
江戸城別邸・演御殿
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そ の 後 は 甲 府 藩 の 下 屋 敷 と し て 使 用 さ れ て い ま し た

。 こ の た
め
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甲 府 浜 屋 敷
、

海 手 屋 敷 と 呼 ば れ て い ま し た
。

甲 府 藩 主 綱 重 を 継 い だ 徳 川 綱 豊 か　　　　ﾉ: ‘……･i:タ

６ 代 将 軍 ・ 家 宣 に な っ た た め 甲 府 徳 川 家 は 絶 家 と な り
、 こ こ

が 将 軍 家 の 別 邸 と さ れ ま し た
。

浜 御 殿 と 改 称 し て 大 幅 な 改 修 が 行 わ れ
、

茶 園
、

火 薬 所
、

庭 園 な ど が 整 備 さ れ ま し た
。

特 に11 代 将 軍 家 斉 と12 代 将 軍 家 慶 の 頃 は
、

将 軍 の 鷹 狩 り 場 で し た

Ｏ
幕 末 に は

、
幕 府 海 軍 伝

習 屯 所 で も あ り ま し た
。

享 保14 年5 月1729 年
、

雄 の 象 が ベ ト ナ ム か ら 運 ば れ
、

浜 御 殿 の 小

屋 で12 年 を 過 ご し ま し た
。

慶 応2 年 に 着 工 し た 石 造 洋 館 が 明 治2 年 に 外 国 人 接 侍 所｢ 延 遼 館｣

と し て 竣 工 し ま し た
。 延

遼 館 は
、

明 治 維 新 後 も 鹿 鳴 館 が 完 成 す る ま で は 迎 賓 館 と し て 使 用 さ

れ ま し た
。 そ の

後
、1923

年 の 関 東 大 震 災 と1945 年 の 東 京 大 空 襲 で
、

大 手 門 や 複 数 の 御 茶

屋 や 樹 木 が 焼 失 し
、

庭 園 自 体 も 大 き く 損 傷 す る 被 害 を 受 け た の で し た
。



大手門

枡形門で、江戸城の門の形式と同
じ。手前が高麗門、奥が渡り櫓門

となっています。浜離宮の枡形、
櫓台は、江戸城のどれよりも大き
なものでした。

延遼館跡

1８６６年（慶応2 年）に幕府の海

軍所の施設として着工され。

１８７２年（明治2 年）に外国人接

待所「延遼館」として竣工されま

し｡と。

海手の御茶屋

1７０７年（宝永４年）、６代将軍

家宣が、舟遊びや漁夫達の漁の様

子を見る為に建てた休憩所です。

海手御茶屋は、現在は礎石が残さ

れているだけとなりました。

三百年の松

６代将軍徳川家宣のころ、植えら

れたといわれています。大名屋敷

から将軍家の別邸＝浜御殿になっ

て間もなくのことでした。

内堀

浜御殿には、内堀があります。こ

の内堀には荷揚げ場の石段が残っ

ています。江戸時代の堀の荷揚げ

場の石段が残っているのはきわめ

て珍しく貴重です。

象の飼育舎跡　中島の御茶屋

1７２８年（享保13 年）に、８代将

軍徳川吉宗の注文により、中国の

貿易商によって、象が長崎から江

戸にやってきました。

中島の御茶屋は、1707 年（宝永

４年）に、６代将軍家宣によって

建てられました。その後、１７８８

年（天明８年）家斉が再建しまし

た。

庚申堂鴨場　 将軍御上がりの場

あります。前者が1778 年、後者

が1791 年の築造という古いもの。
鴨場というのは、野生の鴨などを
狩猟するための施設です。

江戸城から船（御座船）で浜御殿

に来た時など船を接岸していた場

所。　15代将軍慶喜が、鳥羽伏見

の戦いに敗れて、大阪から江戸に

逃げてきた場所でもあります。



⑥勝間橋

⑧築地本願寺

⑨築地市陽 外

⑩浜離宮恩賜庭園

勝同価は、昭和15 年（1940）に隅田川河口部に築造

された、国内最大規模を誇る可動橋。 橋の中央部分

を開いて大型船舶を通すことができる。｡勝屑の名は、

明治38 年（珀（㈲ の日露戦争の勝利を記念して、築

地と月島問に新たに設けられた渡し場て､ある「から

どきの渡し」に由来している。交通不便を解消し埋

立が進んでいた晴海や豊洲地区の開発支援のため建

設された。

元和３年 に6剖 浅草に坊舎が建立され瓦j925 年

(寛永2) 本願寺の別院として江戸幕府から公認され
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、
明 暦 ３ 年 （1657 ） ［ 明 暦 の 大 火

］ と 呼 ば れ る 大 火

事で坊舎を焼失してしまう。幕府の区画整理のため、
ｉ もとの場所への再建がかなわず、替え地としてパΓ

Ｅ堀の海上が用意された。 そこで佃島の門徒が中心に

なり、海を埋 め立てて土地 を築いた。そ れが［築地］

とい う地名ぴ）由来 となってい る。平成24 年（2012 ）、

正式名称が 「築地本願寺」 と改 められた。

日本 橋にあった魚市場と京橋にあった青物市場が移

転し昭和 扨 年（扨弱 年）に開場した。戦後の復興、

昭和30 年代から昭和50 年代にかけて施設の整備拡

充を図り昭和 肋 年代に入り、施設の老朽化が著しく

なったため、移転整備へと方向転換。そして、狭隣

丿ﾋ が著しく、流通環境の変化に対応できない状況等
７ から、平成13 年（2001 年）12 月に策定した第７次

卜 吏京 都卸売市場整備計画において。豊洲地区に移転

ｌ することが決定した。

もともと将軍家の鷹狩り場だった。 三代 将軍家 光の子

であ る甲府宰相綱重が、将軍徳川 家綱から拝領して下

屋敷 とし甲府浜屋敷と呼ばれるようになった。 以降も

歴代 将軍によって幾度かの造園、改修工事が行なわれ、

十一一一代将軍徳川家斉の時に、ほぼ現在の姿の庭園にな

った。さらに時が流れ明治 ３年（1870 年）になると、

今度は宮内省の所管となり浜離宮と改称し 皇室宴遊の

地となった。戦後一般に瞬放され、昭和2T? 年には国の

特別名勝、特別 史跡に指定された。
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