・
15　

関
ヶ
原
の
合
戦
。家
康
の
東
軍
が
三
成
の
西
軍
を
破
る

2
・
12　

征
夷
大
将
軍
と
な
る

4
・
16　

征
夷
大
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
る

2
・
17　

駿
府
城
の
工
事
開
始

7
・
3　

駿
府
入
城
。「
大
御
所
」と
呼
ば
れ
る

3
・
11　

本
丸
殿
館
が
完
成

11
・
19　

大
坂
冬
の
陣

5
・
7　

大
坂
夏
の
陣

5
・
8　

大
坂
城
落
城
。秀
頼
と
淀
殿
が
自
害
、豊
臣
氏
滅
び
る

4
・
17　

駿
府
城
で
死
去

4
・
19　

久
能
山
に
葬
ら
れ
る

1
5
7
4（
天
正
二
）

1
5
7
5（
天
正
三
）

1
5
7
9（
天
正
七
）

1
5
8
1（
天
正
九
）

1
5
8
2（
天
正
十
）

1
5
8
4（
天
正
十
二
）

1
5
8
5（
天
正
十
三
）

1
5
8
6（
天
正
十
四
）

1
5
9
0（
天
正
十
八
）

1
5
8
8（
天
正
十
六
）

1
5
9
8（
慶
長
三
）

1
6
0
0（
慶
長
五
）

1
6
0
3（
慶
長
八
）

1
6
1
4（
慶
長
十
九
）

1
6
0
5（
慶
長
十
）

1
6
0
7（
慶
長
十
二
）

1
6
0
8（
慶
長
十
三
）

1
6
1
5（
元
和
元
）

1
6
1
6（
元
和
二
）

浜松城時代大御所時代

40代50代60代70代

33
歳

34
歳

38
歳

40
歳

41
歳

43
歳

44
歳

45
歳

49
歳
47
歳

57
歳

59
歳

62
歳

73
歳

64
歳

66
歳

67
歳

74
歳

75
歳

駿府城 巽櫓

6
・
2　

本
能
寺
の
変
。信
長
が
明
智
光
秀
に
殺
さ
れ
る

た
か
て
ん
じ
ん

た
か

す
ん
ぷ

す
ん
ぷ

す
ん
ぷ

す
ん
ぷ

す
ん

ひ
で
よ
り

よ
ど
ど
の

く
の
う
ざ
ん

ぷ

す
ん

い
ほ
う

ぷ

す
ん
ぷ

か

い

ふ
た
ま
た

と
み

つ
き
や
ま
ど
の

つ
き

な
が
し
の

し
た
ら
が
は
ら

し
た
ら
が
は
ら

や
ま
ど
の

つ
か

て
ん
じ
ん
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小
和
田　

家
康
と
い
う
と
、一
般
的

に
は
江
戸
の
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
と
思
う
の
で
す
が
、実
は
75
年

の
生
涯
の
内
、半
分
以
上
は
静
岡
県

で
過
ご
し
て
い
ま
す
。８
歳
か
ら
19

歳
ま
で
は
、
今
川
家
の
人
質
と
し
て

駿
府
で
過
ご
し
、後
に
織
田
信
長
と

手
を
組
み
、三
河
国
を

統
一
し
た
後
、遠
江
を
手

に
入
れ
る
と
浜
松
に
城

を
築
く
。こ
こ
で
お
よ
そ

17
年
間
過
ご
し
た
後
、

駿
河
の
駿
府
城
へ
本
城

◉
静
岡
大
学
名
誉
教
授
・
文
学
博
士

小
和
田
哲
男

徳
川
家
康
公

を
語
る

　

日
本
の
戦
国
時
代
史
研
究
の

第
一
人
者
、静
岡
大
学
名
誉
教
授

の
小
和
田
哲
男
さ
ん
。静
岡
市

清
水
区
出
身
で
城
マ
ニ
ア
、歴
史

フ
ァ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
落
語

家
の
春
風
亭
昇
太
さ
ん
。か
ね
て

よ
り
親
交
の
あ
る
二
人
が
、

徳
川
家
康
公
に
つ
い
て
熱
く
語

り
合
っ
た
。知
ら
れ
ざ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
や
、家
康
公
の
足
跡
を
た

ど
る
旅
の
新
し
い
楽
し
み
方
が

満
載
の
対
談
と
な
っ
た
。

ス
ペ
シ
ャ
ル
対
談 

小
和
田
哲
男×

春
風
亭
昇
太

と
お
と
う
み
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を
移
し
ま
す
。こ
の
時
、駿
河
で
は

3
、4
年
し
か
過
ご
し
て
い
ま
せ
ん

が
、後
に
大
御
所
と
し
て
再
び
駿
河

に
移
り
、生
涯
を
終
え
る
ま
で
の
約

10
年
間
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

昇
太　

僕
は
清
水
出
身
な
の
で
、

家
康
が
人
質
時
代
を
過
ご
し
た
清

見
寺
に
小
学
校
の
頃
よ
く
行
き
ま

し
た
。で
も
今
考
え
る
と
、世
間
で

言
う
人
質
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、少
し

違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。織
田
信
長
の
兄
で
あ
る
信

広
と
人
質
交
換
し
て
ま
で
、今
川
家

が
家
康
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
こ

と
や
、清
見
寺
と
い
う
あ
ん
な
立
派

な
お
寺
で
教
育
を
受
け
さ
せ
た
こ
と

な
ど
、今
川
家
は
家
康
を
非
常
に
重

要
視
し
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。

小
和
田　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。私

も
著
書
に
は
、わ
ざ
わ
ざ
カ
ッ
コ
を

付
け
て「
人
質
時
代
」と
表
記
す
る

よ
う
に
し
て
い
る
ん
で
す
。と
い
う

の
も
、今
川
義
元
の「
元
」の
字
を
も

ら
っ
て
改
名
し
て
い
る
こ
と
、義
元

の
姪
と
結
婚
し
た
こ
と
、清
見
寺
と

臨
済
寺
の
住
職
を
兼
務

し
て
い
た
雪
斎
和
尚
、つ

ま
り
当
時
を
代
表
す
る

高
僧
の
も
と
で
教
育
を

受
け
て
い
た
こ
と
な
ど

を
見
て
も
、大
事
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

昇
太　

家
康
の
資
質
を
見
抜
き
、

最
高
の
教
育
環
境
に
置
い
て
エ

リ
ー
ト
教
育
を
受
け
さ
せ
て
い
た

と
い
う
義
元
の
功
績
も
大
き
い
で
す

よ
ね
。義
元
は
家
康
の
こ
と
を
片
腕

の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

小
和
田　

そ
の
証
拠
に
、家
康
は
大

御
所
に
な
っ
て
ど
こ
に
で
も
城
を
造

れ
る
身
分
に
な
っ
た
時
、駿
府
を
選

ん
で
い
る
。幼
い
頃
の
い
い
思
い
出
が

あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。実
際
、家
康

は
隠
居
す
る
場
所
と
し
て
駿
府
を

選
ん
だ
理
由
の
一
つ
に
、駿
府
は
自

分
に
と
っ
て
故
郷
の
よ
う
な
所
だ
と

語
っ
て
い
ま
す
。昇
太
師
匠
が
お
っ

し
ゃ
る
よ
う
に
、か
な
り
優
遇
さ
れ

た「
人
質
」だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 春

風
亭
昇
太

◉
落
語
家

せ
い

け
ん

じ

り
ん
ざ
い

じ

せ
っ
さ
い
お
し
ょ
う
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小
和
田　

家
康
が
駿
府
に
戻
っ
た

最
大
の
理
由
は
、立
地
条
件
の
良

さ
で
す
。大
御
所
に
な
っ
て
か
ら
の

時
代
を
駿
府
と
江
戸
の「
二
元
政

治
体
制
」と
称
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、む
し
ろ
二
つ
頭
が
あ
る
の

で
は
な
く
、家
康
が
本
当
の
頭
だ
っ

た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
し
ょ
う
。

駿
府
の
家
康
が
頭
脳
で
、江
戸
の

秀
忠
は
手
足
。だ
か
ら
江
戸
、駿
府

間
お
よ
そ
１
８
０
キ
ロ
と
い
う
の

は
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

の
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
距
離
だ
っ

た
。そ
し
て
何
よ
り
、国
堅
固
の
地

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。家
康
が
将

軍
職
を
退
い
て
秀
忠
に
譲
っ
た
時

と
い
え
ば
、ま
だ
大
阪
に
は
淀
殿

と
豊
臣
秀
頼
が
い
ま
し
た
か
ら
、

そ
れ
に
対
す
る
抑
え
が
必
要
だ
っ

た
。豊
臣
方
が
も
し
、東
海
道
を
江

戸
に
向
か
っ
て
攻
め
て
き
た
と
し

て
も
、江
戸
よ
り
西
に
自
分
が
い

る
こ
と
で
盾
に
な
れ
る
と
い
う
思

い
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。天
竜

川
、大
井
川
、安
倍
川
が
流
れ
て
、

背
後
に
は
富
士
山
、箱
根

山
が
そ
び
え
る
。非
常
に

う
ま
く
地
形
を
生
か
し
て

い
ま
す
。

昇
太　

そ
う
い
っ
た
大
き

な
川
を
自
然
の
堀
と
し
て

考
え
れ
ば
、静
岡
県
全
体

を
一
つ
の
城
郭
と
捉
え
る

川
と
山
。駿
府
城
は
、

自
然
を
生
か
し
た

最
強
の
国
堅
固
の
城

―  

小
和
田
哲
男
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こ
と
も
で
き
ま
す
よ
ね
。実
に
壮

大
な
話
で
、城
マ
ニ
ア
と
し
て
は
た

ま
ら
な
い
！
静
岡
県
庁
別
館
に
あ

る
展
望
ロ
ビ
ー
か
ら
一
望
す
る
と
、

駿
府
城
が
本
当
に
良
い
場
所
に
あ

る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、食
べ
物

も
お
い
し
か
っ
た
で

し
ょ
う
し
ね
。

小
和
田　

そ
う
で
す

ね
。家
康
は
駿
府
を

選
ん
だ
理
由
に
、米

の
お
い
し
さ
も
挙
げ

て
い
ま
す
。

昇
太　

静
岡
の
米

と
い
え
ば
、お
酒
も

お
い
し
い
で
す
ね
！

日
本
酒
好
き
の
友

人
か
ら
も
、静
岡
の

酒
は
も
の
す
ご
く
評

価
が
高
い
ん
で
す
。

小
和
田　

旧
韮
山

町（
伊
豆
の
国
市
）

で
戦
国
時
代
か
ら
江

戸
初
期
に
造
ら
れ
、

徳
川
家
に
も
献
上

さ
れ
て
い
た
日
本
酒

を
有
志
の
方
が
復

活
さ
せ
た「
江
川
酒
」と
い
う
お
酒

も
、最
近
話
題
に
な
っ
て
い
る
そ

う
で
す
よ
。

昇
太　

そ
う
な
ん
で
す
か
!?
ぜ
ひ

飲
ん
で
み
た
い
で
す
ね
。「
開
運
」

と
い
う
お
酒
は
、家
康
に
も
ゆ
か

り
の
あ
る
高
天
神
城
跡
の
湧
き
水

を
使
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。酒
好
き

で
城
好
き
の
僕
に
は
た
ま
ら
な
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
！
ぜ
ひ
県
外
か

ら
来
ら
れ
る
旅
行
客
の
方
に
は
、

静
岡
の
お
刺
身
と
日
本
酒
で
酔
っ

払
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

小
和
田　

そ
れ
か
ら
家
康
は
、自

分
で
漢
方
薬
を
調
合
す
る
な
ど
、

健
康
オ
タ
ク
と
し
て
も
有
名
だ
っ

た
ん
で
す
よ
。あ
れ
だ
け
の
天
下

人
に
な
っ
て
、い
く
ら
で
も
ご
馳
走

を
食
べ
ら
れ
る
は
ず
な
の
に
麦
飯

が
大
好
物
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。陣
中
食
で
あ
り
、健
康
食
で

も
あ
る
浜
納
豆
も
好
ん
で
食
べ
て

い
た
よ
う
で
す
。

昇
太　

戦
で
生
き
残
っ
て
、食
べ

物
の
不
摂
生
で
命
を
縮
め
て
い
た

ら
意
味
が
な
い
で
す
も
ん
ね
。戦

国
武
将
っ
て
、も
ち
ろ
ん
一
人
ひ
と

り
の
資
質
も
あ
り
ま
す
が
、僕
は

常
々
ジ
ャ
ン
ケ
ン
み
た
い
な
も
の
だ

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。運
も
強
く

な
い
と
生
き
残
れ
な
い
。実
際
家

康
も
、三
方
ヶ
原
合
戦
で
敗
れ
て

い
る
し
、本
能
寺
の
変
で
も
大
脱

出
劇
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。い
つ

死
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
ぎ
り
ぎ

り
の
状
況
を
何
度
も
か
い
く
ぐ
っ

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、命
と
い
う

こ
と
に
対
し
て
は
人
一
倍
敏
感

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

静岡県庁別館にある展望ロビーから望む駿府城跡と静岡のまち（静岡市）

Special Conversation　小和田哲男×春風亭昇太

大河川を自然の堀として、
静岡県全体を一つの城郭と
捉えると、実に壮大ですね!
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家康は、前を走る人の行いを
冷静に分析しながら、着実に
力を付けた人物ですね。

小
和
田　

静
岡
県
内
に
は
、本
当
に

た
く
さ
ん
の
家
康
ゆ
か
り
の
ス
ポ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。先
ほ
ど
登
場
し
た

静
岡
市
の
臨
済
寺
や
清
見
寺
を
は

じ
め
、袋
井
市
の
可
睡
斎
、静
岡
市

の
増
善
寺
、そ
の
他
に
も
家
康
に
関

わ
り
の
あ
る
女
性
た
ち
が
眠
る
寺

な
ど
、寺
院
巡
り
も
家
康
旅
の
楽
し

み
方
の
一
つ
で
す
。

昇
太　

家
康
が
こ
の
道
を
、こ
の
階

段
を
歩
い
た
ん
だ
と
想
像
す
る
と

わ
く
わ
く
し
ま
す
。教
科
書
の
中
だ

け
で
勉
強
す
る
歴
史
と
は
、ま
っ
た

く
違
っ
た
感
じ
方
が
で
き
ま
す
よ

ね
。そ
れ
か
ら
、城
マ
ニ

ア
の
み
な
ら
ず
、甲
冑

好
き
で
も
あ
る
僕
と

し
て
は
、久
能
山
東
照

宮
も
お
す
す
め
！
東

照
宮
に
あ
る
博
物
館

に
は
、家
康
ゆ
か
り
の

品
々
を
は
じ
め
本
物

の
甲
冑
や
刀
剣
が
収

蔵
さ
れ
て
い
て
、日
本

人
の
美
に
対
す
る
こ

だ
わ
り
を
感
じ
ま
す
。

ぜ
ひ
本
物
を
目

に
し
て
、当
時
の

人
た
ち
の
思
い

を
感
じ
て
ほ
し
い

で
す
。

小
和
田　

そ
の

他
に
も
、浜
松
城

の
基
と
な
っ
た
引
間
城
跡
が
残
る

浜
松
東
照
宮
や
、三
方
ヶ
原
の
犀
ヶ

崖
古
戦
場
な
ど
見
ど
こ
ろ
は
尽
き

ま
せ
ん
ね
。特
に
、三
方
ヶ
原
合
戦

の
死
者
を
祀
る
た
め
に
建
て
ら
れ

た
宗
円
堂
、家
康
の
身
代
わ
り
と
し

て
命
を
落
と
し
た
夏
目
次
郎
左
衛

門
吉
信
の
石
碑
な

ど
、古
戦
場
跡
周

辺
は
興
味
深
い
ス

ポ
ッ
ト
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

昇
太　

僕
は
高
天

神
城
跡
を
訪
れ
る

と
キ
ュ
ン
と
し
ち
ゃ

い
ま
す（
笑
）。徳

川
、武
田
両
軍
の
決

戦
場
と
な
り
、武
田

家
崩
壊
の
き
っ
か

け
と
な
っ
た
城

で
も
あ
る
わ
け

で
す
が
、こ
こ

の
城
番
で
あ
る

岡
部
元
信
の

兄
と
家
康
は

人
質
時
代
の

親
友
だ
っ
た
か
ら
当
然
元
信
の
事

も
知
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。家
康
は

高
天
神
城
を
攻
め
た
時
、元
信
の
降

参
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
ま
す
が
、

信
長
か
ら
許
し
が
下
り
ず
、し
ぶ
し

ぶ
高
天
神
城
を
攻
め
落
と
し
ま
す
。

で
も
そ
の
後
、岡
部
一
族
を
優
遇
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
家
康
の
懐
の
深
さ

や
人
間
味
を
感
じ
て
、し
ん
み
り
し

て
し
ま
う
ん
で
す
。

小
和
田　

同
じ
く
中
部
エ
リ
ア
で

す
と
、掛
川
城
一
帯
も
外
せ
な
い
エ

リ
ア
で
す
よ
ね
。周
囲
に
は
、今
川

氏
真
が
掛
川
城
に
逃
げ
込
ん
だ
際
、

家
康
が
包
囲
す
る
た
め
に
造
っ
た

陣
城
跡
が
い
く
つ
か
残
り
ま
す
。

昇
太　

史
跡
の
善
し
悪
し
は
決
し

て
大
き
さ
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。そ

の
裏
に
秘
め
ら
れ
た
人
間
ド
ラ
マ
や

背
景
が
、今
の
時
代
に
生
き
る
我
々

の
心
を
動
か
す
と
思
い
ま
す
。

小
和
田　

家
康
が
天
下
を
取
れ
た

最
大
の
要
因
は
、歴
史
を
学
び
、信

長
や
秀
吉
と
い
う
前
を
走
っ
て
い
た

人
た
ち
の
良
い
面
、悪
い
面
を
し
っ

か
り
と
分
析
し
、悪
い
と
こ
ろ
は
正

し
、良
い
と
こ
ろ
は
取
り
入
れ
よ
う

と
貪
欲
に
学
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。

昇
太　

家
康
っ
て
、戦
国
レ
ー
ス
の

中
で
常
に
上
位
集
団
に
は
い
る
ん

だ
け
ど
、い
つ
も
集
団
の
後
方
に
い

高天神城跡遠景（掛川市）

夏目次郎左衛門吉信の石碑（浜松市）

さ
い
が

が
け
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Special Conversation　小和田哲男×春風亭昇太

る
。良
く
言
え
ば
ガ
ツ
ガ
ツ
し
て
い

な
い
と
い
う
か
、自
分
の
持
っ
て
い
る

力
の
範
囲
で
、身
の
丈
に
合
っ
た
こ

と
を
コ
ツ
コ
ツ
と
積
み
上
げ
る
タ
イ

プ
。こ
れ
っ
て
、す
ご
く
静
岡
県
民
っ

ぽ
い
な
っ
て
思
う
ん
で
す
。静
岡
の

人
っ
て
全
体
的
に
穏
や
か
と
い
う

か
、大
ら
か
と
い
う
か…

。

小
和
田　

確
か
に「
俺
が
俺
が
」と
い

う
気
質
は
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね（
笑
）。歴
史
を
学
び
、先
人

の
心
に
触
れ
、実
際
に
現
地
を
歩
い

て
家
康
の
息
吹
を
感
じ
て
い
た
だ
き

た
い
。そ
う
す
る
と
、歴
史
が
さ
ら
に

お
も
し
ろ
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

― 

春
風
亭
昇
太

お
わ
だ 

て
つ
お

静
岡
大
学
名
誉
教
授
・
文
学
博
士
。1
9
4
4

年
静
岡
市
生
ま
れ
。専
門
は
日
本
中
世
史
、戦

国
時
代
史
。研
究
書
の
み
な
ら
ず
、歴
史
を
わ

か
り
や
す
く
、楽
し
く
伝
え
る
著
書
を
多
数
刊

行
。N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
時
代
考
証
の
担
当
歴

も
多
数
。

し
ゅ
ん
ぷ
う
て
い
し
ょ
う
た

1
9
5
9
年
清
水
市（
現
・
静
岡
市
清
水
区
）

生
ま
れ
。日
本
テ
レ
ビ『
笑
点
』大
喜
利
メ
ン

バ
ー
と
し
て
、幅
広
い
世
代
か
ら
支
持
を
得

る
。自
他
共
に
認
め
る「
城
マ
ニ
ア
」で
著
書
に

「
城
あ
る
き
の
ス
ス
メ
」（
小
学
館
）が
あ
る
。

コ
ツ
コ
ツ
と
積
み
上
げ
る

謙
虚
な
家
康
の
姿
勢
は

静
岡
の
県
民
気
質
に
通
じ
る
!?



富士山

駿府城 巽櫓

富士富

14

る旅
250年以上続く、平和の時代の基礎づくりをした家康公。
その横顔は、知れば知るほど様 な々魅力に満ちている。
ふじのくに静岡には、そんな家康公にまつわる見どころがいっぱい。
歴史好き、城好きでなくとも、魅力に溢れている。
さぁ、家康公の旅へ出発しよう。

　

天
守
を
持
つ
掛
川
城
や
浜
松
城
は

も
ち
ろ
ん
、静
岡
に
は
城
マ
ニ
ア
の
コ
コ

ロ
を
く
す
ぐ
る
山
城
や
城
跡
が
い
っ
ぱ

い
。戦
国
ロ
マ
ン
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら

各
地
の
城
跡
を
訪
ね
歩
い
て
み
よ
う
。

み
ん
な
で

行
こ
う
！

家
康
を

め
ぐ
る
旅

家
族
旅
行
に

お
す
す
め
！

城
好
き
に

お
す
す
め
！

ビ
ギ
ナ
ー
に
お
す
す
め
！

家康公ゆかりの温泉を
はじめ、由緒ある寺社
仏閣などパワースポット
めぐりに最適。

大御所時代

静
岡
県

 

東
部 

編

40ページ

駿府城跡［中部］ P18

久能山東照宮［中部］ P22 

山中城跡［東部］ P46

掛川城［西部］ P35

　

家
康
公
は
教
科
書
く
ら
い
の
知
識
と
い
う
ビ
ギ

ナ
ー
は
、駿
府
城
や
東
照
宮
な
ど
、見
ど
こ
ろ
が

多
い
県
中
部
エ
リ
ア
が
お
す
す
め
。家
康
公
ゆ
か

り
の
ス
ポ
ッ
ト
も
多
く
ア
ク
セ
ス
も
便
利
だ
。

　

子
供
た
ち
と
一
緒
の
旅
行
な
ら
、お

城
周
辺
を
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
を
ピ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
訪

れ
て
は
い
か
が
。春
は
お
弁
当
を
持
っ

て
お
花
見
な
ど
も
お
す
す
め
だ
。

で

に

す
ん
ぷ



浜松城 掛川城川

15

［県全体ガイドマップ］

家康公をめぐ

　

カ
ッ
プ
ル
や
女
性
同
士
の
旅
行
な

ら
、家
康
公
ゆ
か
り
の
神
社
仏
閣
な

ど
を
訪
ね
る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
め
ぐ

り
に
出
か
け
て
み
よ
う
。家
康
公
ゆ
か

り
の
グ
ル
メ
も
味
わ
っ
て
み
た
い
。

　

家
康
公
の
部
下
の
使
い
方
や
組
織

の
つ
く
り
方
は
、現
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
に

も
通
用
す
る
知
恵
。数
々
の
ピ
ン
チ
を

乗
り
越
え
、家
臣（
部
下
）を
宝
と
し

た
家
康
公
に
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。

戦国時代の幾多の合戦
の跡が残る。苦難に満
ちた時代を乗り越えた
家康公に学ぼう。

浜松城時代

幼い竹千代が学んだ古刹
（こさつ）をはじめ、大御所
時代の家康公ゆかりの
スポットも隣接している。

竹千代・大御所時代

静
岡
県

 

中
部 

編

16ページ

静
岡
県

 

西
部 

編

32ページ

浜松城［西部］ P34とろろ汁 P56富士山本宮浅間大社［東部］ P45

三方ヶ原犀ヶ崖古戦場［西部］ P36

デ
ー
ト
に

お
す
す
め
！

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ンに

お
す
す
め
！

のののののもももも乗乗乗乗たた お



駿河湾

富士市

富
士
I
C

富
士
I
C

新富士IC新富士IC

富
士
川

ス
マ
ー
ト
I
C

富
士
川

ス
マ
ー
ト
I
C

岳南鉄道

新富士駅

富士富士
柚木柚木

富士川富士川

堅掘

入山瀬

富士根

吉原

東田子の浦
原

音羽町 春日町

柚木

JR
 東海
道本
線

JR
 東
海道
新幹
線

静
岡
鉄
道

南幹
線

67

384

静
岡
県 

 

編

家
康
公
の
城
づ
く
り
町
づ
く
り

【
静
岡
市
葵
区
】 

1
〜
5

M
A
P

18
・
19
ペ
ー
ジ

大
御
所 

家
康
公
の
光

【
静
岡
市
清
水
区
】 

6
〜
7 

【
静
岡
市
駿
河
区
】 

8 

【
焼
津
市
】 

9

M
A
P

20
・
21
ペ
ー
ジ

家
康
公
が
残
し
た
宝

【
静
岡
市
駿
河
区
】 

10 

【
静
岡
市
葵
区
】 

11
〜
12

M
A
P

22
・
23
ペ
ー
ジ

少
年
竹
千
代
が
行
く

【
静
岡
市
葵
区
】 

13
〜
17　
【
静
岡
市
清
水
区
】 

18

M
A
P

26
・
27
ペ
ー
ジ

家
康
公
ゆ
か
り
の
女
性
た
ち

【
静
岡
市
葵
区
】 

19
〜
22　
【
静
岡
市
清
水
区
】 

23

M
A
P

28
・
29
ペ
ー
ジ

逸
話
で
辿
る
家
康
公
の
足
跡

【
藤
枝
市
】 

24　
【
静
岡
市
清
水
区
】 

25
〜
26　
【
静
岡
市
葵
区
】 

27

M
A
P

30
・
31
ペ
ー
ジ

華
麗
な
国
宝
と
歴
史
ロ
マ
ン
を
堪
能

駿
河
湾
を
望
む
古
刹
を
め
ぐ
る

駿
府
城
下
町
を
悠
々
さ
ん
ぽ

ふ
る
さ
と
に
残
る
逸
話
の
数
々

家
康
公
を
愛
し
た
人
の
面
影
を
訪
ね
て

腕
白
で
勉
学
好
き
な
横
顔
に
親
し
み

中
部

【
牧
之
原
市
】 

28　
【
榛
原
郡
吉
田
町
】 

29

262622626
・
272727277
ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ
ー
ジ
ー
ジ

県
中
部
エ
リ
ア
は
、家
康
公
が
竹
千
代
と
呼
ば
れ
た
子
供
時
代
を
過
ご
し
、

後
に
大
御
所
と
呼
ば
れ
た
晩
年
期
を
過
ご
し
た
と
こ
ろ
。

人
気
ス
ポ
ッ
ト
そ
れ
ぞ
れ
が
比
較
的
近
く
、見
ど
こ
ろ
も
多
い
。

駿府城 巽櫓

26 西湖山林香寺
さい こ さん

静岡駅周辺拡大

20 蓮永寺

19 華陽院

2 鷹匠町
たか

れん

け よういん

えい じ

じょうまち

16



大井川

藤枝
バイ
パス

藤枝
バイ
パス

東海
道

東海
道

久能
街道

久能
街道

藁科街道藁科街道

清水
バイ
パス

清水
バイ
パス

身
延
道

身
延
道

静
清
バ
イ
パ
ス

静
清
バ
イ
パ
ス

相
良
バ
イ
パ
ス

相
良
バ
イ
パ
ス

静岡市

牧之原市

焼津市

藤枝市

32

60

27
29

75

76

79

73

34

69

31

81

84

362

473

1

150

52

52

新東名
高速道

路
新東名

高速道
路
東
名
高
速
道
路

東
名
高
速
道
路

清
水
I
C

清
水
I
C

静岡IC静岡IC

吉
田
I
C

吉
田
I
C

藤
枝
岡
部
I
C

藤
枝
岡
部
I
C

新
静
岡
I
C

新
静
岡
I
C

新
清
水
I
C

新
清
水
I
C

新
清
水
J
C
T

新
清
水
J
C
T

静
岡
ス
マ
ー
ト
I
C

静
岡
ス
マ
ー
ト
I
C

焼
津
I
C

焼
津
I
C

清水JCT清水JCT

清水いはらIC清水いはらIC

富士山静岡空港

JR 東
海道本

線

東海
道新
幹線

東海
道新
幹線

静岡鉄道

静岡駅

草薙草薙

安倍川安倍川

用宗

東静岡東静岡

焼津西焼津
藤枝

六合
島田

清水

興津

由比由比

蒲原

新蒲原

久能
街道

久能
街道

久能
街道

久久能
街道

久

清水清水清水清水
バイ
パス

バイ
パス

バイ
パス

バイ
パス

バイ
パス

バイ
パス

84
静岡I静岡I静岡I静岡I静静静静静岡I岡ICCCCCCCCCCC倍倍倍倍安倍安倍安倍安倍安安 川川川川川川川川川川川川川

東静東静東静東静東東静静静静静静岡岡岡岡静岡駅

新静岡

日吉町

JR
静岡
駅

北街
道

長谷通り

平成通り

昭和通り

安
倍
街
道

本
通
り

城
北
通
り27

紅葉山
庭園

◎静岡県庁

◎静岡市役所

安安安安安安安安安安安安

おすすめスポット静岡県［中部］編

4 薩摩土手

12 井川大日峠お茶蔵

17 増善寺

28 相良城本丸跡（牧之原市史料館）

29 能満寺小山城（能満寺山公園）

9 石脇浅間神社の
　　旗掛石

24 田中城跡と
　　田中城屋敷

8 丸子宿

25 海長寺

618 清見寺

7 清水港

10 久能山東照宮

23 江浄寺

かい

く のうざん

せいけん

こうじょうじ

じ

ちょうじ

せん

さが ら

まり こしゅく

げん

21 瑞龍寺

16 小梳神社

22 宝台院

14 臨済寺

13 竹千代像

1 駿府城跡
　　（駿府城公園）

3 茶町

515 静岡浅間神社

11 静岡市文化財資料館
27 若宮八幡宮 大楠

くすおお

すん

お ぐし

せん

りん
ずいりゅうじ

ざい じ

げん

ぷ

17
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●❶

家
康
公
の
城
づ
く
り
町
づ
く
り

大
御
所
政
治
の
舞
台
と
な
っ
た 

駿
府
城
と
城
下
町
の
繁
栄　

　

静
岡
市
中
心
部
に
は
、家
康
公
が

築
い
た
城
跡
や
町
割
が
残
る
。 

　

家
康
公
が
駿
府
城
を
築
い
た
の

は
駿
河
を
は
じ
め
五
カ
国
の
領
主

と
な
っ
た
1
5
8
5
年（
天
正
13

年
）、44
歳
の
と
き
。５
年
後
に
は
、

秀
吉
の
命
に
よ
り
江
戸
城
へ
移
る

が
、64
歳
で
将
軍
職
を
三
男
秀
忠
公

に
譲
る
と
大
御
所
と
し
て
再
び
駿

家
康
公
ゆ
か
り
の
祭
り 

　

家
康
公
が
建
穂
寺

に
参
拝
し
た
折
に
感
動

し
た「
稚
児
舞
」が
、静
岡
浅
間

神
社
の
例
大
祭「
廿
日
会
祭
」

で
も
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
か
。ま
た
、家
康
公

は
家
臣
を
連
れ
て
浅
間
神
社

へ
花
見
見
物
を
し
た
と
言
わ

れ
、「
大
御
所
花
見
行
列
」と

し
て
静
岡
ま
つ
り
で
再
現
さ

れ
て
い
る
。

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

駿
府
城
下
町
を
悠
々
さ
ん
ぽ

中

【
静
岡
市
葵
区
】

1 

駿
府
城
跡

2 

鷹
匠
町

3 

茶
町

4 

薩
摩
土
手

5 

静
岡
浅
間
神
社

◆徳川家康公の像
駿府城本丸跡に建つ、
駿府大御所時代の家康公。

1 駿府城跡

家に

家

康公
トリビア康公
リリビ

その一

P16・17MAP

●❸ ●❷

た
き
ょ
う
じ

ち

ご

ま
い

せ
ん

え

さ
い げ

ん

は
つ

か
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●❹

4薩摩土手
家康が駿府拡張に伴い築いた長さ４.3km
に及ぶ堤。薩摩藩の島津氏が運んだ石材に
より築かれたと伝えられている。

静岡市葵区井宮
☎054-251-5880
　（静岡観光コンベンション協会）

おすすめスポット静岡県［中部］編

❶巽櫓（たつみやぐら）:駿府城二ノ丸の東南角、
巽（辰巳）の方角に位置した三層二重の隅櫓は、
1989年（平成元年）に復元された。
❷東御門：駿府城への主要な出入り口で、ニノ丸
堀に架かる東御門橋と高麗門、櫓門、多門櫓で構
成される桝形門。石落しや鉄砲狭間など、堅固な
造りになっている。1996年（平成8年）に復元。
❸櫓門北面：東御門を構成する櫓門の正面。土
塀に、鉄砲狭間（てっぽうざま）・矢狭間（やざま）
などが見られる。 
❹紅葉山庭園：駿河の国の名勝を織り込んだ、
四季折々に美しい庭園。家康公お手植えのみか
んもある。

静岡市葵区駿府城公園1-1　☎054-251-0016 
開園時間／東御門・巽櫓・紅葉山庭園9:00～16:30 
休園日／月曜（祝日は開園）、祝日の翌日（庭園は開
園）、年末年始
入場料／東御門・巽櫓 大人２００円・小人５０円、
紅葉山庭園 大人１５０円・小人５０円

◆静岡まつり
静岡の春を彩る市民の祭り。華やか
な「大御所花見行列」など様々な催
しが繰り広げられる。4月の第1土・日
曜を中心に開催。

静岡まつり実行委員会事務局
（静岡市観光・シティプロモーション課）
☎054-221-0182  　

府
へ
戻
り
城
づ
く
り
に
着
手
。と
こ

ろ
が
、天
守
は
完
成
し
て
半
年
ほ
ど

で
焼
失
。城
内
で
は
不
審
火
が
多

く
、家
康
公
は
タ
バ
コ
が
原
因
だ
と

し
て「
喫
煙
禁
止
令
」を
出
し
た
ほ

ど
だ
。現
在
、当
時
の
堀
と
と
も
に

復
元
さ
れ
た
隅
櫓
な
ど
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

城
下
町
に「
駿
府
九
十
六
か
町
」

と
言
わ
れ
た
町
人
が
住
む
町
方
が

整
備
さ
れ
、今
の
市
街
地
の
原
型
と

な
っ
た
。町
名
に
は
当
時
の
ま
ま
の

名
前
が
多
く
残
っ
て
い
る
。例
え

ば
、両
替
町
は
家
康
公
が
京
都
伏

見
銀
座
を
駿
府
に
移
し
、金
銀
の
両

替
屋
が
あ
っ
た
町
。茶
町
や
鷹
匠
町

な
ど
家
康
公
の
趣
味
に
通
じ
る

人
々
が
住
む
町
も
あ
り
、駿
府
の
町

は
お
お
い
に
繁
栄
し
た
と
か
。 

　

町
の
安
全
性
に
も
配
慮
し
た
家

康
公
。安
倍
川
の
水
害
か
ら
守
る
た

め
薩
摩
土
手
を
築
き
、駿
府
用
水

と
呼
ば
れ
る
水
路
も
整
備
、一
部
は

防
火
用
水
や
農
業
用
水
と
し
て
活

用
さ
れ
た
。

5静岡浅間神社
静岡市葵区宮ケ崎町102-1
☎054-245-1820 

2鷹匠町
鷹狩りが趣味だった家康公。家康公の鷹狩
りに同行した鷹匠たちが住む町として武家
屋敷地に設けられた。

静岡市葵区鷹匠
☎054-251-5880
　（静岡観光コンベンション協会）

3茶町
茶の湯に親しんだ家康公が安倍川上流で
栽培された茶を扱う商人の町として誕生さ
せ、江戸時代から製茶問屋が軒を連ねた。

静岡市葵区茶町
☎054-251-5880
　（静岡観光コンベンション協会）

大御所花見行列

す
み
や
ぐ
ら

た
か
じ
ょ
う
ま
ち
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大
御
所 

家
康
公
の
光

朝比奈ちまき保存会
鈴木 秀樹会長 

【
静
岡
市
清
水
区
】

【
静
岡
市
駿
河
区
】

6 

清
見
寺

7 

清
水
港

8 

丸
子
宿

【
焼
津
市
】

9 

石
脇
浅
間
神
社
の
旗
掛
石

家
康
公
の
手
腕
が
光
る

外
交
政
策
と
国
内
政
策　

　

家
康
公
が
生
涯
の
お
よ
そ
三
分

の
一
を
過
ご
し
た
と
い
う
駿
府（
静

岡
市
）に
は
、二
百
六
十
年
余
に
渡

る
徳
川
の
時
代
の
礎
を
築
い
た
家

康
公
の
足
跡
が
数
多
く
残
る
。

　

幼
少
時
代
か
ら
関
わ
り
の
深
い
清

見
寺
は
、家
康
公
の
外
交
舞
台
の
一

つ
。1
6
0
7
年（
慶
長
12
年
）、関

❶清見寺本堂:家康公の師である臨済寺の雪斎和尚が再興した
縁で、本堂の裏には家康公手習の間がある。大御所時代にもた
びたび訪れたと伝えられている。
❷清見寺名勝庭園：家康公の指示で配したという「五木三石の
庭」。お手接ぎの臥竜梅、柿などの樹木と亀石、虎石などがある。

静岡市清水区興津清見寺町418-1
☎054-369-0028
拝観時間／8：30～16：30
拝観料／大人300円、中高生200円、小学生100円

6 清見寺

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

駿
河
湾
を
望
む
古
刹
を
め
ぐ
る

中

家
康
公
も
味
わ
っ
た

朝
比
奈
ち
ま
き 

藤
枝
市
岡
部
町
に
伝

わ
る「
朝
比
奈
ち
ま
き
」。こ
の

一
帯
を
治
め
て
い
た
と
い
う
朝

比
奈
一
族
の
所
蔵
伝
録
に
よ
る

と〝
出
陣
に
ち
ま
き
を
持
参
し

て
食
し
た
と
こ
ろ
、体
力
気
力

が
充
実
し
て
戦
勝
し
た
。こ
れ

を
家
康
公
が
聞
き
つ
け
、家
臣

の
彦
坂
九
兵
衛
に
命
じ
て
献

上
さ
せ
た
〞と
い
う
。「
椿
の
木

を
燃
や
し
た
灰
汁
に
も
ち
米

を
一
晩
漬
け
て
か
ら
蒸
し
、つ

い
た
も
ち
を
笹
の
葉
な
ど
で
包

み
ま
す
。と
て
も
手
間
が
か
か

り
ま
す
が
、腹
も
ち
が
よ
く
、

日
に
ち
が
た
っ
て
も
不
思
議
に

柔
ら
か
い
の
が
特
徴
で
す
。

家朝藤

家

康公
トリビア康公
リリビ

その二

P16・17MAP

せ
い

け
ん
じ
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◆朝比奈ちまき保存会
伝統の食べ物を後世に伝えたい
と2011年（平成２３年）に発足。
地域の小学校でのちまき作り体
験のほか、地域のイベントでは
ちまきの販売を行っている。

藤枝市岡部町
朝比奈地区  

文献を参考に作られた「朝比奈ちまき」（写真右）
昔は「ちまきの井戸」と呼ばれる井戸の水を使っ
たそうで、井戸が現在も残っている。（写真左）

係
が
冷
え
込
ん
で
い
た
朝
鮮
国
と
の

国
交
正
常
化
に
向
け
、四
六
七
人
の

朝
鮮
通
信
使
の
来
日
を
駿
府
で
実

現
さ
せ
た
。そ
の
と
き
の
通
信
使
宿

舎
が
清
見
寺
だ
。

　

水
運
整
備
に
も
力
を
注
い
だ
家

康
公
。戦
国
時
代
か
ら
軍
事
上
、重

要
な
湊
だ
っ
た
清
水
湊（
港
）を
海

上
交
通
の
要
衝
と
考
え
、巴
川
の
河

口
を
利
用
し
て
港
町
を
造
っ
た
。駿

府
城
と
清
水
湊
を
結
ぶ
巴
川
水
路

を
掘
削
し
、石
材
な
ど
多
く
の
物
資

が
巴
川
を
上
り
運
ば
れ
た
と
い
う
。

　

1
6
1
5
年（
元
和
元
年
）の
大

坂
夏
の
陣
で
は
、徳
川
軍
の
食
料
輸

送
な
ど
に
協
力
し
た
廻
船
問
屋
に

営
業
の
独
占
権
を
与
え
、湊
の
発
展

に
も
尽
く
し
た
。

　

天
下
統
一
に
は
陸
の
交
通
網
の
整

備
が
不
可
欠
と
考
え
た
家
康
公
は
、

1
6
0
1
年
（
慶
長
６
年
）に
江
戸

か
ら
京
ま
で
の
東
海
道
の
宿
場
を

定
め
、
伝
馬
制
を
し
い
た
。東
海
道

五
十
三
次
の
う
ち
静
岡
県
下
に
は

２２
宿
あ
る
。

7清水港
海上交通の要衝として発展した清水湊（港）は、東西の物資が盛
んに往来し、富士川を通じて送られた物資を江戸へ運ぶ拠点に
なった。多くの廻船問屋が軒を連ねていたという。

静岡市清水区入船町 

9石脇浅間神社の旗掛石
家康公が若き頃、武田軍の花沢城などを攻めたときに
家臣の原川新三郎の家を本陣として石に旗をかけ勝利
を祈ったとされる。大御所時代には鷹狩りで訪れ、石に
旗を立て、その力をしめしたという。

焼津市石脇705
☎054-626-6266（焼津市観光協会） 8丸子宿

鎌倉時代から交通の要衝として重要視されてきた歴史ある
宿場。日本橋を起点に品川から数えて20番目にあたる。駿
府城築城にあたり、丸子など近在からも石を集めたという。
丸子宿はとろろで知られるが、家康公もとろろや麦飯が好
物の一つだったという。

静岡市駿河区
☎054-251-5880（静岡観光コンベンション協会）

おすすめスポット静岡県［中部］編

いしわきせんげんじんじゃ はたかけいし

京
都
の
ち
ま
き
と
並
ぶ
、二
大

献
上
ち
ま
き
の
朝
比
奈
ち
ま

き
を
、も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人

に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す

ね
」と
朝
比
奈
ち
ま
き
保
存
会

の
鈴
木
会
長
。イ
ベ
ン
ト
な
ど

で
配
っ
た
と
こ
ろ
、大
好
評

だ
っ
た
と
か
。

て
ん
ま
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家
康
公
が
残
し
た
宝

10 久能山東照宮

【
静
岡
市
駿
河
区
】

10 

久
能
山
東
照
宮

【
静
岡
市
葵
区
】

11 

静
岡
市
文
化
財
資
料
館

12 

井
川
大
日
峠
お
茶
蔵

家
康
公
の
偉
大
さ
を
物
語
る

建
物
や
品
々 　

　

家
康
公
を
祀
る
東
照
宮
が
あ
る

場
所
と
し
て
知
ら
れ
る
久
能
山
。

古
く
は
、天
台
宗
久
能
寺（
現
在
の

鉄
舟
寺
）と
呼
ば
れ
た
山
岳
信
仰

の
寺
が
あ
っ
た
。今
川
氏
を
滅
ぼ
し

た
武
田
信
玄
は
、寺
を
移
転
さ
せ
て

「
久
能
山
城
」を
築
城
す
る
が
、武

田
氏
滅
亡
と
と
も
に
落
城
。そ
の

後
、大
御
所
家
康
公
が
堅
固
な
る

家
康
公
は
お
茶
が
好
き

　

家
康
公
は
お
茶
を
好

み
、駿
府
城
下
町
の
中

に
茶
の
取
引
を
専
門
と
す
る
町

（
茶
町
）を
誕
生
さ
せ
た
。現
在

も
そ
の
地
名
は
そ
の
ま
ま
残
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、安
倍
川
上
流
地
域
で

作
ら
れ
る
安
倍
茶
は
御
用
茶
と

し
て
献
上
さ
れ
た
。か
つ
て
井
川

大
日
峠
に
は
献
上
茶
を
保
存
す

る
お
茶
壺
屋
敷
が
あ
り
、「
山

口
・
大
般
若
・
志
賀
・
捨
子
・
金

森
・一
文
字
・
玉
虫
・
楊
柳
・
清

香
」な
ど
の
呼
び
名
で
知
ら
れ

た
名
器
の
茶
壷
に
お
茶
を
詰
め

て
厳
重
に
警
護
し
保
存
さ
れ
て

い
た
。標
高
1
2
0
0
m
の
山

奥
に
貯
蔵
し
た
理
由
は
、冷
蔵

庫
の
な
い
時
代
の
た
め
に
自
然

の
冷
蔵
庫
と
し
て
最
適
だ
っ
た

か
ら
だ
と
か
。大
日
峠
の
お
茶

壺
屋
敷
か
ら
は
、「
駿
府
の
お
茶

壷
道
中
」と
呼
ん
で
御
茶
道
師

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

華
麗
な
国
宝
と
歴
史
ロ
マ
ン
を
堪
能

中

P16・17MAP

家み

家

康公
トリビア康公
リリビ

その一

く

て
ん
だ
い
し
ゅ
う

て
っ
し
ゅ
う
じ

の
う
ざ
ん
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❶久能山東照宮社殿:当時の建築技術と芸術の粋を集めた「権現
造（ごんげんづくり）」の社殿は、日光東照宮など全国にある東照
宮の原型。平成22年（2010）に本殿・石の間・拝殿が国宝に指定
された。
❷神厩（しんきゅう）：家康公の愛馬を飼育するために建てられた
厩舎。名工、左甚五郎の手による愛馬そっくりの彫刻馬がある。
❸神廟：家康公の遺骸が埋葬された場所に建つ。三代将軍徳川
家光公によって、当初の祠のかわりに高さ5.5ｍ、まわり８ｍの石
塔が建てられた。
❹表参道石段：山下にある石鳥居から数えて1159段あり、ここ
からの眺望はすばらしい。

静岡市駿河区根古屋390
☎054-237-2438
拝観料／大人500円、小・中学生200円
参拝時間／9：00～17：00（10～３月は16：00まで）
※博物館は2013年9月末まで休館
参拝ルート／久能山下から徒歩または日本平山頂より日本平ロープ
ウェイ（5分）を利用

山
城
と
し
て
重
要
な
拠
点
に
し
た

と
い
う
。

　

家
康
公
は
遺
言
で「
遺
骸
は
久

能
山
に
埋
葬
す
る
よ
う
」と
家
臣

に
託
し
、元
和
2
年（
1
6
1
6
）

4
月
17
日
に
、駿
府
城
内
で
75
歳

の
生
涯
を
閉
じ
る
と
、そ
の
日
の
う

ち
に
久
能
山
へ
埋
葬
さ
れ
た
。同
年

５
月
に
は
、二
代
将
軍
秀
忠
公
の
命

に
よ
っ
て
、徳
川
頼
宣
公
が
総
奉
行

と
な
り
中
井
大
和
守
正
清
を
棟
梁

と
し
て
久
能
山
東
照
宮
が
着
工
さ

れ
、翌
年
12
月
に
は
豪
華
絢
爛
な

東
照
宮
が
完
成
し
た
。

　

山
の
下
に
あ
る
石
鳥
居
か
ら
数

え
て
１
１
５
９
段
の
石
段
が
続
く
。

極
彩
色
に
彩
ら
れ
た
楼
門
を
く
ぐ

り
、さ
ら
に
奥
に
進
む
と
ひ
と
際
き

ら
び
や
か
な
社
殿
が
あ
る
。そ
の
奥

に
は
家
康
公
を
祀
る
神
廟
が
あ
る
。

　

家
康
公
ゆ
か
り
の
品
々
は
、東

照
宮
博
物
館
の
ほ
か
静
岡
市
文
化

財
資
料
館
に
も
展
示
さ
れ
、「
勝
ふ

く
べ
」や「
軍
配
」を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

11静岡市文化財資料館
静岡浅間（せんげん）神社境内の湖畔にあり、
静岡浅間神社所蔵の神宝類などの展示をして
いる資料館。館内には家康公鷹狩立像がある。

静岡市葵区宮ケ崎町102-1静岡浅間神社内
☎054-245-3500 
開館時間／9：00～16：30
休館日／月曜日・祝日の翌日、年末年始
入館料／２００円（中学生以下は無料） 

◆駿府本山お茶まつり
　「駿府お茶壺道中」
毎年10月に新茶の時期に茶壺に詰めてお
茶蔵で保管された茶葉は、秋に行われるお
茶壺道中行列で蔵出しされ、茶壺を籠に乗
せて、時代衣装を身にまとった人々によって
久能山東照宮まで運ばれる。

駿府お茶壺道中 開催場所／静岡市葵区井川～
市街地～駿河区久能山東照宮
☎054-254-2111（静岡市役所）
開催時期／10月下旬

に
よ
り
お
茶
壺
が
大
切
に
運
ば

れ
、「
口
切
り
の
儀
式
」と
し
て

御
茶
壺
が
開
封
さ
れ
吟
味
さ
れ

た
後
、駿
府
城
に
運
ば
れ
て
家

康
公
が
飲
用
し
た
と
い
う
。平

成
14
年（
2
0
0
2
）に
井
川

大
日
峠
の
広
場
に
お
茶
蔵
が
復

元
さ
れ
て
い
る
。

おすすめスポット静岡県［中部］編

12 井川大日峠お茶蔵
江戸時代のお茶蔵を復元したもの
静岡市葵区井川3033番地
井川大日峠 ピクニック広場

よ
り
の
ぶ

そ
う

な
か
い

ま
さ
き
よ

し
ん
び
ょ
う

や
ま
と
の
か
み

ぶ
ぎ
ょ
う
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社
殿
の
奥
に
は

家
康
公
が
眠
る「
神
廟
」 

　
「
遺
骸
は
久
能
山
に
埋
葬
す
る
こ

と
」と
い
う
家
康
公
の
遺
命
に
よ

り
、元
和
2
年（
１
６
１
６
）に
亡

く
な
る
と
直
ち
に
久
能
山
東
照
宮

に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。家
康
公
の
遺

骸
が
埋
葬
さ
れ
た
場
所
に
立
つ
神

廟
は
、遺
命
に
従
い
西
向
き
に
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

翌
年
に
御
霊
は
分
霊
さ
れ
、日
光

東
照
宮
に
も
祀
ら
れ
ま
し
た
。日
本

中
に
東
照
宮
と
い
う
の
は
数
多
く

あ
り
ま
す
が
、家
康
公
を
最
初
に

祀
っ
た
原
点
と
も
い
う
べ
き
場
所
が

久
能
山
東
照
宮
な
の
で
す
。

平
和
へ
の
思
い
を
託
す  

　

拝
殿
の
正
面
上
部（
蟇
股
）に

は
、三
つ
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
お

り
、中
央
が
有
名
な「
司
馬
温
公
の

瓶
割
り
」の
図
で
す
。司
馬
温
公
が

子
ど
も
の
頃
、水
瓶
に
落
ち
た
友

達
を
助
け
る
た
め
に
大
切
な
水
瓶

を
割
っ
て
救
い
出
し
ま
す
。そ
の
話

を
聞
い
た
父
親
は
水
瓶
を
失
っ
た

こ
と
よ
り
友
達
の
命
を
救
っ
た
こ

と
を
褒
め
た
と
い
う
逸
話
を
題
材

に
し
た
も
の
で
す
。〝
生
命
の
尊
さ
〞

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、家
康
公

の
最
も
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
言

え
ま
す
ね
。国
民
一
人
ひ
と
り
の
命

を
大
切
に
し
て
平
和
な
国
を
築
く

と
い
う
考
え
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

社
殿
の
周
囲
を
囲
む
透
塀
の
腰

に
多
く
彫
ら
れ
た
動
物
と
果
実
、

家
康
公
と
久
能
山
東
照
宮

落
合
偉
洲 

宮
司
が
語
る

三
つ
の
彫
刻
と
洋
時
計

久
能
山
東
照
宮
に
隠
さ
れ
た 

家
康
公
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

❶【
司
馬
温
公
の
瓶
割
り
】

❷【
三
賢
人
と
瓢
箪
の
水
】

ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

ひ
で

く
に

徳
川
家
康
公
を
東
照
大
神
と
し
て
祀
る
久
能
山
東
照
宮
。

平
成
27
年（
２
０
１
５
）、家
康
公
が
亡
く
な
り
四
百
年
と
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、

七
年
の
歳
月
を
か
け
て
豪
華
絢
爛
な
社
殿
な
ど
が
蘇
っ
た
。

あ
で
や
か
な
社
殿
の
奥
に
は
、静
寂
な
雰
囲
気
の
中
、家
康
公
が
眠
る
神
廟
が
あ
る
。

戦
国
時
代
に
終
止
符
を
打
ち
、天
下
泰
平
の
世
を
目
指
し
た
家
康
公
。

久
能
山
東
照
宮
で
、そ
の
人
物
像
の一
端
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

し
か
え
る
ま
た

し
ん
び
ょ
う

ば
お
ん
こ
う

24



❷

❸

❹

おすすめコース［静岡中部］編

鳥
と
花
や
穀
物
な
ど
の
彫
刻
は
、

実
り
豊
か
で
平
和
な
イ
メ
ー
ジ
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。 

教
育
の
大
切
さ
を
刻
む

　

戦
に
勝
っ
て
も
人
々
が
欲
望
の

ま
ま
に
動
い
て
は
世
の
中
が
乱
れ

る
こ
と
を
学
び
、教
育
の
必
要
性

を
重
ん
じ
た
と
い
う
家
康
公
で
す

が
、そ
れ
は
右
側
の「
三
賢
人
」の

彫
刻
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。実
際
に

『
群
書
治
要
』と
い
う
、大
名
の
た

め
に
政
治
倫
理
の
手
本
に
な
る
書

物
の
刊
行
を
命
じ
て
い
ま
す
。同
時

に
、書
物
を
刷
る
た
め
に
金
属
活

字
を
作
ら
せ
て
い
ま
す
。

　

左
側
の「
瓢
箪
か
ら
駒
」は
、〝
あ

り
得
な
い
事
が
起
こ
る
〞現
代
風
に

い
え
ば〝
想
定
外
〞と
い
う
こ
と
か

ら
、常
に
実
直
に
謙
虚
に
と
い
う
教

え
で
す
ね
。

洋
時
計
に
見
る
外
交
政
策 

　

久
能
山
東
照
宮
に
は
家
康
公
を

は
じ
め
、徳
川
家
ゆ
か
り
の
品
々
も

多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
一
つ

が
ス
ペ
イ
ン
国
王
よ
り
家
康
公
へ

寄
贈
さ
れ
た「
洋
時
計
」で
す
。日

本
最
古
の
西
洋
時
計
で
あ
る
の
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、世
界
的
に
見
て

も
当
時
の
部
品
が
残
る
唯
一
の
時

計
で
す
。 

家
康
公
の
手
元
に
五
年

ほ
ど
保
管
さ
れ
、そ
の
後
に
二
代

将
軍
秀
忠
公
が
久
能
山
へ
持
っ
て

き
て
使
わ
れ
る
こ
と
な
く
保
管
さ

れ
た
た
め
、部
品
が
交
換
さ
れ
な

か
っ
た
の
が
幸
い
で
し
た
。

　

家
康
公
は
海
外
の
国
々
と
友
好

的
な
関
係
を
築
き
、戦
い
を
避
け

て
交
易
を
主
と
し
た
平
和
外
交
を

目
指
し
て
い
ま
し
た
。時
計
を
献

上
さ
れ
る
ゆ
え
ん
と
な
っ
た
ス
ペ

イ
ン
と
の
で
き
ご
と
も
そ
う
で
す
。

武
器
を
平
和
利
用
に
変
え
た

　

家
康
公
の
時
代
、戦
は
銃
が
主
で

し
た
が
、鉄
砲
や
火
薬
の
製
造
を
規

制
し
た
の
も
平
和
な
国
づ
く
り
の
一

環
で
す
。駿
府
城
で
は
、家
康
公
が

花
火
を
楽
し
ん
だ
と
い

う
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す

が
、火
薬
を
兵
器
で
は
な

く
平
和
な
も
の
へ
と
転
換

さ
せ
た
の
は
大
き
な
功
績

で
し
ょ
う
。久
能
山
東
照

宮
に
も
火
縄
銃
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
は

む
し
ろ「
平
和
」の
象
徴

で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。 ※

※
ス
ペ
イ
ン
領
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
臨
時
総
督
で
あ
っ
た

ド
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
を
乗
せ
た
船
が
、メ
キ
シ
コ
に
帰

国
す
る
途
中
で
難
破
し
日
本
に
漂
着
。大
御
所

家
康
公
は
、三
浦
按
針
こ
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ

ム
ズ
が
造
船
し
た
1
2
0
ト
ン
の
洋
式
船
を
提

供
し
、翌
年
に
ド
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
ほ
か
救
助
さ
れ

た
乗
組
員
を
外
交
交
渉
を
す
る
た
め
の
日
本
人

と
と
も
に
メ
キ
シ
コ
ま
で
送
り
届
け
た
。

❸【
瓢
箪
か
ら
駒
】

❹【
洋
時
計
】（
国
指
定
重
要
文
化
財
）

家康公が眠る神廟

火縄銃

ぐ
ん
し
ょ

ち
よ
う
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少
年
竹
千
代
が
行
く

14 臨済寺

大
御
所
を
作
っ
た

幼
少
時
の
学
び

　

臨
済
寺
、清
見
寺
の

住
職
を
兼
ね
た
太
原
雪
斎
に

つ
き
、竹
千
代
君
は
字
を
習

い
、書
籍
を
読
み
、兵
法
を
学

ん
だ
と
い
う
。両
方
の
寺
に
は
、

竹
千
代
君
が
学
ん
だ「
手
習
い

の
間
」が
あ
る
。焼
失
し
た
臨

済
寺
は
、江
戸
時
代
に
家
康
公

に
よ
り
復
元
さ
れ
た
。 13竹千代君像

静岡駅の北口駅前広場
にある人質時代の竹千
代君の像

【
静
岡
市
葵
区
】

13 

竹
千
代
君
像

【
静
岡
市
清
水
区
】

18 

清
見
寺

　

 

家
康
公
手
習
い
の
間

14 

臨
済
寺

15 

静
岡
浅
間
神
社

16 

小
梳
神
社

17 

増
善
寺

後
の
家
康
公
を
つ
く
っ
た

幼
少
時
代
ゆ
か
り
の
地 　

　

三
河
に
生
ま
れ
た
竹
千
代
君

（
家
康
公
）は
、人
質
と
し
て
駿
府

を
治
め
て
い
た
今
川
義
元
の
と
こ

臨済寺本堂：賤機山（しずはたやま）の山麓にある臨済宗妙心寺派の禅寺で、今川家の菩提寺。竹千代君
が教えを受けた太原雪斎和尚が住職を務めた。本堂は1587年（天正15年）に家康公が再建。

静岡市葵区大岩町7-1
☎０５４－２４５－２７４０
拝観／修行寺のため、公開は春・秋の特別拝観のみ

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

腕
白
で
勉
学
好
き
な
横
顔
に
親
し
み

中

大幼

家

康公
トリビア康公
リリビ

その五

P16・17MAP

ぎ
み
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人質として駿府に
来た竹千代君が立
ち寄り、武運長久
を祈願して今川義
元と対面したと伝
わる神社。元は駿
府城内にあった。

ろ
へ
送
ら
れ
、
８
歳
か
ら
19
歳
ま
で

の
12
年
を
過
ご
し
た
。

　

人
質
と
言
っ
て
も
、勉
学
す
る

機
会
が
与
え
ら
れ
様
々
な
人
か
ら

学
ん
だ
と
さ
れ
、臨
済
寺
の
和
尚

で
義
元
の
軍
師
で
も
あ
っ
た
太
原

雪
斎
も
そ
の
一
人
。早
く
か
ら
竹
千

代
君
の
才
能
を
見
抜
い
て
い
た
と

い
う
。寺
に
は
江
戸
時
代
に
復
元

さ
れ
た「
竹
千
代
君
手
習
い
の
間
」

が
あ
る
。

　

竹
千
代
君
が
14
歳
に
な
る
と
、

義
元
は「
元
」の
一
字
を
与
え
元
服

さ
せ
、竹
千
代
君
は
松
平
次
郎
三

郎
元
信
と
名
乗
る
。元
服
式
が
行

わ
れ
た
の
が
静
岡
浅
間
神
社
だ
。

　

増
善
寺
は
、等
膳
和
尚
と
岡
崎

時
代
か
ら
顔
見
知
り
だ
っ
た
こ
と

で
よ
く
訪
れ
た
場
所
。あ
る
と
き

寺
の
参
道
で
小
鳥
を
捕
っ
て
い
た

竹
千
代
君
。村
人
か
ら「
こ
の
寺
は

殺
生
禁
断
の
地
、殺
生
す
る
と
は

け
し
か
ら
ん
」と
叱
ら
れ
、話
を
聞

い
た
和
尚
か
ら
も
説
教
さ
れ
た
と

い
う
逸
話
が
残
る
。

神部神社・浅間神社・大歳御祖(おおとしみおや)神社を総称して静岡浅
間神社と呼ぶ。総漆塗りの壮大な社殿は、国の重要文化財に指定され
ている。楼門には「水呑の龍」「虎の子渡し」などの総漆塗の彫り物、二
層部分には「當國總社・冨士新宮」と書かれた扁額（へんがく）がある。
家康公は武田氏攻略にあたり戦勝を祈願し、必ず再建すべく祈誓を
して社殿を焼き払い後に造営。その後、火事により焼失するも、徳川
幕府により現在の社殿が再建された。

静岡市葵区宮ケ崎町102-1　☎054-245-1820
拝観時間／本殿の特別拝観10：00～16：00
拝観料／本殿の特別拝観　中学生以上500円、小学生300円

15 静岡浅間神社

静岡市葵区紺屋町7-13
☎054-252-6660 

18清見寺
家康公は大御所として駿府に来たときも、当
時の住職大輝和尚(第三世)に帰依し、再三、
訪れたという。

静岡市清水区興津清見寺町418-1
☎054-369-0028
拝観時間／8：30～16：30
拝観料／大人300円、中高生200円、小学生
100円 

家康公手習いの間手習いの間がある大方丈

16小梳神社

今川氏親（うじち
か）の菩提寺。竹
千代君は等膳和
尚を慕い、しばし
ば寺を訪れたと
いう。等膳和尚は
後に可睡斎（かす
いさい）住職に
なった。

静岡市葵区慈悲尾302
☎054-278-6333

17増善寺

おすすめスポット静岡県［中部］編

おぐし

り
ん
ざ
い

せ
っ
さ
い

た
い
げ
ん

せ
ん

と
う
ぜ
ん

げ
ん

じ

せいけん
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家
康
公
ゆ
か
り
の
女
性
た
ち家

康
公
苦
渋
の
決
断

　

家
康
公
の
嫡
男
、岡

崎
三
郎
信
康
公
は
、母

で
あ
る
築
山
御
前
と
も
ど
も

武
田
家
と
の
内
通
を
疑
わ
れ

て
、死
へ
追
い
や
ら
れ
る
と
い

う
悲
し
い
運
命
を
た
ど
っ
た
。

　

自
分
と
同
盟
を
結
ん
だ
家

康
公
に
、織
田
信
長
が
２
人
の

殺
害
を
命
じ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。築
山
御
前
は
殺
さ
れ
、

信
康
公
は
遠
州
二
俣
城
内
で

自
害
す
る
。背
景
に
は
信
康

公
の
正
室
徳
姫
か
ら
送
ら
れ

た
十
二
か
条
の
訴
状
に
内
通

の
件
な
ど
が
あ
り
、父
で
あ
る

信
長
が
激
怒
し
た
か
ら
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

19華陽院
元の名は知源院といい、家康公が源応尼（げんおうに）の50回忌の法要をした際に、その法名から
華陽院と改めたという。祖母、源応尼の墓と並んで家康公の娘、市姫や側室、お久の方の墓がある。
❶源応尼の墓：源応尼（於富（おとみ）の方）は、人質時代の家康公を世話した母方の祖母。浜松で
訃報を聞き、三河松（静岡の大火で焼失、現在の松は2代目）を墓所に植えることを頼み、その冥
福を祈ったという。
❷市姫の墓：1610年（慶長15年）に7歳で亡くなった家康公の娘の市姫は、源応尼の墓の隣りに
祀られている。市姫ゆかりの屏風が残されている。

静岡市葵区鷹匠2-24-18
☎054-252-3673

【
静
岡
市
葵
区
】

19 

華
陽
院

20 

蓮
永
寺

21 

瑞
龍
寺

22 

宝
台
院

【
静
岡
市
清
水
区
】

23 

江
浄
寺

家
康
公
と
と
も
に
時
代
の
波
に

翻
弄
さ
れ
た
様
々
な
人
生

　

二
人
の
正
室
と
十
五
人
の
側
室
が

い
た
と
さ
れ
る
家
康
公
。

　

16
歳
で
正
室
と
し
て
迎
え
た
の

は
、
今
川
義
元
の
姪
に
あ
た
る
築
山

御
前
。1
5
5
9
年（
永
禄
2
年
）

に
嫡
男
、信
康
公
を
生
ん
だ
が
、最

後
は
疑
い
を
か
け
ら
れ
浜
松
城
へ
戻

る
途
中
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
悲
劇

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

家
康
公
を
愛
し
た
人
の
面
影
を
訪
ね
て

中

家崎

家

康公
トリビア康公
リリビ

その五

P16・17MAP

ふ
た
ま
た

け よういん

つ
き
や
ま

ご
ぜ
ん
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23江浄寺
家康公の嫡男、岡崎三郎信康公の遺髪を
祀る御廟所（ごびょうしょ）がある。東海道
を往来する大名たちは行列を止め、必ず
この御廟に参ったという。

静岡市清水区江尻東三丁目６-６
☎０５４-３６６-５５６３

20蓮永寺
敬虔な日蓮宗の信者であった、家康公の側室、養珠院
（お万の方）が再興した寺。駿府城を守る鬼門として現
在の位置に建てられた。
❶仁王門：朱の門をくぐると大きなイチョウの木がある。
❷養珠院（お万の方）の供養搭：花崗岩（かこうがん）で
できた塔。静岡市指定文化財。

静岡市葵区沓谷2-7-1
☎０５４‐２４５‐１５３６ 

21瑞龍寺
家康公が住職を駿府城に集めて法門を聞いたとされる駿河七ヶ寺
の一つ。母が病気ということで京都に戻ったまま聚楽第（じゅらくて
い）で没した、家康公正室で秀吉の妹、旭姫の墓がある。
❶瑞龍寺：門柱の右には泰雲山、左には瑞龍寺とある。
❷旭姫の墓：旭姫の法名「瑞龍寺殿光室総旭大禅定尼（ずいりゅうじ
でんこうしつそうぎょくだいぜんじょうに）」から寺の名前になった。 

静岡市葵区井宮町48　☎054-271-2634

22宝台院
秀忠公が、現在の地に大
伽藍（だいがらん）を建
て大法要を営み、寺名も
金米山宝台院龍泉寺と
なった。 
西郷の局（お愛の方）の
墓：家康公の側室で二代
将軍徳川秀忠公の生母
である、西郷の局（お愛
の方）が眠る。

の
女
性
だ
。 

　

も
う
一
人
の
正
室
は
、浜
松
城
か

ら
駿
府
城
へ
移
っ
た
1
5
8
６
年

（
天
正
14
年
）に
迎
え
た
駿
河
御
前

（
旭
姫
ま
た
は
朝
日
姫
）。豊
臣
秀
吉

の
妹
で
、家
康
公
を
懐
柔
す
る
た
め

に
、秀
吉
に
よ
り
佐
治
日
向
守
と
離

縁
さ
せ
ら
れ
家
康
公
へ
嫁
が
さ
れ

た
。ま
さ
に
戦
乱
の
世
な
ら
で
は
の

婚
姻
だ
。

　

二
代
将
軍
秀
忠
公
の
生
母
に
な
る

西
郷
の
局（
お
愛
の
方
）は
、家
康
公

と
と
も
に
浜
松
城
で
戦
の
時
代
を
乗

り
越
え
、駿
府
へ
移
っ
て
３
年
も
経

た
な
い
う
ち
に
38
歳
と
い
う
短
い
生

涯
を
終
え
た
。

　

晩
年
の
家
康
公
に
寵
愛
さ
れ
た
お

万
の
方
は
、1
6
0
2
年（
慶
長
7

年
）に
紀
伊
徳
川
家
初
代
藩
主
の
頼

宣
公
を
、1
6
0
3
年（
慶
長
8
年
）

に
水
戸
徳
川
家
初
代
藩
主
の
頼
房

公
を
生
ん
だ
。敬
虔
な
日
蓮
宗
の
信

者
で
、家
康
公
が
亡
く
な
る
と
、三
日

後
に
は
髪
を
下
ろ
し「
養
珠
院
」と

号
し
た
。 

おすすめスポット静岡県［中部］編

静岡市葵区常磐町2丁目13-2　☎054-252-1090
拝観時間／9：00～17：00　休日／土・日曜、祝日、年末年始、お盆
拝観料／大人200円

こうじょうじ

れん

ずいりゅうじ

えい じ

あ
さ
ひ
ひ
め

ひ
ゅ
う
が
の
か
み

さ

じ

つ
ぼ
ね

ま
ん

の
ぶ

よ
り

よ
り

け
い

よ
う
じ
ゅ
い
ん

け
ん

ふ
さ
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逸
話
で
辿
る
家
康
公
の
足
跡

24田中城跡と田中城下屋敷
1537年（天文6年）に今川氏の家臣
である一色氏が築いた円形の城が田
中城。一色氏やその子孫の屋敷が
あったと伝えられ、田中城にあった本
丸櫓（やぐら）や茶室などが移築・復元
されている。家康公はこの城を気に入
り、鷹狩りの際は立ち寄ったという。

藤枝市田中3-14-1
☎054-644-3345（史跡田中城下屋敷）
開館時間／9：00～17：00
休館日／月曜日・祝日の翌日、年末年始
(12/28～1/4)

25海長寺 
平安朝に創建された天台宗の古刹（こさつ）で
徳川時代に現在の名前となる。徳川家とゆか
りが深く、寺領８石を与えられ、三つ葉葵が定
紋になっている。手前が朱印の椿。

静岡市清水区村松299
☎０５４‐３３４‐１９５９

【
藤
枝
市
】

【
静
岡
市
清
水
区
】

24 

田
中
城
跡
と
田
中
城
下
屋
敷

【
静
岡
市
葵
区
】

27 

若
宮
八
幡
宮 

大
楠

【
牧
之
原
市
】

28 

相
良
城
本
丸
跡

　

 

（
牧
之
原
市
史
料
館
）

【
榛
原
郡
吉
田
町
】

29 

能
満
寺

　

 

小
山
城（
能
満
寺
山
公
園
）

25 

海
長
寺 

26 

西
湖
山
林
香
寺

家
康
公
の
歴
史
を
彩
る

様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド　

　

家
康
公
は
竹
千
代
時
代
に
12
年
、

江
戸
へ
移
る
前
に
4
年
、大
御
所
と
し

て
10
年
を
駿
府
で
過
ご
し
た
。駿
府
城

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

ふ
る
さ
と
に
残
る
逸
話
の
数
々

中

泣
く
蘇
鉄
に

家
康
公
も
び
っ
く
り

　

能
満
寺
の
本
堂
前
に

あ
る
高
さ
約
６
m
、幹
の
太
さ

約
５
m
の
大
き
な
蘇
鉄
は
安
倍

晴
明
が
中
国
か
ら
持
ち
帰
り
、

植
え
た
も
の
と
か
。日
本
三
大

蘇
鉄
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い

る
。家
康
公
は
こ
の
蘇
鉄
を
気

に
入
っ
て
駿
府
城
内
に
移
し
た

と
こ
ろ
、「
寺
へ
帰
り
た
い
」と

夜
ご
と
泣
く
の
で
、再
び
寺
に

戻
し
た
と
い
う
伝
説
が
残
る
。 

　

能
満
寺
の
あ
る
一
帯
は
、能

満
寺
山
公
園
と
し
て
整
備
さ

れ
、展
望
台 

小
山
城
も
あ
る
。

泣家

家

康公
トリビア公 リリビ
その二

P16・17MAP

そ

の
う
ま
ん
じ て

つ
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武田信玄が築いた小山城は、家康公との激しい戦い
が繰り広げられた場所。敗北を悟った武田方は城に
火をかけ、甲州へ落ちたという。現在は展望台として
建てられた天守閣があり、中は史料館になっていて、
武田氏ゆかりの品々などが展示されている。 

榛原郡吉田町片岡2519-1能満寺山公園内
☎0548-33-2122（吉田町産業課）
開館時間／9:00～16:30 休館日／月曜日（祝日の場合
は開館）、祝日の翌日
入館料／展望台 小山城入場料200円 

29展望台 小山城 

26西湖山林香寺
山号は境内から眺める駿河湾の情景が中国の西湖に似ていることか
ら。山椒の献上を命じた家康公から、13石余と山林や竹林の諸役御
免の朱印状が与えられたという。

静岡市清水区由比東山寺38　☎054-375-2422 

28相良城本丸跡（牧之原市史料館）
相良城は相良御殿とされ、家康公の鷹狩りに用いられた。その後、1768年（明和
5年）に田沼意次（おきつぐ）が徳川10代将軍の命により築城した。相良城本丸跡
に建つ史料館には、田沼氏、相良氏、本多氏ゆかりの資料などが展示されている。

牧ノ原市相良275-2　☎0548-53-2625　開館時間／9：00～16：00
休館日／月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日、年末年始（12月28日～1月4日）
入館料／大人210円、高校生以下100円

27若宮八幡宮 大楠
樹齢１０００年を超える巨木
の大楠は、静岡市天然記念
物に指定されている。大御
所となった家康公も木の下
で休んだとか。 

静岡市葵区浅間町1-40
☎054-251-5880
（静岡観光コンベンション協会） 

下
を
は
じ
め
、周
辺
に
は
多
く
の
逸
話

が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

家
康
公
は
鷹
狩
り
が
好
き
で
あ
ち

ら
こ
ち
ら
へ
出
か
け
た
と
い
う
が
、そ

の
際
の
話
も
多
い
。林
香
寺
の
山
椒
に

ま
つ
わ
る
話
は
、鷹
狩
り
の
帰
り
に
立

ち
寄
っ
た
折
、家
康
公
が
所
望
し
た
冷

水
に
、和
尚
が
山
椒
を
浮
か
べ
て
献
上

し
た
と
こ
ろ
、香
り
を
気
に
入
り
、山

椒
の
献
上
を
命
じ
た
と
い
う
も
の
。真

意
は
定
か
で
な
い
が
、家
康
公
死
因
説

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る「
興
津
鯛
の

天
婦
羅
」は
、田
中
城
で
の
で
き
ご
と
。

鷹
狩
り
の
帰
り
、こ
こ
で
食
べ
た
天
婦

羅
で
体
調
を
崩
し
た
と
い
う
。

　

戦
で
東
奔
西
走
し
た
家
康
公
は
、と

き
に
は
敵
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
身
を

隠
し
た
こ
と
も
あ
り
、牧
之
原
市（
家

康
の
か
く
れ
井
戸
）や
、海
長
寺
な
ど

に
逸
話
が
伝
わ
る
。海
長
寺
の
椿
の
大

樹
に
隠
れ
た
と
き
は
、寺
の
僧
侶
が

「
も
し
家
康
公
が
い
な
け
れ
ば
ど
う
す

る
か
」と
言
っ
た
の
に
対
し
、追
手
の
今

福
丹
波
は「
首
を
与
え
る
」と
約
束

し
、見
つ
け
出
せ
ず
自
害
し
た
と
い
う
。

●能満寺
榛原郡吉田町片岡２５１７‐１
☎0548-32-1555

おすすめスポット静岡県［中部］編

さ
ん
し
ょ
う

お
き

て
ん

い
ま

ふ
く
た
ん
ば

ぷ

ら

か
い
ち
ょ
う
じ つ

だ
い

おおくす

さい こ さん

さが ら
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坂
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3 掛川城

4 高天神城跡

5 獅子ヶ鼻砦跡 県
西
部
エ
リ
ア
は
、家
康
公
が
青
壮
年
期
を
過
ご
し
た
浜
松
城
や

唯一の
負
け
戦
と
い
わ
れ
る
三
方
ヶ
原
の
合
戦
地
な
ど
が
見
ど
こ
ろ
。

苦
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
家
康
公
の
姿
に
思
い
を
馳
せ
て
み
よ
う
。

静
岡
県 

 

編

西
部

家
康
公
ゆ
か
り
の
城
め
ぐ
り

【
浜
松
市
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1
〜
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【
掛
川
市
】 

3
〜
4　
【
菊
川
市
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5

M
A
P

34
・
35
ペ
ー
ジ

三
方
ヶ
原
合
戦
の
足
跡

【
浜
松
市
】 

6
〜
9　
【
磐
田
市
】 
10

M
A
P

36
・
37
ペ
ー
ジ

家
康
公
と
息
子
た
ち
ゆ
か
り
の
地

【
浜
松
市
】 

11
〜
15　
【
湖
西
市
】 

16　
【
袋
井
市
】 
17

M
A
P

38
・
39
ペ
ー
ジ

喜
び
と
悲
哀
と
。家
族
の
も
の
が
た
り
を
探
る

最
大
の
ピ
ン
チ
、激
闘
に
思
い
を
馳
せ
る

戦
国
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
名
城
、山
城
を
訪
ね
る

若き日の徳川家康公像

たか

し が はな

てんじん

し
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JR
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六間通り
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東海道
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野
口
大
通
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広
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路
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16 本興寺
13 太刀洗の池

12 中村家住宅

6 三方ヶ原犀ヶ崖古戦場
　　犀ヶ崖資料館（宗円堂）

14 五社神社・諏訪神社

1 浜松城

7 浜松八幡宮の
　　雲立の楠

2 浜松東照宮（引間城跡）

10 一言観音

10 一言坂の戦跡

11 清瀧寺9 鳥羽山城址

8 二俣城址

17 秋葉総本殿
　　可睡斎

15 気賀関所

浜松駅周辺拡大
さい

ひく

ご しゃ す わ

くも たち くす

ま

さい が がけ

が がけ

またふた

りゅうせい
やま

じ
と

き

ほん

た ちあらい

こう じ

が

ば

か すいさい
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家
康
公
ゆ
か
り
の
城
め
ぐ
り

浜松観光ボランティアガイドの会
池谷 勝利さん

困
難
を
乗
り
越
え
て

家
康
公
ゆ
か
り
の
城
め
ぐ
り

　

立
身
出
世
で
知
ら
れ
る
場
所
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、家
康
公
が
29
歳

か
ら
16
年
間
を
過
ご
し
た
浜
松
城

は
、最
強
の
出
世
ス
ポ
ッ
ト
の
ひ
と

つ
だ
。家
康
公
は
こ
こ
を
拠
点
に

1 浜松城

【
浜
松
市
】

1 

浜
松
城

【
掛
川
市
】

3 

掛
川
城

4 

高
天
神
城
跡

【
菊
川
市
】

5 

獅
子
ヶ
鼻
砦
跡

2 

浜
松
東
照
宮（
引
間
城
跡
）

●❶

●❷●❸●❹

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

戦
国
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
名
城
、山
城
を
訪
ね
る

西

見
ど
こ
ろ
満
載
の

浜
松
を
案
内
し
ま
す

　

私
が
お
す
す
め
す
る

見
ど
こ
ろ
は
、浜
松
城
の
石
垣
。

と
く
に
、野
面
積
み
の
石
垣
と

埋
門
南
側
の
屏
風
折
れ
の
石
垣

（
写
真
❷
）に
注
目
し
て
ほ
し
い

で
す
ね
。石
垣
を
屏
風
の
よ
う

に
折
り
曲
げ
、敵
の
攻
撃
を
受

け
難
く
し
た
そ
う
で
す
。ま
た
、

浜
松
城
公
園
か
ら
歩
い
て
行
け

る
浜
松
東
照
宮
も
お
す
す
め
で

す
。こ
の
ほ
か
、二
代
将
軍
の
秀

忠
公
ゆ
か
り
の
五
社
神
社
や
、

家
康
公
が
武
運
長
久
を
祈
っ
た

と
伝
え
ら
れ
る
浜
松
八
幡
宮
も

風
情
が
あ
り
ま
す
。私
自
身
は
、

家
康
公
の
旗
印『
厭
離
穢
土 

欣

求
浄
土
』が
と
て
も
好
き
で
、家

※厭離穢土 欣求浄土（おんりえど ごんぐじょうど）とは…苦悩の多い穢れたこの世を厭（いと）い
離れたいと願い、心から欣（よろこ）んで平和な極楽浄土を冀（こいねが）うこと。

見浜

家

康公
トリビア康公
リリビ

その六

P32・33MAP

※
お
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ご
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り

ぐ

ど

じ
ょ
う

え

ど
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浜松城の前身である引間城跡に
ある浜松東照宮は、権現（ごんげ
ん）様（家康公）をまつる神社。社
殿には徳川家の家紋「三つ葉葵」
があり、境内にはかつて引間城が
あったことを示す「曳馬城跡」と刻
まれた史跡碑もある。

浜松市中区元城町111-2

2浜松東照宮（引間城跡）

領
土
拡
大
の
足
固
め
を
行
い
、出

世
街
道
を
邁
進
し
た
か
ら
だ
。家

康
公
が
去
っ
て
か
ら
も
、浜
松
城

主
に
な
る
と
幕
府
の
要
職
に
登
用

さ
れ
る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
出
世
城
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

信
玄
が
駿
河
を
手
に
入
れ
、遠

江
国
や
そ
の
先
の
三
河
侵
攻
を
意

図
し
て
お
り
、家
康
公
は
信
玄
の

侵
攻
に
備
え
て
遠
州
一
帯
を
見
渡

せ
る
三
方
原
台
地
の
東
南
端
に
浜

松
城
を
築
い
た
。

　

荒
々
し
く
戦
場
を
駆
け
ま
わ
っ

た
浜
松
城
時
代
の
家
康
公
。天
下

統
一
を
果
た
し
て
か
ら
は
、戦
の
な

い
世
の
中
を
つ
く
ろ
う
と
力
を
尽

く
し
た
。こ
れ
も
、戦
と
い
う
試
練

を
い
く
つ
も
経
験
し
た
せ
い
か
も

し
れ
な
い
。

　

こ
の
他
、静
岡
県
西
部
エ
リ
ア

に
は
掛
川
城
や
高
天
神
城
跡
、獅

子
ヶ
鼻
砦
跡
な
ど
、家
康
公
ゆ
か

り
の
ス
ポ
ッ
ト
が
多
く
、観
光
地

と
し
て
も
人
気
だ
。

❶浜松城 天守:昭和33年に再建されたもの。現
在、天守の展望台からは絶景が楽しめ、晴れた日
は東に富士山も見える。
❷浜松城の石垣:自然石を積み上げる野面積み
の石垣が当時の面影語る。埋門近くの「屏風折
れ」の石垣にも注目しよう。
❸徳川家康：浜松城公園にある家康の石像。若
き日の姿を見ることができる。
❹蜜柑の木：晩年、駿府城に隠居した家康に紀
州から蜜柑の木が献上された。この蜜柑の木は、
献上された木から接木したもの。
※天守門工事のため写真の場所に蜜柑の木はありません

浜松市中区元城町100-2
☎053-453-3872（浜松城）
☎053-457-2295（浜松市役所 観光交流課）　
営業時間／8:30～16：30
休館日／12月29日～31日
入場料／大人個人（高校生以上）150円

❶掛川城 天守:東海の名城とも呼ばれた美しい掛川城。天下取りを目指す武将
にとって、重要な拠点だった。
❷掛川城二の丸御殿：国の重要文化財指定の貴重な建築物。江戸時代の藩政
治や、大名の生活に思いを馳せたい。

掛川市掛川1138-24
☎0537-22-1146
営業時間／2月1日～10月31日まで9：00～17：00（入館16：30まで）、
11月1日～1月31日9：00～16：30（入館16：00まで）
利用料金／大人400円、小中学生150円

5獅子ヶ鼻砦跡
家康公が高天神城を落とすため
に築いた6砦のひとつ。砦跡か
らは富士山も見える。

菊川市大石地内
☎0537-35-0936
（菊川市建設経済部商工観光課）

4高天神城跡
「高天神城を制する者は遠州を
制す」といわれ、徳川軍と武田
軍が争奪戦を繰り広げた。

掛川市上土方峰向
☎0537-21-1149
（掛川市役所 商業労政観光課）

3 掛川城

●❷ ●❶

おすすめスポット静岡県［西部］編

康
公
は
平
和
を
心
か
ら
願
っ
た

人
だ
と
思
い
ま
す
。家
康
公
ゆ

か
り
の
旧
跡
が
多
く
残
る
浜
松

へ
、ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆浜松観光ボランティア
   ガイドの会
平成11年に設立。100名を超
える会員が浜松城を中心に旧浜
松市内で活動。浜松城には毎日
10時から15時まで会員が交代
で常駐している。浜松城以外の
「家康の散歩道」などの案内は
予約が必要。（1週間前までに）

浜松市中区元城町100-2
☎053-456-1303（浜松城内）

ま
い
し
ん

た
か

は
な

て
ん
じ
ん

し

し

が

ひく ま
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●❶●❷

三
方
ヶ
原
合
戦
の
足
跡

家
康
公
の
人
生
の
転
機

三
方
ヶ
原
合
戦
の
地
へ

　

家
康
公
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い

え
ば
、忍
耐
強
く
、熟
考
し
て
行
動

す
る
慎
重
派
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
。し
か
し
、若
い
頃
は
血
気
盛

ん
な
向
こ
う
見
ず
だ
っ
た
ら
し
い
。

そ
ん
な
一
面
を
う
か
が
い
知
る
こ

6三方ヶ原犀ヶ崖古戦場
　犀ヶ崖資料館（宗円堂）
❶犀ヶ崖資料館（宗円堂）:現在は資料館
として合戦などの資料を展示する宗円
堂。三方ヶ原合戦における徳川・武田両
軍の死者を祀るため、建立されたと伝え
られている。
❷犀ヶ崖古戦場：浜松城に逃げ帰った徳
川軍が、その周辺に野営していた武田軍
に奇襲をかけて打ち勝ったと伝えられる
場所。現在は犀ヶ崖古戦場として県の史
跡に指定。

浜松市中区鹿谷町25-10
☎053-472-8383（犀ヶ崖資料館）
開館時間／9:00～17:00
休館日／月曜、年末年始、祝日の翌日（翌日が
土・日などの場合は変更）　入館料／なし

7浜松八幡宮の「雲立の楠」
三方ヶ原合戦に敗れた家康公は浜松八幡宮に逃れ、社前の楠の洞
穴に潜んだ。その時、楠から瑞雲（ずいうん）が立ち上ったことから
「雲立の楠」と呼ばれるようになったという。「雲立の楠」は静岡県
の天然記念物に指定されている。

浜松市中区八幡町2
☎053-461-3429（代）

【
浜
松
市
】

6 

三
方
ヶ
原
犀
ヶ
崖
古
戦
場

　

 

犀
ヶ
崖
資
料
館（
宗
円
堂
）

10 

一
言
坂
の
戦
跡
・一
言
観
音

7 

浜
松
八
幡
宮
の
雲
立
の
楠

8 

二
俣
城
址

9 

鳥
羽
山
城
址

【
磐
田
市
】

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

最
大
の
ピ
ン
チ
、激
闘
に
思
い
を
馳
せ
る

西

地
名
や
名
字
に
残
る

家
康
公
の
伝
説

　

三
方
ヶ
原
合
戦
に
敗

れ
て
浜
松
城
に
逃
げ
帰
っ
た
家

康
公
に
は
い
く
つ
か
伝
説
が
あ

り
、そ
れ
が
地
名
や
名
字
と

な
っ
て
残
っ
て
い
る
。例
え
ば
、

現
在
の「
小
豆
餅
」と
い
う
地
名

は
、逃
げ
る
途
中
に
茶
店
で
小

豆
餅
を
食
べ
た
と
さ
れ
る
場

所
。こ
の
時
、武
田
軍
が
追
っ
て

来
た
た
め
、慌
て
た
家
康
公
は

お
金
も
払
わ
ず
逃
げ
て
し
ま
っ

た
。茶
店
の
お
婆
さ
ん
が
追
い

か
け
、小
豆
餅
の
代
金
を
受
け

取
っ
た
場
所
が「
銭
取
」の
地
名

と
な
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
他
に
も
、家
康
公
は
逃

げ
る
う
ち
に
空
腹
に
な
り
、農

地家

家

康公
トリビア康公
リリビ

その七

P32・33MAP

くもたち くす

ぜ
に

あ
ず
き
も
ち

と
り
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と
が
で
き
る
の
が
、武
田
信
玄
と

激
突
し
た
三
方
ヶ
原
合
戦
だ
。

　

上
洛
を
狙
う
信
玄
は
徳
川
方
の

二
俣
城
を
攻
め
落
と
し
た
。そ
の

後
、家
康
公
の
い
た
浜
松
城
に
は

見
向
き
も
せ
ず
、三
方
ヶ
原
を
通

過
し
よ
う
と
し
て
い
た
。31
歳
の
家

康
は
そ
れ
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き

ず
、自
分
か
ら
攻
め
込
ん
で
い
っ
た

の
だ
。そ
の
時
、武
田
軍
が
3
万

だ
っ
た
の
に
対
し
、家
康
公
の
軍
勢

は
わ
ず
か
1
万
足
ら
ず
。た
ち
ま

ち
敗
軍
と
な
り
、家
康
公
は
家
臣

の
ふ
り
を
し
て
浜
松
城
に
戻
っ
た

と
い
わ
れ
る
。

　

人
生
最
大
の
敗
北
で
あ
り
、そ

の
後
の
家
康
公
に
貴
重
な
教
訓
を

も
た
ら
し
た
と
い
わ
れ
る
三
方
ヶ

原
合
戦
。敗
走
す
る
家
康
公
が
身

を
隠
し
た
浜
松
八
幡
宮
、武
田
軍

を
徳
川
軍
が
急
襲
し
て
打
ち
破
っ

た
と
い
う
犀
ヶ
崖
古
戦
場
な
ど
、

家
康
公
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

と
な
っ
た
合
戦
ゆ
か
り
の
地
を
た

ど
っ
て
み
よ
う
。

9鳥羽山城址
現在は鳥羽山公園となり、桜の名所として有名。鳥羽山城は
家康公が二俣城を攻める際に築いた4つの付城（城を攻める
際に築く城）のひとつ。中でも鳥羽山城は最大の規模と堅固
さを誇り、二俣城攻略の本陣とされる。

浜松市天竜区二俣町二俣
☎053-922-0033（天竜区役所まちづくり推進課）

8二俣城址
建造物はないが、戦国時代は今川、武田、徳川の争いの舞台
となった。城址史跡には、家康公が活躍した時代のままの石
垣が残り、歴史ロマンも感じられる。高台に位置するため、眼
下には天竜川などの眺望が広がる。

浜松市天竜区二俣町二俣
☎053-922-0033（天竜区役所まちづくり推進課）

10一言坂の戦跡・一言観音
三方ヶ原合戦の前哨戦で破れて逃げる徳川軍と追いかける武
田軍が、再び合戦になった地が一言坂。武田軍に追いつかれた
家康公は一言観音に立ち寄り、勝利を祈願したという。一言観
音は一生に一度、一言だけ願いを叶えてくれるといわれ、家康
公も無事に退却できた。

磐田市一言797
☎0538-32-1024（一言観音〈智恩斎〉）

おすすめスポット静岡県［西部］編

家
の
老
夫
婦
に
お
か
ゆ
を
何
杯

も
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
。そ
の
お

礼
と
し
て
、老
夫
婦
に「
小
粥
」

と
い
う
名
字
と
、丸
に
二
引
き

の
家
紋
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。

小豆餅銭 取小 粥
おがい

さ
い

が
が
け

ふ
た
ま
た

やまと ば

お
が
い
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家
康
公
と
息
子
た
ち
ゆ
か
り
の
地

秋葉総本殿 可睡斎
佐瀬道淳 斎主老師　

悲
喜
こ
も
ご
も

家
康
公
の
息
子
た
ち

　

戦
国
時
代
の
武
将
は
、正
妻
の
他

に
何
人
も
の
側
室
を
持
つ
こ
と
は

当
た
り
前
で
、子
ど
も
の
数
も
多

い
。家
康
公
も
息
子
が
11
人
い
た
と

11清瀧寺
非業の死を遂げた家康公の嫡男・信康。清瀧寺は信
康を弔うため、家康公が建立した寺。寺の奥には信
康廟がある。毎年10月、信康の霊を慰める「信康まつ
り」が行われる。

浜松市天竜区二俣町二俣1405
☎053-925-3748
開館時間／9：00～17：00
入場料／境内自由

12中村家住宅
家康公の側室・お万（まん）の方が、家康公の第二子・於義丸（おぎまる）（後の結城
秀康）を出産した屋敷。出産時の胞衣（えな）（後産）を埋めた胞衣塚も現存する。

浜松市西区雄踏町宇布見4912-1
☎053-596-5585
開館日／金曜・土曜・日曜、祝日（12月28日～1月4日は休館）
会館時間／9：30～16：30（入館は16：00まで）
観覧料／高校生以上200円、小中学生100円

【
浜
松
市
】

11 

清
瀧
寺

【
湖
西
市
】

16 

本
興
寺

【
袋
井
市
】

17 

秋
葉
総
本
殿　

可
睡
斎

14 

五
社
神
社
・
諏
訪
神
社

12 

中
村
家
住
宅

13 

太
刀
洗
の
池

15 

気
賀
関
所

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

喜
び
と
悲
哀
と
。家
族
の
も
の
が
た
り
を
探
る

西

家
康
公
と
関
わ
り
が
深
い
可
睡
斎

　

寺
号
の「
可
睡
齋
」は
、家
康
公
に
よ
り
名
付

け
ら
れ
た
も
の
で
す
。こ
れ
に
は
逸
話
が
あ
り

ま
し
て
、11
代
目
の
住
職
、仙
麟
等
膳
和
尚
は
、

竹
千
代
君（
家
康
公
）を
助
け
た
の
が
縁
で
浜

松
城
主
に
な
っ
た
家
康
公
と
対
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
が
、そ
の
場
で
居
眠
り
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。そ

れ
を
家
康
公
は「
和
尚
、眠
る
べ
し
」 

と
許
し
た
だ
け

で
な
く
、可
睡
和
尚
と
い
う
名
を
付
け
、寺
の
名
前
も

東
陽
軒
か
ら「
可
睡
齋
」と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。家
康

公
は
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
人
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

十
万
石
の
待
遇
を
受
け
、住
職
は
一
帯
の
寺
院
を
統

括
す
る
東
海
大
僧
録
司
を
務
め
ま
し
た
。住
職
も
12

家けま

家

康公
トリビア康公
リリビ

その七

P32・33MAP

そ
う
ろ
く

し

と
う
よ
う
け
ん

か
す
い
さ
い

せ
ん
り
ん
と
う
ぜ
ん

か
す
い
さ
い

せいりゅうじ
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浜松市中区利町302-5
☎053-452-3001

16本興寺
家康公の側室・西郡（にしごおり）の方
の信仰が厚かったといわれる寺。歴史
ある古刹（こさつ）としても有名。江戸
時代に家康公から朱印地を拝領し、葵
の紋の使用を許されたといわれる。

湖西市鷲津384　☎053-576-0054
開園時間／9:00～16:30（閉門17:00）
休園日／不定休（12月31日は休）　入園料／大人300円、小人200円

17秋葉総本殿　可睡斎
約10万坪の敷地に本堂や秋葉総
本殿三尺坊（さんじゃくぼう）様御
真殿、座禅堂など、建物の内外に
35ヶ所の見どころがあり、牡丹や
紅葉など四季折々の自然の美しさ
も楽しめる。また、座禅、写経、精進
料理など様々な体験ができる。

静岡県袋井市久能2915-1
☎0538-42-2121 

い
う
。

　

家
康
公
は
忍
耐
と
苦
難
に
満
ち

た
歳
月
を
過
ご
し
た
が
、そ
の
人
生

の
中
で
も
嫡
男
・
信
康
の
死
は
歯
を

食
い
し
ば
っ
て
堪
え
抜
い
た
で
き
ご

と
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。信
康
は
、織

田
信
長
か
ら「
敵
方
の
武
田
家
に
通

じ
て
い
る
」と
疑
い
を
か
け
ら
れ
、二

俣
城
で
自
害
し
た
。信
長
の
命
令
を

受
け
て
、信
康
に
切
腹
を
命
じ
た
の

は
父
親
で
あ
る
家
康
公
だ
っ
た
の

だ
。こ
の
悲
劇
は
信
康
が
21
歳
、家
康

公
が
38
歳
の
時
に
起
き
た
と
い
う
。

　

二
男
の
於
義
丸
は
、秀
吉
の
養
子

と
な
り
秀
康
を
名
乗
り
、さ
ら
に
後

に
結
城
家
に
養
子
に
な
っ
た
。三
男

の
秀
忠
が
二
代
将
軍
と
な
り
、家
康

公
の
跡
を
継
い
で
徳
川
幕
府
の
基

盤
を
築
い
て
く
。

　

こ
こ
で
は
家
康
公
と
息
子
た
ち

に
ゆ
か
り
が
深
い
ス
ポ
ッ
ト
を
中
心

に
紹
介
し
よ
う
。訪
れ
る
こ
と
で
、

武
将
と
し
て
の
家
康
公
だ
け
で
は

な
く
、息
子
た
ち
に
対
す
る
父
親
と

し
て
の
思
い
も
感
じ
て
み
た
い
。

13太刀洗の池
家康公の正妻で信康の母親、築山御
前（つきやまごぜん）ゆかりの地。築山
御前は武田家と通じて家康公や信長
を裏切ったとされ、家康の家臣に殺害
された。その時使われた太刀を池で
洗ったため、水が枯れたといわれる。

浜松市中区富塚町328
見学自由

14五社神社・諏訪神社
五社神社は三男・秀忠が誕生し
た際、秀忠の産土神（うぶすな
がみ）として浜松城内から移さ
れた。現在は五社神社の境内に
諏訪神社があるが、かつては北
側に五社神社、南側に諏訪神社
が並んでいたという。

15気賀関所
1601年（慶長6年）、宿場町だっ
た気賀に家康公が気賀関所を創
設した。建物も再建されているの
で、江戸時代の雰囲気も楽しめる。

浜松市北区細江町気賀４５７７　☎053-523-2855
開館時間／9:00～16:30　休館日／無休
入館料／大人200円 、中学生以下は無料
※団体・20名以上 160円、70歳以上は証明できるものを提示すれば免除

おすすめスポット静岡県［西部］編

世
か
ら
45
世
ま
で
は
徳
川
幕
府
に
よ
り
決
め
ら
れ
る

な
ど
、家
康
公
、徳
川
家
と
は
深
い
関
係
に
あ
り
、本
堂

屋
根
な
ど
様
々
な
と
こ
ろ
に
三
つ
葉
葵
が
あ
り
ま
す
。

　

奥
の
院
の
手
前
に
洞
穴

が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は

戦
国
時
代
の
家
康
公
が

武
田
勢
か
ら
逃
れ
る
た
め

に
隠
れ
て
命
拾
い
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
。後
に
家
康
公

が
出
世
し
た
こ
と
か
ら「
出
世
六
の
字
穴
」と
も
家
康

公
の
呼
び
名
か
ら「
権
現
洞
」と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、家
康
公
が
築
山
御
前
の
亡
霊
に
悩
ま
さ
れ
た

と
き
も
、等
膳
和
尚
と
12
世
、13
世
と
な
っ
た
弟
子
が

霊
を
鎮
め
た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

家
康
公
の
御
位
牌
は
じ
め
、家
康
公
の
肖
像
画
を

描
い
た
掛
軸
や
家
康
公
所
持
の
大
黒
様
の
掛
軸
な
ど
、

家
康
公
や
徳
川
家
ゆ
か
り
の
品
々
も
多
数
所
蔵
し
て

お
り
、そ
れ
ら
は
宝
物
館
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

出世六の字穴

ご
ん
げ
ん
ど
う し

ゅ
っ
せ
ろ
く

じ
あ
な

ほん

き が た ちあらい

ご しゃ す わこう じ

ふ
た

お

ぎ
ま
る

ま
た



東伊豆町

熱海市

伊東市
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75

19

111
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1

伊
豆
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

TO
YO
 TIR
ES
 ター
ンパ
イク

湯河原パークウェイ

箱根登山
鉄道

伊
豆
箱
根
鉄
道
大
雄
山
線

伊
東
線

熱海駅

小田原

来宮

湯河原 真鶴

根
府
川

早
川

鴨
宮

下曽我

伊豆多賀

網代

宇佐美

伊東

南伊東
川奈

伊豆稲取
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按針像

県
東
部
エ
リ
ア
は
、大
御
所
時
代
の
家
康
公
ゆ
か
り
の
地
が
多
い
。

家
康
公
の
優
れ
た
外
交
手
腕
が
う
か
が
え
る
ス
ポ
ッ
ト
を
は
じ
め
、

重
厚
な
趣
の
寺
社
な
ど
、パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
め
ぐ
り
も
お
す
す
め
だ
。

静
岡
県 

 

編

東
部

家
康
公
の
国
づ
く
り
と
夢
の
跡

【
伊
東
市
】 

1
〜
2　
【
東
伊
豆
町
】 

3　
【
三
島
市
】 

4
〜
6　
　
　
　
　
　
　
　
　

M
A
P

42
・
43
ペ
ー
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家
康
公
の
祈
り
と
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

【
三
島
市
】 

7
〜
8　
【
富
士
宮
市
】 
9　
【
沼
津
市
】 

10　
【
熱
海
市
】 

11

M
A
P

44
・
45
ペ
ー
ジ

小
田
原
城
攻
防
ゆ
か
り
の
城
跡

【
三
島
市
】 

12　
【
駿
東
郡
】 

13　
【
伊
豆
の
国
市
】 
14　
【
沼
津
市
】 

15

M
A
P

46
・
47
ペ
ー
ジ

城
跡
に
戦
国
武
将
の
勇
気
を
見
る

美
し
く
重
厚
感
あ
ふ
れ
る
佇
ま
い
に
強
運
を
願
っ
て

平
和
を
願
っ
た
家
康
公
の
外
交
策
を
探
る

8 玉澤妙法華寺

11 大湯間欠泉

1 按針メモリアルパーク

2 ウィリアム・アダムス記念碑

12 山中城跡

10 吾妻神社（御殿跡）

3 稲取の築城石

たま

あ

あんじん

づま

ざわみょうほっ け じ
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延
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身
延
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伊
豆
中
央
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修
善
寺
道
路

芦
ノ
湖
ス
カ
イ
ラ
イ
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箱
根
ス
カ
イ
ラ
イ
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富
士
山
有
料
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富
士
I
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富
士
I
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清
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清
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新
富
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I
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富
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I
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士
川
ス
マ
ー
ト
I
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富
士
川
ス
マ
ー
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I
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裾野IC裾野IC

東海
道新
幹線

岳南鉄道

伊
豆
箱
根
鉄
道

身
延
線

御
殿
場
線長泉町

新富士駅 三島駅

興津

由比由比

蒲原
新蒲原

富士富士
柚木柚木

西富士宮

富士宮

沼久保

富士川富士川

入山瀬

富士根
源道寺

吉原

東田子の浦
原

片浜 沼津
大岡

函南

韮山

修善寺

下土狩

裾野

岩波

富士岡

南御殿場

長泉なめり

竪堀
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4 富士川渡船場の碑

9 富士山本宮浅間大社

15 沼津城本丸跡
6 宝池寺一里塚

7 三嶋大社

5 東海道
　　松並木

14 韮山城跡

13 長久保城跡

せんげん

にらほう ち じ やま
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家
康
公
の
国
づ
く
り
と
夢
の
跡

今
も
息
づ
く
家
康
公
の

国
づ
く
り
の
夢

　

戦
国
の
世
に
終
止
符
を
打
っ
た
家

康
公
は
征
夷
大
将
軍
と
な
り
、江
戸

幕
府
を
開
い
た
。そ
し
て
、江
戸
城
の

築
城
や
街
道
の
整
備
に
着
手
す
る
な

ど
国
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
。64
歳

で
秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
り
、隠
居
の

●❶

●❷

1按針メモリアルパーク
ウィリアム・アダムス（三浦按針）の功績
をたたえてつくられた公園。どこか異国
情緒を感じる園内には記念碑をはじめ、
地元の彫刻家・重岡健治氏が手がけた
按針像もある。

伊東市渚町6-16
☎0557-37-6105（伊東観光協会）

2ウィリアム・アダムス記念碑
❶記念碑:ウィリアム・アダムスが日本初の洋式帆船を建造し、
その400年を記念する碑。川口公園内にある。関ヶ原の戦いが
まだ始まる前の1600年（慶長5年）4月、ウィリアムは船の難破
によって九州に漂着。取り調べを行った家康公は彼の人柄のす
ばらしさを知り、天下統一後に外交顧問にした。
❷按針祭（あんじんさい）：毎年夏に開催される按針祭。祭りの
クライマックスは夜空を華麗に彩る花火大会だ。

伊東市渚町４（川口公園）
☎0557-37-6105（伊東観光協会）

【
伊
東
市
】

【
東
伊
豆
町
】

1 

按
針
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク

【
三
島
市
】

4 

富
士
川
渡
船
場
の
碑

5 

東
海
道 

松
並
木

6 

宝
池
寺
一
里
塚

3 

稲
取
の
築
城
石

2 

ウ
ィ
リ
ア
ム・
ア
ダ
ム
ス
記
念
碑

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

平
和
を
願
っ
た
家
康
公
の
外
交
策
を
探
る

東

江
戸
城
を
築
い
た

石
は
静
岡
産
！

　

江
戸
城
の
修
築
に
も

用
い
ら
れ
た
伊
豆
石
は
、良
質

な
石
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。伊

豆
半
島
や
そ
の
周
辺
は
古
く
か

ら
伊
豆
石
の
加
工
が
行
わ
れ
て

き
た
地
域
。石
を
切
り
出
し
て

い
た
時
期
な
ど
は
不
明
だ
が
、

現
在
も
伊
豆
市
の
紙
谷
地
区
、

土
肥
、東
伊
豆
町
な
ど
で
、石
丁

場
跡（
山
か
ら
石
を
切
り
出
し

た
跡
）が
見
ら
れ
る
。切
り
出
し

た
石
を
そ
の
ま
ま
船
で
運
び
や

す
い
よ
う
に
、石
丁
場
の
多
く

は
海
岸
線
に
あ
っ
た
。石
丁
場

跡
を
見
れ
ば
、機
械
な
ど
が
な

か
っ
た
当
時
の
人
々
の
知
恵
や

工
夫
、苦
心
も
感
じ
ら
れ
る
。

江石

家

康公
トリビア康公
リリビ

その八

P40・41MAP

と

か
み
や

い
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身
に
な
っ
て
か
ら
も
大
御
所
と
し
て

国
づ
く
り
に
力
を
注
い
だ
。

　

家
康
公
は
知
識
欲
が
旺
盛
で
、学

問
好
き
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。英
国

人
航
海
士
で
外
交
顧
問
だ
っ
た
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス（
三
浦
按
針
）か

ら
数
学
や
地
理
学
、海
外
の
情
報
な

ど
を
学
び
、外
国
と
の
交
易
を
夢
見

た
。ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
に
命
じ

て
日
本
初
の
洋
式
帆
船
も
つ
く
ら
せ

て
い
る
。

　

ま
た
、江
戸
を
中
心
に
五
街
道
の

整
備
に
力
を
入
れ
、特
に
東
海
道
を

重
視
し
た
。1
6
0
1
年（
慶
長
6

年
）に
は
東
海
道
に
伝
馬
制
を
し

き
、通
行
の
便
宜
を
図
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
現
代
の
日
本
の
交
通
網

は
、江
戸
幕
府
が
整
備
し
た
街
道
が

発
展
し
た
も
の
。家
康
公
の
国
づ
く

り
は
、今
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
も

息
づ
い
て
い
る
の
だ
。

　

天
下
を
取
っ
た
武
将
か
ら
、優
れ

た
政
治
家
と
な
っ
て
手
腕
を
発
揮
し

た
家
康
公
。そ
の
ゆ
か
り
の
ス
ポ
ッ

ト
へ
出
か
け
よ
う
。

家康公の江戸城大修築の発令
により、命を受けた藩は伊豆の
山で築城石を採取した。稲取文
化公園には江戸城の修築のた
めに切り出された角石が残る。
写真は土佐二代目藩主（山内一
豊の甥）が準備したもの。

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1699-1
☎0557-95-2901
（稲取温泉旅館協同組合）

3稲取の築城石

5東海道 松並木（三島市）
国道1号（旧東海道）で見られる1km以上にわたる松並木。江戸幕府が植えさせた名残
りで、夏は木陰をつくり、冬は風を防いで街道を行く当時の旅人を助けたという。

三島市川原ケ谷　☎055-971-5000（三島市観光協会）

4富士川渡船場の碑
　（松岡水神社境内）
国づくりの取り組みとして、街道な
どの交通網の整備に力を入れた家
康公。富士川渡船場の碑は、富士川
の渡船が旅人や産物輸送の交通手
段であったことを伝えてくれる。こ
の碑は、東海道の百年祭記念事業
の一つとして建立された。

富士市松岡字船場1816
☎0545-51-0123
　（富士市役所）

6宝池寺一里塚
江戸幕府が主な街道沿いに築いた一里塚は、半球状
に土を盛り、頂上に木を植えたものが標準形とされ
る。宝池寺の一里塚は、東海道を挟んで伏見玉井寺
（ぎょくせいじ）の一里塚と一対となる貴重なものだ。

駿東郡清水町伏見720-1
☎055-981-8238（清水町観光協会）

●伊豆石と石丁場跡
　（伊豆市）

おすすめスポット静岡県［東部］編

あ
ん

て
ん

ま

じ
ん

ほう ち じ いち り づか
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家
康
公
の
祈
り
と
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

家
康
公
に
あ
や
か
っ
て

強
運
パ
ワ
ー
を
い
た
だ
こ
う

　

信
仰
心
が
厚
い
家
康
公
は
、神
社

や
お
寺
を
訪
れ
て
戦
勝
を
祈
願
し

た
。徳
川
幕
府
を
開
い
て
か
ら
は
泰

平
の
世
を
願
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。こ

こ
静
岡
県
東
部
エ
リ
ア
で
は
、家
康

公
ゆ
か
り
の
開
運
ス
ポ
ッ
ト
を
ぜ
ひ

訪
れ
た
い
。

【
三
島
市
】

7 

三
嶋
大
社

【
富
士
宮
市
】

9 

富
士
山
本
宮
浅
間
大
社

【
沼
津
市
】

10 

吾
妻
神
社（
御
殿
跡
）

【
熱
海
市
】

11 

大
湯
間
欠
泉

8 

玉
澤
妙
法
華
寺

❶本殿:重要文化財指定を受けている。高さ約16mで、これは東海地域の古
建築社殿としては最大級といわれる。ケヤキ材に彫刻を施した美しい装飾も
見どころ。三嶋大社に伝わる「三嶋大社造営図」は、一番古い「慶長絵図」が
家康公造営の社殿を描いたもの。三代将軍家光の造営時の「寛永絵図」、四
代将軍家綱造営の「承応（じょうおう）絵図」も残る。
❷宝物館：三嶋大社に伝わる宝物を収蔵し、その一部を展示公開する。建物
の奥には鹿が十数頭いて、餌をあげることもできる。
❸白御影石（しろみかげいし）の大鳥居：瀬戸内海の小豆島から切り出した
御影石を使った鳥居。1863年（文久3年）に建てられた。 

三島市大宮町2-1-5
☎055-975-0172(三嶋大社代表) 　☎055-975-0566（三嶋大社宝物館）
宝物館 開館時間／9:00～16:30（入館は16:00まで）　休館日／不定期（展示替日のみ）
入館料／一般500円　大学生・高校400円　中学生・小学生300円

●❶

●❷

●❸

7 三嶋大社

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

美
し
く
重
厚
感
あ
ふ
れ
る
佇
ま
い
に
強
運
を
願
っ
て

東

健
康
を
気
づ
か
う

家
康
公
が
愛
し
た
大
湯

　

熱
海
は
、源
頼
朝
や

家
康
公
な
ど
、武
将
た
ち
に
愛

さ
れ
た
歴
史
あ
る
温
泉
の
地
。

健
康
維
持
を
心
が
け
て
い
た
家

康
公
は
熱
海
の
大
湯
を
好
ん
だ

と
い
う
。初
め
て
熱
海
に
訪
れ
た

の
は
1
5
9
7
年（
慶
長
2
年
）

で
、そ
の
7
年
後
に
は
息
子
の
義

直
と
頼
宣
を
連
れ
て
訪
れ
、7

日
間
、熱
海
に
逗
留
し
た
と
い

う
。ま
た
、京
都
で
病
気
療
養
中

だ
っ
た
大
名
・
吉
川
広
家
の
お
見

舞
い
と
し
て
、大
湯
か
ら
沸
く
温

泉
を
運
ば
せ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

四
代
将
軍
家
綱
も
大
湯
の
温

泉
を
ヒ
ノ
キ
樽
に
詰
め
て
江
戸

城
ま
で
運
ば
せ
た
。

健家

家

康公
トリビア康公
リリビ

その九

P40・41MAP

お
お

よ
し

な
お

よ
り

と
う
り
ゅ
う

き
っ
か
わ
ひ
ろ
い
え

の
ぶ

ゆ
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9富士山本宮浅間大社
全国の浅間神社の総本宮で、パワースポットとし
ても有名な神社。1604年（慶長9年）に家康公が
造営した社殿は本殿・拝殿・舞殿・楼門などを備
えていた。現存するのは本殿・幣殿・拝殿・楼門の
み。幣殿・拝殿も家康公の寄造営によるもの。

富士宮市宮町1-1
☎054-427-2002

　

白
い
鳥
居
が
あ
る
三
嶋
大
社
は
、

源
頼
朝
が
源
氏
再
興
を
祈
願
し
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。頼
朝
の
成
功

に
よ
り
、多
く
の
武
将
た
ち
か
ら
信

仰
さ
れ
た
。そ
の
当
時
か
ら
、強
い
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
も
ら
え
る
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
有
名
だ
っ
た
よ
う

だ
。家
康
公
も
1
5
9
4
年（
文
禄

3
年
）に
3
3
0
石
を
寄
進
し
、

関
ヶ
原
の
戦
い
を
制
し
た
こ
と
で

2
0
0
石
を
加
増
し
た
。家
康
公
の

他
、三
代
将
軍
家
光
、四
代
将
軍
家

綱
も
三
嶋
大
社
を
崇
敬
し
た
。

　

霊
峰
富
士
が
ご
神
体
の
富
士
山

本
宮
浅
間
大
社
に
は
壮
麗
な
社
殿

が
あ
る
が
、こ
れ
は
家
康
公
が
関
ヶ

原
の
戦
い
に
勝
利
し
た
お
礼
と
し
て

造
営
し
た
も
の
。全
国
か
ら
宮
大
工

を
集
め
て
つ
く
っ
た
と
い
う
社
殿
や

拝
殿
が
今
も
残
っ
て
い
る
。

　

厳
か
な
空
気
に
心
も
癒
さ
れ
る

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
。多
難
を
乗
り
越

え
て
大
出
世
を
果
た
し
た
家
康
公

に
あ
や
か
っ
て
、強
運
や
ご
利
益
を

し
っ
か
り
い
た
だ
い
て
帰
ろ
う
。

かつては激しい勢いでお湯が噴出
していた。1924年（大正12年）に止
まってしまったため、現在は人工的
に噴出する間欠泉として整備され
ている。約5分ごとに岩の間からお
湯が噴き上がる。

熱海市上宿町
☎0557-85-2222 (熱海市観光協会)

●熱海駅前足湯　家康の湯
熱海市上宿町（熱海駅前）
☎0557-86-6218（熱海市観光施設課）
時間／9:00～16:00（悪天候等利用中止になる
場合あり）　定休日／年中無休　料金／無料 

11大湯間欠泉

8玉澤妙法華寺
家康の側室・お万（まん）の方によって鎌倉か
ら三島に移された寺で、徳川家の家紋「三つ葉
葵」の使用を許された数少ない古刹（こさつ）。
春は桜、秋は紅葉の名所としても有名だ。

三島市玉沢1
☎055-975-6111
拝観時間／9:00～16:30

10吾妻神社（御殿跡）
隠居した家康公が、現在の吾妻
神社境内の周辺に御殿をつくっ
たといわれる。御殿があった場
所ということで、御殿場という
地名になったといわれ、「御殿
場発祥の地」の碑もある。

御殿場市御殿場196
☎0550-83-4770
（御殿場市観光協会）

おすすめスポット静岡県［東部］編

す
う
け
い

せ
ん
げ
ん

あ づま

たまざわみょうほっけじ

おお ゆ かんけつせん
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小
田
原
城
攻
防
ゆ
か
り
の
城
跡

12山中城跡
小田原城を守るために築かれた
城。石を使わない土だけの山城
で、全国的にも珍しい。現在は自
然豊かな城址公園で、約400年
前の遺構がそのまま復元されて
いる。ツツジやアジサイなどが楽
しめる。

三島市山中新田
☎055-983-2656
　（三島市役所商工観光課）

敵
方
の
心
を
動
か
し
た

小
田
原
攻
城

　

人
心
掌
握
に
も
長
け
て
い
た
と

い
う
家
康
公
。秀
吉
に
よ
る
小
田

原
攻
城
で
は
、敵
方
で
あ
る
山
中

城
を
攻
め
る
と
と
も
に
、韮
山
城

の
城
主
を
説
得
し
、降
伏
さ
せ
た
。

人
の
心
を
動
か
す
力
を
発
揮
し
た

戦
に
ま
つ
わ
る
地
を
紹
介
し
よ
う
。

13長久保城跡
戦略上重要な拠点にあった長久保城をめ
ぐって、家康公をはじめ今川氏、武田氏、北条
氏が争った。小田原攻城では家康公が拠点
に使っている。現在は、歴史と気軽にふれあ
える公園として解放されている。

長泉町長久保
☎055-988-8780（ながいずみ観光交流協会）

15沼津城本丸跡
沼津城の前身は三枚橋城とい
い、武田氏の拠点だった。武田
氏の滅亡によって家康公に明
け渡され、名前も沼津城に改
められた。現在、沼津城本丸跡
は中央公園となり、沼津城本
丸址の碑が建てられている。

沼津市大手町4-185-4
☎055-934-4747
　（沼津市産業振興部観光交流課）

14韮山城跡
小田原城を守る拠点となった
韮山城。現在は散策路が整備
されている。

伊豆の国市韮山町
☎055-948-0304
　（伊豆の国市観光協会）

【
三
島
市
】

12 

山
中
城
跡

【
駿
東
郡
】

13 

長
久
保
城
跡

【
伊
豆
の
国
市
】

14 

韮
山
城
跡

【
沼
津
市
】

15 

沼
津
城
本
丸
跡

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

静
岡
県
●
部
編 

城
跡
に
戦
国
武
将
の
勇
気
を
見
る

東

おすすめスポット静岡県［東部］編

P40・41MAP

に
ら
や
ま
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鷹
狩
の
歴
史
は
古
く
、数
千
年
前

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。中
央
ア

ジ
ア
で
は
じ
ま
っ
た
と
も
ア
ラ
ブ
地

域
で
は
じ
ま
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。や
が
て
中
国
、朝
鮮
半
島
を

経
て
、日
本
に
は
古
墳
時
代
頃
に
伝

え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。腕
に

鷹
を
据
え
た
鷹
匠
の
埴
輪
も
出
土

し
て
い
ま
す
。

　

2
0
1
1
年
に
は

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

で「
第
2
回 

世
界
鷹

狩
の
祭
典
」が
開
催

さ
れ
、75
ヶ
国
か
ら

鷹
狩
の
愛
好
家
、研

究
者
、保
護
・
繁
殖
の
関
係
者
ら
が

参
加
し
ま
し
た
。前
年
の
2
0
1
0

年
に
は
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
や
フ

ラ
ン
ス
な
ど
11
ヶ
国
が
共
同
申
請

し
、ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。鷹
狩
は

世
界
的
な
広
が
り
を
も
つ
伝
統
文

化
な
の
で
す
。

　

平
安
時
代
、日

本
で
は
鷹
狩
は
天

皇
の
権
威
の
象
徴

と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。た
ん
な
る
狩

猟
の
技
術
で
は
な

く
、
天
皇
と
ご
く

一
部
の
貴
族
た
ち

に
の
み
許
さ
れ
た
特

別
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
で
し
た
。

　

そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
は
、鎌
倉
時
代

か
ら
室
町
時
代
に
か

け
て
、さ
ら
に
高
度
に
儀
礼
化
さ
れ

ま
し
た
。お
茶
や
お
華
、あ
る
い
は

能
楽
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
芸
術
的

な
レ
ベ
ル
に
ま
で
洗
練
さ
れ
、や
が

て
日
本
独
自
の
鷹
狩
の
文
化
が
完

成
し
ま
し
た
。

　

家
康
公
が
鷹
狩
を
愛
好
し
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。駿
府

城
址
に
建
つ
家
康
公
の
像
も
左
腕

に
鷹
が
据
え
ら
れ
て
い
ま
す
。鷹
狩

を
愛
好
し
た
日
本
の
歴
史
上
の
偉

人
と
し
て
、世
界
の
鷹
狩
関
係
者
た

ち
に
も
家
康
公
の
名
は
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

家
康
公
は
名
だ
た
る
鷹
匠
た
ち

を
多
く
召
し
抱
え
ま
し
た
。幕
府
に

は
鷹
匠
頭
と
い
う
役
職
が
設
け
ら

れ
、そ
の
下
に
鷹
匠
、鷹
匠
同
心
な

ど
が
置
か
れ
ま
し
た
。鷹
匠
頭
と
鷹

匠
は
旗
本
、鷹
匠
同
心
は
御
家
人
の

身
分
で
す
。

　

大
御
所
と
な
っ
た
家
康
公
の
庇

護
に
よ
っ
て
駿
府
に
は
鷹
狩
の
文
化

が
花
開
き
ま
し
た
。中
東
あ
る
い
は

中
央
ア
ジ
ア
か
ら
長
い
道
の
り
を

経
て
日
本
に
た
ど
り
着
い
た
鷹
狩

の
技
。駿
府
は
、い
わ
ば
鷹
狩
の
都

と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

二本松 康宏さん

静岡文化芸術大学
文化政策学部 国際文化学科 准教授

ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

Special Interview

世
界
が
注
目
。鷹
狩
文
化
を
築
い
た
家
康
公

静
岡
は「
鷹
狩
の
都
」!?

海
外
の
鷹
狩
界
で
も

家
康
公
は
有
名
人
！

徳川幕府に仕えた鷹術の一派、諏訪流を受け継ぐ
田籠（たごもり）善次郎氏（諏訪流放鷹術保存会）



郷土に残る、言い伝えなどを大調査！

家康公ゆかりの
「こと・もの」

エピソード集

【静岡県民の皆さまから寄せられました】

徳川家康公は、戦国の時代を生き抜き、後の260年余の平和な江戸時代を築きました。
その生涯の大半を過ごした静岡県には、家康公ゆかりの史跡や、

言い伝え、食や技術等が数多く残されています。
静岡県では、平成27年に徳川家康公没後400年という大きな節目を迎えることから、
未来に継承すべき郷土の財産として、ゆかりの「こと」や「もの」を調査・掘り起こしました。

みなさまにも調査・募集を呼びかけたところ、
たくさんの応募をいただきました。ありがとうございました。

本誌・ふじのくに家康公観光事典は、これらの調査結果をもとに作られています。
ここでは、そのなかからいくつかのエピソードをピックアップしてご紹介いたします。

ふ
じ
の
く
に
に
残
る

逸
話
、昔
話
を

ご
覧
あ
れ
！
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ある日のこと、鷹狩で訪れた家康公に酒を献上したところ、とても気
に入って喜び、その酒に使う井戸水を讃えました。その際に、家康公

がみずから河原に咲く菊を摘んで「家紋にせよ」といったため、江川家の家紋を
「井桁十六花弁菊」の紋に改めたと伝えられています。また、江川家の造った酒
を大坂夏の陣に献上し、重陽の酒として好まれたともいわれます。ちなみに、現在
は地元の「江川酒を造る会」により酒づくりが復活し、幻の酒として人気だとか。

磐田市豊田に「帯金」という姓の家があります。武田信玄との戦
いで、家康公は敗れ逃げ、この帯金の家の門に立て籠りました。敵が去り帰ろうとすると、旅
金が少しもなかったことに気づいた家康公が「少し金を貸してくれないか」とこの
家の主に頼むと、すぐに帯の間にあったお金を差し出しました。その後、家康公
はその主を呼び出して、「その節は世話になった。以後、名字帯刀を許す。名字は、そち
が帯の間から金を出したことから、帯金がよかろう」と帯金の姓を与えたといいます。

おび がね

江川酒（井桁十六花弁菊の紋章） 伊豆の国市

帯金伝説 磐田市豊田町

見渡し御朱印 周智郡森町三倉
信玄との戦いで家康公が一人逃げていたとき、草刈りをしていた

百姓の久右衛門に助けを求めました。久右衛門は急いで家康公を草籠の中に入れ、その上に
刈った草を一面にかぶせ、姿が見えぬようにしてかくまいました。家康公は「おか
げで救われた。天下を取ったなら、きっと恩賞を贈ろう」と去りました。その後、家康
公は、久右衛門を呼び出し「その節はありがとう、褒美として、その方の門前に立
ち、見える限りの田畑を与える」と、御朱印のある書状を下付けしました。

磐田市豊田町

池田渡船伝説

元亀３年（1572年）、家康公は一言坂の戦いで破れ、数人の家来を連れて池
田まで来ました。渡船方の庄屋をしていた善右衛門は船頭衆を10人程呼び集
め西岸の半場まで無事に渡すと、家康が「ここは何と申すか」と聞いたので、「半
場と申します」と答えたところ「これから半場の姓を名乗れ」といわれたそうです。

ごほうびの話

名
付
け

名
人
で
も

あ
る
ぞ
！
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了仙寺 下田市

阿弥陀橋 浜松市中区

椿姫観音 浜松市中区元浜町

哀しい話

大坂夏の陣の際、目に病を持った徳川家康は、家臣の勧めにより、当時
目の神様として崇められていた行学院日朝上人に病平癒の願をかけまし

た。その祈願が成就したため、寺を建立することを約束しました。第3代将軍家光
時代に了仙寺が建てられて以来、寺の寺紋は、徳川家の紋である三つ葉葵と

なっています。了仙寺は、下田条約が締結された寺として、ペリーなどアメリカ使節の接待所兼
徳川幕府との交渉場所となったことでよく知られています。

椿姫観音のある地は、引間城主の妻、お田鶴
の方が家康勢に攻撃されたとき、女ながらも懸

命に戦い、侍女たちと共に討死して果てたところといわれています。家康公はお田鶴
の方と侍女18人を手厚く葬り祠を建て、正室築山御前がその周りに100本余の椿
の木を植えて供養を営みました。毎年椿の木は美しい花を咲かせ、人々は椿姫塚（ま
たはお台塚）と呼び追善供養を捧げています。お田鶴の方は家康公が駿府で人質時
代にひと目ぼれした「初恋の人」であったとも伝わっています。

三方ヶ原の合戦に敗れた家康公が逃げてきて橋を渡ろうとしたところ、肝心の
橋が焼け落ちてありません。家康公は立ち往生し「もうだめか」と覚悟を決めた

とき、近くの常楽寺から、ふわりと阿弥陀さまが出て来て、橋のかわりにこちらの岸からむこう岸へからだを
横たえたのです。家康公は思わず手をあわせ、阿弥陀さまの橋を馬で渡り、無事に浜
松城へ帰ることができました。その後家康公は新しく橋を架け、「阿弥陀橋」と名づけま
した。今も常楽寺のご本尊の阿弥陀様には、馬のひづめの形が残っているそうです。
現地には、郷土史家有志が建てた「史跡阿弥陀橋之跡」の石碑があります。

しんじん深い話
た　づ

つ
ら
い
こ
と
も

あ
っ
た
の
じ
ゃ…

ぎょうがくいんにっちょう しょうにん
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園田の三度栗 周智郡森町

三川の三度栗 袋井市三川

武田方との戦いに敗れた家康公はお腹がぺこぺこになり、農家の庭先
に座り込んでしまいました。農家のおばあさんが「よかったらおあがりください」と、生の栗の実を出したと

ころ、家康公は、大喜びでむさぼり食べました。「命拾いした」と厚くお礼を述べ、食べ
残した1つの栗の実を庭先に埋め、「わしの食べた分だけ実ってくれよ」といいながら
２、３回踏みつけて、去っていきました。やがて、そこから芽が出て、大きく育った栗の木
からは、６月、９月、11月と、１年のうちに３度花が咲き、実をつけたということです。

佐久間町の河内川のほとりに大杉が
二本並んでいます。昔、家康公は信玄勢に追われてこの辺りを逃げていまいた。お腹が空
き、弁当を出して食べ始めましたが、もう敵兵は近くまで来ています。半分ほど食べたところ
で「ええい、しかたがない」と、箸を地に刺して逃げ出しました。するとその二本の箸が芽を出
し、成長して二本の大杉になったといわれています。また、浜北区中瀬に「弁当野」というと
ころがあり、ここも、家康公が弁当を食べたところと伝えられています。

不思議な話
郷土に残る、言い伝えなどを大調査！

家康公ゆかりの
「こと・もの」

エピソード集

【静岡県民の皆さまから寄せられました】

袋井市三川にも「三度栗」の話が伝えられています。家康公は
武田軍に追われてこの辺りに逃げ込み、急いで腹ごしらえをしよ

うと、弁当の包みを開きましたが箸が入っていません。家来が近くにあった栗の木の
小枝を折って渡し、家康公はその栗の枝を箸にしました。食べ終わるとその小枝を地
面に突き刺し「もし、わしが天下を取ったら、1年に3度実を結ぶのだ」と強くいいました。
その後、この箸を使った栗の木には、1年に3度実がなるという不思議な木になりました。

孫三稲荷と家康公 静岡市
家康公が安倍川を家臣たちと越えようとしましたが、川の流れが強く困っ

ていました。すると一人の男が現れて、家康公一行を無事に対岸まで案内しました。名前を尋ねると
「孫三」と答えて再び川を越え戻っていきました。後日、お礼を言おうとしましたが、い
くら探しても孫三という人物は見当たりません。家臣の一人が、案内してもらった場
所にお稲荷さんが祀ってあったので覗いてみると、何と「孫三稲荷」とありました。お稲荷さ
んの化身が、家康公を助けたに違いないと、以後大切に祀ったといいます。

まご ぞう

二本杉と弁当野 浜松市天竜区、北区奥山浜北区
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ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

磯
田 

道
史

「狸親父」「したたか」などと表現をされることもある徳川家康公。

だが、その真の姿はあまり語られていない。

古文書をひも解き、独自の視点で歴史の解釈に新風を吹き込み続ける

静岡文化芸術大学准教授の磯田道史さんが語る家康公とは？

その人物像や静岡との関係性から、新しい家康公像が見えてくる。

磯

道
史

家康公

長
寿
・
家
康
公
に
学
ぶ

静
岡
の
米
と
自
然
を
愛
し
、健
康
主
義
＆
エ
コ
生
活
を
実
践
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おすすめコース［静岡中部］編

芸
事
が
苦
手
だ
っ
た
家
康
公

質
素
倹
約
で
豊
か
な
老
後

―

策
謀
家
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と

の
多
い
徳
川
家
康
公
で
す
が
、先
生

が
思
う
家
康
の
人
物
像
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

老
か
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
家
康
は
、実
は
と

て
も
明
る
い
性
格
だ
っ
た
よ
う
で

す
。家
臣
た
ち
も
家
康
に
対
し
て
尊

敬
の
念
を
抱
き
な
が
ら
、非
常
に
親

近
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。も
し
僕

た
ち
が
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
家
康

に
会
え
た
ら
、気
さ
く
で
子
ど
も
っ

ぽ
い
そ
の
人
柄
に
、拍
子
抜
け
す
る

程
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

―

名
将
と
呼
ば
れ
る
家
康
公
の
弱

点
や
不
得
手
だ
っ
た
こ
と
は
？

　

能
や
狂
言
な
ど
、芸
事
は
あ
ま
り

得
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。豊

臣
秀
吉
の
家
臣
時
代
、秀
吉
に
促
さ

れ
て
能
を
舞
っ
た
時
に「
狸
が
床
の

上
を
飛
び
跳
ね
て
い
る
よ
う
だ
」と

み
ん
な
が
笑
っ
た
そ
う
で
す
。家
康

は
能
の
稽
古
に
時
間
を
割
く
く
ら

い
な
ら
、鷹
狩
り
を
し
な
が
ら
地
形

観
察
を
し
、そ
の
合
間
に
村
々
を

回
っ
て
腕
っ
節
の
強
そ
う
な
若
い
男

子
を
探
し
て
家
臣
団
の
強
化
を

図
っ
た
方
が
、よ
ほ
ど
に
実
益
が
あ

る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
ね
。一
時

も
時
間
を
無
駄
に
せ
ず
、常
に
自
分

の
権
力
を
維
持
す
る
こ
と
に
全
力

を
注
ぐ
。そ
れ
が
家
康
の
真
骨
頂

だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

―

無
駄
を
嫌
う
家
康
公
。日
々
の
生

活
も
質
素
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
で
す
ね
。家
康
は
普
段
か

ら
、非
常
に
質
素
倹
約
を
心
が
け
て

い
ま
し
た
。例
え
ば
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。あ
る
時
、駿

府
城
内
で
奥
方
た
ち
が「
漬
け
物
の

味
が
塩
辛
い
」と
台
所
係
へ
の
不
満

を
訴
え
た
。事
の
真
相
を
尋
ね
る
家

康
に
向
か
っ
て
台
所
係
は「
美
味
し

く
味
付
け
を
す
る
と
、女
た
ち
は
い

く
ら
で
も
食
べ
ま
す
。倹
約
す
る
た

め
に
わ
ざ
と
味
を
悪
く
し
て
あ
り
ま

す
」と
耳
元
で
つ
ぶ
や
い
た
。す
る
と

家
康
は
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
た
そ
う
で

す
。ま
た
、履
き
古
し
た
足
袋
を
捨
て

る
前
に
一
旦
足
袋
箱
に
入
れ
て
再
度

分
別
し
、極
力
リ
サ
イ
ク
ル
を
し
て

い
た
と
い
う
話
も
あ
る
ほ
ど
。天
下

人
に
な
っ
て
も
決
し
て
奢
る
こ
と
の

な
い
家
康
の
堅
実
さ
が
よ
く
表
れ
て

い
ま
す
。

―

現
代
人
が
学
ぶ
べ
き
点
は
？

　

家
康
は
人
生
の
時
間
を
上
手
に

使
っ
た
人
で
し
た
。単
に
長
寿
だ
っ
た

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、食
に
大
変

気
を
遣
い
、贅
沢
を
せ
ず
に
健
康
な

状
態
で
長
生
き
を
し
た
。彼
が
実
践

し
た
、老
い
て
か
ら
の
暮
ら
し
ぶ
り

に
は
、高
齢
化
社
会
を
生
き
る
私
た

ち
が
第
二
の
人
生
を
豊
か
に
生
き
る

ヒ
ン
ト
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。「
命
は

食
に
あ
り
」を
座
右
の
銘
に
し
て
い

た
家
康
が
普
段
か
ら
麦
飯
を
食
べ
て

い
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
す
ね
。

Special Interview　磯田 道史

家
康
公
ま
め
知
識

❶【
実
は
と
て
も
明
る
い
一
面
も
】

　

政
治
の
際
に
は
勇
断
を
下
す
家

康
で
す
が
、実
は
子
ど
も
っ
ぽ
さ
や

ひ
ょ
う
き
ん
な
一
面
も
併
せ
持
っ
て

い
ま
し
た
。家
臣
た
ち
は
会
え
ば
楽

し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で

す
し
、外
国
人
の
宣
教
師
が
家
康
に

会
っ
た
時
の
印
象
を「
愉
快
な
容
貌

を
持
つ
尊
敬
す
べ
き
老
人
」と
書
い

た
記
録
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

❷【
長
生
き
し
た
か
っ
た
訳
】

　

家
康
が
長
生
き
し
た
か
っ
た
の
は
、

徳
川
家
の
繁
栄
と
生
き
残
り
を
常
に

考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。子
の
秀
忠
に

将
軍
の
座
を
譲
っ
た
後
、自
分
が
死

ん
で
し
ま
っ
た
ら
豊
臣
家
に
天
下
を

奪
わ
れ
か
ね
な
い
。若
い
豊
臣
秀
頼
に

心
を
寄
せ
る
西
国
大
名
が
大
勢
い
る

と
い
う
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。家
康
は
何
と
し
て
も
健
康
に

長
生
き
を
し
て
、徳
川
の
世
を
安
泰

に
し
て
ほ
っ
と
し
て
か
ら
死
に
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
。

❶

て
も
明
る
い
性
格

実
は
と

実

❷
長
生
き
を
し
た

長
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浜
松
東
照
宮（
引
間
城
跡
）は

日
本
史
上
最
強
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

―

静
岡
県
と
言
え
ば
、家
康
公
が
幼

少
期
か
ら
青
年
期
と
大
御
所
時
代

を
過
ご
し
た
地
で
も
あ
り
ま
す
。家

康
公
が
静
岡
県
に
与
え
た
影
響
は

大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

　

家
康
が
駿
府
に
移
る
ま
で
の
17

年
間
、い
わ
ば
天
下
人
へ
と
駆
け
上

る
前
の
足
固
め
の
歳
月
を
過
ご
し

た
の
が
浜
松
市
で
す
。一
方
で
天
下

を
手
中
に
治
め
、地
位
を
固
め
つ
つ

あ
っ
た
家
康
が
選
ん
だ
地
が
駿
府
、

今
の
静
岡
市
。こ
の
家
康
が
過
ご
し

た
時
期
の
違
い
は
、静
岡
県
の
東
西

に
お
け
る
県
民
性
や
文
化
に
影
響

を
与
え
ま
し
た
。浜
松
城（
当
時
の

引
間
城
）に
入
城
し
た
頃
の
家
康

は
、武
田
軍
と
の
戦
の
最
中
に
あ
り

臨
戦
態
勢
の
荒
々
し
い
時
期
。野

を
進
み
、戦
場
を
駆
け
回
る
時
代
で

す
か
ら
、行
動
的
で
躍
動
感
溢
れ

る
気
風
を
浜
松
に
残
し
ま
し
た
。そ

の
後
、出
世
街
道
を
走
り
始
め
る

家
康
が
浜
松
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
た

め
、こ
こ
に
は
数
万
石
の
小
さ
な
大

名
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。家

康
に
よ
っ
て
立
派
な
城
下
町
が
築

か
れ
た
地
に
は
、戦
の
中
を
生
き
抜

い
た
勢
い
の
あ
る
町
民
が
残
さ
れ
、

力
の
な
い
大
名
が
転
勤
族
と
し
て

一
時
統
治
し
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、民
が
力
を
発
揮
し
た
実
利
的

な
町
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

家
康
が
駿
府
に
移
る
の
は
、江
戸

に
幕
府
を
開
い
た
後
、将
軍
職
を
秀

忠
に
譲
っ
て
隠
居
生
活
に
入
る
時
で

す
。徳
川
時
代
の
基
礎
が
築
か
れ
つ

つ
あ
っ
た
平
穏
の
時
代
。こ
れ
か
ら

は「
馬
の
上
」つ
ま
り
戦
で
は
な
く
、

文
の
力
で
国
を
治
め
る「
文
治
時

代
」が
訪
れ
る
と
い
う
家
康
の
理
念

の
下
で
、駿
府
は
戦
の
拠
点
で
は
な

く
、文
教
政
策
の
中
心
地
に
な
っ
て

い
く
わ
け
で
す
。こ
の
こ
と
が
、現
在

の
政
治
都
市
・
静
岡
市
の
礎
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

―

そ
れ
で
は
、な
ぜ
家
康
公
は
大
御

所
時
代
、文
治
政
策
の
拠
点
に
静
岡

を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

❸【
浜
松
市
】

　

29
歳
か
ら
45
歳
ま
で
17
年
間
、家

康
は
浜
松
で
過
ご
し
ま
す
。「
浜
松
」

と
い
う
地
名
は
、こ
の
時
期
に
家
康

が
付
け
た
も
の
。浜
松
時
代
の
家
康

は
、信
長
の
下
で
腐
心
し
、武
田
信
玄

と
激
突
し
た
三
方
ヶ
原
の
合
戦
で
、

生
涯
最
大
の
敗
戦
と
も
言
わ
れ
る
ほ

ど
無
残
に
敗
北
す
る
な
ど
苦
渋
の
時

代
を
過
ご
し
ま
し
た
。

❹【
静
岡
市（
駿
府
）】

　

家
康
は
隠
居
す
る
際
、徳
川
幕
府

を
脅
か
す
者
た
ち
を
し
っ
か
り
と
抑

制
し
、監
視
で
き
る
よ
う
に
と
駿
府

を
選
び
ま
す
。事
実
上
は
江
戸
と
二

元
政
治
体
制
だ
っ
た
た
め
、当
時
の
駿

府
は
政
治
、経
済
の
中
心
地
と
し
て

も
っ
と
知
る
に
は
…

❹
静
岡
市
。

❹
静

浜
松
市

❸

P34
〜
P39

浜松城 54

ひ
く
ま



　

静
岡
を
選
ん
だ
理
由
は
、大
き
く

5
つ
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
幼
少
時
代
を
暮
ら
し
た
郷
愁

の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
。そ
し
て
富
士

山
に
抱
か
れ
て
景
色
が
良
い
こ
と
。

さ
ら
に
、気
候
が
温
暖
で
老
い
を
養

う
の
に
最
適
な
地
で
あ
る
こ
と
、お

米
が
美
味
し
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に

挙
げ
て
い
ま
す
。そ
し
て
何
よ
り
、地

形
的
に
要
害
堅
固
の
地
で
あ
っ
た
点

が
大
き
い
よ
う
で
す
。東
側
に
は
箱

根
の
山
が
控
え
、富
士
川
、大
井
川
、

安
倍
川
な
ど
大
き
な
川
に
守
ら
れ
て

い
た
た
め
、軍
事
上
非
常
に
都
合
が

良
か
っ
た
。当
時
、箱
根
の
山
は
道
幅

が
狭
く
し
ば
し
ば
大
渋
滞
を
引
き

起
こ
し
て
い
た
た
め
、箱
根
よ
り
西

に
居
を
構
え
て
西
国
へ
睨
み
を
き
か

せ
る
意
味
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
た
め
、参
勤

交
代
に
向
か
う
大
名
と
会
合
で
き
る

こ
と
な
ど
、様
々
な
地
の
利
に
よ
っ
て

家
康
は
駿
河
を
選
ん
だ
の
で
す
。

―

様
々
な
歴
史
の
舞
台
と
な
っ
た

静
岡
県
で
す
が
、家
康
公
に
ま
つ
わ

おすすめコース［静岡中部］編
Special Interview　磯田 道史

る
ス
ポ
ッ
ト
の
中
で
お
す
す
め
の

場
所
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

浜
松
城
の
隣
に
あ
る
浜
松
東
照

宮
、引
間
城
が
あ
っ
た
場
所
で
す
ね
。

こ
こ
は
わ
ず
か
50
メ
ー
ト
ル
四
方
の

敷
地
し
か
な
い
小
さ
な
神
社
で
す

が
、私
は
日
本
史
上
最
強
の
パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト
だ
と
思
い
ま
す
。実
は
こ

こ
、天
下
人
が
二
人
も
訪
れ
て
い
る

地
な
の
で
す
。最
初
に
訪
れ
た
の
は

豊
臣
秀
吉
。『
太
閤
素
生
記
』と
い
う

記
録
に
よ
る
と
、当
時
16
歳
だ
っ
た

秀
吉
は
武
家
へ
の
奉
公
を
望
み
、針

の
行
商
を
し
な
が
ら
尾
張
か
ら
浜

松
ま
で
や
っ
て
来
た
。そ
こ
で
引
間

城
の
城
主
で
あ
っ
た
飯
尾
豊
前
守
の

配
下
の
者
が
、秀
吉
の「
猿
か
と
思

え
ば
人
。人
か
と
思
え
ば
猿
」と
い
っ

た
風
貌
に
興
味
を
抱
き
、見
世
物
に

し
よ
う
と
飯
尾
家
一
同
に
秀
吉
を

披
露
し
た
。す
る
と
サ
ー
ビ
ス
精
神

旺
盛
な
秀
吉
は
、皮
の
付
い
た
栗
を

取
り
出
し
て
猿
の
真
似
を
し
な
が

ら
口
で
皮
を
む
い
て
食
べ
、そ
の
姿

に
一
同
が
大
笑
い
し
た
。こ
れ
が
き
っ

か
け
と
な
り
秀
吉
は
気
に
入
ら
れ
、

飯
尾
家
配
下
の
松
下
家
に
勤
め
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
逸
話
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、し
ば
ら
く
し

て
引
間
城
は
落
城
し
ま
す
が
、三
河

か
ら
東
進
を
目
指
す
家
康
が
入
城
。

こ
こ
を
根
城
に
城
を
拡
張
し
、城
の

名
を
浜
松
城
と
改
め
、遠
江
一
帯
を

平
定
す
る
侵
略
の
拠
点
と
し
ま
し

た
。秀
吉
と
家
康
、二
人
の
天
下
人

に
と
っ
て
人
生
の
転
機
と
な
っ
た
浜

松
市
中
区
元
城
町
1
1
1
、つ
ま
り

現
在
の
浜
松
東
照
宮
の
地
は
日
本

最
強
の
出
世
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

い
そ
だ 

み
ち
ふ
み

岡
山
県
出
身
、浜
松
市
在
住
。2
0
0
2
年
慶
應

義
塾
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
了
、

2
0
1
2
年
よ
り
静
岡
文
化
芸
術
大
学
文
化
政

策
学
部
国
際
文
化
学
准
教
授
に
就
任
。古
文
書

に
隠
さ
れ
た
様
々
な
歴
史
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら

独
特
の
視
点
で
研
究
・
分
析
を
続
け
、こ
れ
ま
で

未
開
で
あ
っ
た
分
野
に
も
新
た
な
角
度
か
ら
切

り
込
み
、歴
史
を
ひ
も
解
く
。江
戸
時
代
の
武
士

社
会
の
実
情
を
記
し
た『
武
士
の
家
計
簿（
新
潮

新
書
）』を
は
じ
め
、『
殿
様
の
通
信
簿（
新
潮

社
）』、『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造（
東
京

大
学
出
版
会
）』な
ど
著
書
、論
文
を
多
数
発
表
。

❺【
浜
松
東
照
宮（
引
間
城
跡
）】

　

三
河
か
ら
東
進
し
た
家
康
は
、遠

江
一
帯
を
支
配
す
る
た
め
、引
間
城

本
丸（
現
在
の
浜
松
東
照
宮
が
あ
る

場
所
）に
入
り
ま
す
。わ
ず
か
50
ｍ
四

方
の
狭
い
空
間
で
寝
起
き
を
し
な
が

ら
城
を
拡
張
。浜
松
城
と
改
名
し
た

後
、こ
こ
を
拠
点
に
甲
斐
、信
濃
へ
と

領
土
を
拡
大
し
ま
し
た
。ま
さ
に
、徳

川
家
康
の
飛
躍
の
地
と
も
言
え
る
場

所
な
の
で
す
。

も
っ
と
知
る
に
は
…

❺
浜
松
東
照

❺

宮
、

も
っ
と
知
る
に
は
…

P18
〜
P31

P34
〜
P35

駿府のまちを望む

大
い
に
繁
栄
。現
在
の
政
治
都
市
・
静

岡
市
の
礎
が
築
か
れ
ま
し
た
。
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た
い

い
い
お

ぶ
ぜ
ん
の
か
み

と
お
と
う
み

か

い

し
な

の

こ
う
す

き

じ
ょ
う
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美
味なるも
の

ふじのくに名物いろいろ

【折戸なす】
折戸なすは、徳川家康が愛したナ
ス。「一富士、二鷹、三茄子」の茄子
という説もあるほど。しばらく途絶え
ていたものの、近年、静岡市清水区
三保・折戸地区で復活、栽培される
ようになった。5月中旬～12月頃に、
地元の大手スーパーで購入できる。
●お問い合せ
☎054-367-3200（JAしみず）

静岡市清水区

【静岡ちらし】
家康公が三河から教え伝え、向井
水軍が伊勢から持ち帰ったとされ
る混ぜ寿司をイメージして作られ
た。駿河湾、近海の旬の海の幸が
たっぷり載った「静岡（しぞ～か）ち
らし」は、ご当地グルメとして人気
だとか。県内各地のすし屋で食べ
られる。
●お問い合せ
☎054-255-7148（静岡すし組合）

静岡県各地

【とろろ汁】
家康公が好んで食したといわれるとろ
ろ。同じく、家康公が健康食として好ん
だ麦飯。麦飯にとろろ汁をかけた「とろ
ろ飯」が今も東海道の丸子宿（まりこ
しゅく）の名物として伝わっている。

静岡市

【酒】
戦国時代から江戸時代の初めにか
けて江川家で造られた「江川酒」は、
北条早雲や徳川家康公に献上され
ていた。家康公はその美味しさを賞
し、井桁（いげた）に菊の由来となる
野菊の紋を与えられたと伝えられて
いる。近年、この江川酒が地元の有
志によって復活し、味わえるように
なった。このほか、静岡各地には歴
史ある酒蔵も多い。

静岡県各地【大福寺納豆・浜納豆】
大福寺納豆は、浜名湖北にある大
福寺（浜松市）で製造されており、家
康公も献上の頃になると待ちわび
ていたとか。大豆を発酵、味付した
のち乾燥させて香料を加えた保存
食で、独特の風味がクセになる。そ
の後、「浜納豆」として遠州各地に伝
わった。浜松市内のお土産屋で手に
入る。

浜松市

6月の田植えの様子

しぞ～か

おり ど
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匠なる
も
の

海、山、里の名物と、美しい風景、名所もいっぱい

家康公もお気に入り？

【お茶】
静岡県の代表的な名物の一つで、
家康公も愛飲したという。栽培され
る地域によって味わいも異なる。牧
之原台地のお茶畑に囲まれて建つ
「お茶の郷（さと） 博物館」なら、お
茶の文化歴史を学ぶことができる。
●お問い合せ
［お茶の郷 博物館］
島田市金谷富士見町3053-2
☎0547-46-5588
開館時間／博物館・庭園 9：00～17：00
（入館は16：30）
休館日／毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12/29～1/1）

静岡県各地

【安倍川餅】
駿府城にいた大御所時代の家康公
に献上され、その美味しさを気に入
り、安倍川上流部にあった金山にち
なんで『安倍川餅』と命名したと伝
えられている。今も静岡のお土産と
して人気だ。

静岡市【駿府匠宿】
今川、徳川時代から受継がれた静岡
市の伝統産業と歴史をテーマに、
静岡ならではの生活文化を体験で
きる施設。「漆器」「和染」「竹細工」
などの製作体験ができる。

静岡市

【賤機焼】
三方ヶ原の合戦の後、太田七郎右
衛門という人物が、家康公の無事と
勝利を祝い外は鬼、内に福を模した
盃を献上したところ、家康公は大い
に喜び、賤機焼の称号を与えたこと
が始まり。

静岡市

【焼津弓道具】
今川時代、甲斐武田氏の家臣が静
岡に転居して矢師を始めたとされ
る。その後、この一帯は徳川幕府の

直轄地となり、
幕府は平民にも
弓を持たせ、時
折神社などに
人々を集め競い
あわせ、天下の
大事に備えてい
たという。

焼津市

【志戸呂焼】
1588年（天正16）、家康公が遠州
志戸呂（現在の島田市志戸呂）に住
んでいた陶工たちに焼物免許の朱
印状を発給している。今も、志戸呂
焼を伝承する窯元がある。

静岡県島田市

●お問い合せ
静岡市駿河区丸子3240-1
☎054-256-1521
開場時間／9:00～17:00
（各体験工房のお申込みは16:00まで）
休場日／年末年始（12/30～1/1）

盃を献上したところ、家康公は大
に喜び、賤機焼の称号を与えた
が始まり。

臣が静
とされ
幕府の
なり、
民にも
せ、時

焼津市

【志

まで）

【お
静岡
家康
る地
之原
「お茶
茶の
●お問
［お茶
島田市
☎05
開館時

志戸呂焼】
8年（天正16）、家康公が遠州

静岡県島田市志戸呂焼】

すん ぷ たくみ

とし ろ やき

しゅく

はたしず やき
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柿田川と富士（清水町）

奥浜名湖の夕景（浜松市）

戸田の御浜岬（沼津市）
浜松城の春（浜松市） 駿府城公園の桜（静岡市）

川根温泉ふれあいの泉（島田市）

金谷の石畳（島田市）大井川河口の野鳥園（焼津市）

【城と桜】
四季折々に美しい城。とくに桜の季節は多くの人でにぎわう。桜と城を愛で
にぜひ出かけてみよう。

【温泉】
家康公のお気に入りという熱海の
温泉のほかにも、温泉地が点在して
いる。疲れを癒し、眺めもよい温泉
で旅をますます楽しくしよう。

【東海道の宿場風情】
徳川家康公が全国支配のために整
備した五街道のうち、東海道は大動
脈として発展した。東海道の53の宿
場のうち22の宿場が静岡県にあり、
宿場や街道の風情を楽しめる。

【川】
静岡県には、天竜川、大井川、安倍
川、富士川、 狩野川という大きな川
がある。家康公もこれらの川を一生
の間何度も渡ったに違いない。

【浜名湖】
家康公が浜松在城の折に、浜名湖
ではコイ、フナを献上し、入出のあ
たりを御浦と称したという。

【富士山】
横に長い静岡県各地からは、四季
折々、様々な表情の富士山を望め
る。家康公も愛でたであろう、富士
山の景色を、家康公をめぐるこの旅
で満喫しよう。

美
景なるも
の
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ふじのくに
便利帳

観光案内データ

熱 海 市 観 光 課
熱 海 市 観 光 協 会
伊 東 市 観 光 課
伊 東 観 光 協 会
東伊豆町観光商工課
東伊豆町観光協会
河津町産業振興課
河 津 町 観 光 協 会
下田市観光交流課
下 田 市 観 光 協 会
南伊豆町産業観光課
南伊豆町観光協会
三島市役所商工観光課
三 島 市 観 光 協 会
函南町農林商工課
函 南 町 観 光 協 会
伊豆の国市観光商工課
伊豆の国市観光協会
伊豆市観光交流課
伊 豆 市 観 光 協 会
伊豆市観光協会修善寺支部
伊豆市観光協会中伊豆支部
伊豆市観光協会天城支部
伊豆市観光協会土肥支部
沼津市産業振興部観光交流課

沼 津 観 光 協 会
戸 田 観 光 協 会
西伊豆町観光商工課
西伊豆町観光協会堂ヶ島観光案内所

西伊豆町観光協会宇久須観光案内所

松崎町企画観光課
松 崎 町 観 光 協 会

東名高速道路

新東名高速道路

東海道新幹線

富士山静岡空港

東海道本線浜松駅

掛川駅

静岡駅

三島駅

熱海駅
新富士駅

中
部

東
部

西
部

お問い合わせは各市町観光担当課・観光協会へ

静岡県の観光情報は

「ハローナビしずおか」で検索
http://hellonavi.jp/
静岡県観光協会
電話 054-202-5595

☎0557-86-6195
☎0557-85-2222
☎0557-36-0111
☎0557-37-6105
☎0557-95-6301
☎0557-95-0700
☎0558-34-1946
☎0558-32-0290
☎0558-22-3913
☎0558-22-1531
☎0558-62-6300
☎0558-62-0141
☎055-983-2656
☎055-971-5000
☎055-979-8113
☎055-978-9191
☎055-948-1480
☎055-948-0304
☎0558-72-9911
☎0558-85-1883
☎0558-72-2501
☎0558-83-2636
☎0558-85-1056
☎0558-98-1212
☎055-934-4747
☎055-964-1300
☎0558-94-3115
☎0558-52-1114
☎0558-52-1268
☎0558-55-0412
☎0558-42-3964
☎0558-42-0745

御前崎市商工観光課
御前崎市観光協会
菊川市商工観光課
菊 川 市 観 光 協 会
掛川市商工観光課
掛川観光協会ビジターセンター

袋井市産業振興課
袋 井 市 観 光 協 会
森町産業課（観光協会）
磐田市商工観光課
磐 田 市 観 光 協 会
浜松市観光交流課
浜松観光コンベンションビューロー

浜松市観光インフォメーションセンター

かんざんじ温泉観光協会
浜 北 観 光 協 会
天 竜 観 光 協 会
舞 阪 町 観 光 協 会
雄 踏 観 光 協 会
奥浜名湖観光協会
三ケ日町観光協会
春 野 観 光 協 会
浜松市佐久間観光協会
水 窪 観 光 協 会
龍 山 観 光 協 会
湖西市商工観光課
新 居 町 観 光 協 会

☎0537-85-1135
☎0548-63-2001
☎0537-35-0936
☎0537-36-0201
☎0537-21-1149
☎0537-24-8711
☎0538-44-3156
☎0538-43-1006
☎0538-85-6319
☎0538-37-4819
☎0538-33-1222
☎053-457-2295
☎053-458-0011
☎053-452-1634
☎053-487-0152
☎053-585-1116
☎053-925-5845
☎053-592-0757
☎053-596-1780
☎053-522-4720
☎053-524-1124
☎053-989-0182
☎053-965-1651
☎053-987-0432
☎053-966-2111
☎053-576-1230
☎053-594-0634

清水町地域振興課（観光協会）

長泉町産業振興課
ながいずみ観光交流協会
裾野市商工観光課
裾 野 市 観 光 協 会
御殿場市商工観光課
御殿場市観光協会
小山町商工観光課
小 山 町 観 光 協 会
富 士 市 観 光 課
富士山観光交流ビューロー
富 士 宮 市 観 光 課
富士宮市観光協会

静岡市観光･シティプロモーション課

静岡観光コンベンション協会

静岡観光コンベンション協会清水事務所

焼 津 市 観 光 課
焼 津 市 観 光 協 会
藤枝市商業観光課
藤 枝 市 観 光 協 会
岡 部 総 合 案 内 所
島 田 市 観 光 課
島 田 市 観 光 協 会
島田市観光協会川根支所
川根本町商工観光課
川根本町まちづくり観光協会

吉田町産業課（観光協会）
牧之原市観光空港課
牧之原市観光協会

☎055-981-8238
☎055-989-5516
☎055-988-8780
☎055-995-1825
☎055-992-5005
☎0550-82-4622
☎0550-83-4770
☎0550-76-6114
☎0550-76-5000
☎0545-55-2777
☎0545-64-3776
☎0544-22-1155
☎0544-27-5240

☎054-354-2422
☎054-251-5880
☎054-388-9181
☎054-626-2155
☎054-626-6266
☎054-643-3111
☎054-645-2500
☎054-667-6060
☎0547-36-7163
☎0547-46-2844
☎0547-53-2220
☎0547-58-7077
☎0547-59-2746
☎0548-33-2122
☎0548-53-2623
☎0548-22-5600

伊豆地区 富士地区

中部地区

西部地区

参考文献：「江戸幕府を開いた将軍 徳川家康」小学館（責任監修小和田哲男氏）、小和田哲男氏著「詳細図説家康記」新人物往来社、静岡人「国宝 久能山東照宮」、
磯田道史氏著「歴史の楽しみ方」中公新書、「徳川家康公と駿府」静岡商工会議所、小和田哲男氏著「駿府の大御所 徳川家康」静岡新聞社、「地球日本史」扶桑社文庫、
静岡新聞社「ふるさと百話」

本誌に掲載したデータは、平成25年3月現在のものです。



静岡県文化・観光部 観光振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6　電話番号 054-221-3637


