
に
好
か
れ
る
魅
力
的
な
人
物
だ
っ
た
。

　
春
夏
秋
冬
、美
し
い
自
然
の
彩
り
に
包
ま
れ
、戸
定

邸
は
徳
川
家
の
遺
風
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

な
り
得
る
昭
武
を
警
戒
し
た
明
治
新
政
府
は
帰
国

命
令
を
出
し
、昭
武
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。帰
国

後
、最
後
の
水
戸
藩
主
と
な
っ
た
が
、す
で
に
江
戸
幕

府
は
存
在
せ
ず
、彼
は
幻
の
将
軍
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
廃
藩
置
県
後
、陸
軍
少
尉
と
な
っ
て
い
た
昭
武
は
、

明
治
９（
１
８
７
６
）年
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
国
博

覧
会
の
御
用
掛
と
し
て
渡
米
し
た
。海
外
経
験
を
評

価
さ
れ
て
の
派
遣
と
も
言
え
る
が
、要
職
で
は
な
か

っ
た
。そ
の
後
、昭
武
は
２
度
目
の
パ
リ
留
学
を
し
て

い
る
。彼
は
学
ぶ
こ
と
を
諦
め
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

そ
こ
で
再
会
し
た
ヴ
ィ
レ
ッ
ト
と
は
、そ
の
後
も
文
通

を
し
な
が
ら
心
を
通
わ
せ
、年
齢
・
国
・
身
分
な
ど

の
違
い
を
超
え
て
、ヴ
ィ
レ
ッ
ト
が
亡
く
な
る
ま
で
交

流
を
続
け
た
。帰
国
後
、昭
武
は
天
皇
に
近
侍
し
、定

期
的
に
拝
謁
を
賜
る
麝
香
間
祗
候
と
な
っ
た
。そ
し

て
明
治
16（
１
８
８
３
）年
、水
戸
徳
川
家
の
家
督
を

甥
の
篤
敬
に
譲
る
と
、昭
武
は
29
歳
で
隠
居
し
た
の

で
あ
る
。

　
昭
武
は
人
生
の
折
々
で
、人
と
の
出
会
い
と
そ
の

縁
を
大
切
に
し
た
。そ
し
て
少
年
期
と
青
年
期
の
２

度
に
わ
た
る
西
欧
で
の
体
験
は
、彼
の
豊
か
な
感
性

と
人
間
性
を
培
っ
た
と
言
え
る
。和
と
洋
が
混
在

し
、美
し
く
調
和
し
た
戸
定
邸
と
庭
園
が
そ
れ
を

物
語
っ
て
い
る
。

　
明
治
17（
１
８
８
４
）年
、約
２
年
の
年
月
を
経
て
完

成
し
た
戸
定
邸
に
、昭
武
は
生
活
の
拠
点
を
移
し
た
。

明
治
天
皇
に
仕
え
る
麝
香
間
祗
候
と
し
て
、定
期
的

に
皇
居
に
赴
く
時
な
ど
に
利
用
し
た
都
内
の
水
戸
徳

川
家
本
邸
と
の
行
き
来
に
も
、か
つ
て
江
戸
と
水
戸

を
結
ん
だ
水
戸
街
道
の
宿
場
町
で
あ
っ
た
松
戸
は

都
合
の
良
い
立
地
で
あ
っ
た
。

　
戸
定
邸
は
木
造
の
平
屋
で
一
部
２
階
建
て
に
な
っ

て
い
る
純
和
風
の
建
物
で
、９
棟
が
廊
下
で
結
ば
れ
、

23
の
部
屋
が
あ
る
。建
物
内
は
、来
客
用
の「
表
」と
、

家
族
と
使
用
人
用
の「
奥
」に
明
確
に
区
分
さ
れ
、そ

の
空
間
で
過
ご
す
人
の
こ
と
を
考
え
て
設
計
さ
れ
て

い
る
。シ
ン
プ
ル
な
中
に
非
常
に
凝
っ
た
部
分
が
随

所
に
あ
る
が
、そ
れ
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
謙
虚

さ
が
あ
る
。ま
さ
に
引
き
算
の
美
学
と
言
え
る
気
品

だ
。日
本
と
世
界
の
最
高
の
も
の
を
見
て
き
た
で
あ
ろ

う
昭
武
が
到
達
し
た
ひ
と
つ
の
境
地
、そ
れ
が
戸
定

邸
と
庭
園
だ
。や
わ
ら
か
な
曲
線
を
描
く
よ
う
な
庭

園
。空
に
伸
び
る
コ
ウ
ヤ
マ
キ
の
堂
々
と
し
た
樹
形
。

ア
オ
ギ
リ
の
木
立
の
向
こ
う
に
望
む
富
士
山
。青
々
と

し
た
芝
生
。こ
れ
ら
を
見
渡
す
た
め
に
柱
や
建
具
が

邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
、計
算
さ
れ
た
表
座
敷
。決
し

て
出
過
ぎ
ず
、飽
き
さ
せ
な
い
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
は
、

見
る
人
を
静
か
に
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

　
昭
武
は
こ
の
美
し
い
自
然
と
の
一
体
感
の
中
で
、親

し
い
人
々
を
招
い
て
時
に
は
写
真
や
狩
猟
、陶
芸
な
ど

の
趣
味
に
興
じ
、充
実
し
た
人
生
の
時
間
を
重
ね
た

の
だ
ろ
う
。彼
が
よ
く
座
っ
て
い
た
と
い
う
客
間
の一
角

に
腰
を
下
ろ
す
と
、言
い
よ
う
の
な
い
心
地
良
さ
に

包
ま
れ
て
い
く
の
を
感
じ
た
。ど
ん
な
時
も
人
間
関

係
を
大
切
に
、共
に
過
ご
す
時
間
を
楽
し
ん
だ
昭
武
。

彼
は
自
分
が
置
か
れ
た
立
場
を
理
解
し
、求
め
ら
れ

る
こ
と
を
精
一
杯
実
行
し
、そ
の
中
で
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
を
叶
え
て
い
く
能
力
が
あ
っ
た
。そ
し
て
、人

▲湯殿　浴槽は、昭和初期のものと考えられる。洗い場が広く
天井も網代編みの意匠の贅沢な造りとなっている。　

▲使者の間　玄関横にある従者が使った部屋。
欄間には福を招くコウモリの紋様があしらわれている。

▲表座敷 中の間から奥座敷を見る　それぞれの部屋から庭が眺められ
風景が見やすいように柱や建具の位置が計算されている。

▲奥座敷（八重の間）　後妻の八重が使用した。
昭武の寝所としても使われた。　

▲表座敷　客間・二の間全景　昭武は、皇太子時代の大正天皇や徳川慶喜も戸定邸に迎えている。64枚の畳が使われており、庭に面している部分の軒桁は、つなぎ目のない1本の木材でできている。

▲離座敷（秋庭の間）　戸定邸落成から2年ほど後に、昭武の生母・秋庭のために増築された。
丸窓の下の材料など、奥座敷より良い物が使われており凝った意匠になっている。

▲庭園　洋風技法による芝生面は、日本に現存する最古のもの。東から南に連なるコウヤマキ。4本の
大木は昭武が選びこの地に運ばせたもの。和と洋が融合した、昭武の美学が大きく生かされた庭である。

▲昭武が好んだ富士を望む場所　庭の西側のアオギリの木立は絶妙な間隔が空いており、
客間の床柱の前あたりに座り富士山を眺めると、アオギリが額縁のようになり美しい。　

▲外庭にある復元された東屋。
戸定邸をドローンムービーで見てみよう！

▲

人
と
の
縁
、西
欧
の
文
化

昭
武
の
感
性
が
育
ま
れ
て
い
っ
た

理
に
か
な
っ
た
造
形
と

凛
と
し
た
引
き
算
の
美
学

入館時間　9時30分～16時３０分　休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）
料金　一般320円（戸定邸・歴史館）　250円（戸定邸）　150円（歴史館）
高校・大学生160円（戸定邸・歴史館）　100円（戸定邸）　100円（歴史館）
※中学生以下無料 （その他団体割引あり）
お問い合わせ　戸定歴史館  　 047–362–2050
戸定歴史館では、戸定邸に住んだ「徳川昭武」をモチーフにした開館
３０周年記念ミュージアムグッズをはじめ、図録「プリンス・トクガワ」や
マスクコードなど、様々なグッズを販売しています。通信販売も行って
いますので、ぜひご利用ください。

松戸市 「戸定邸」「戸定歴史館」 

じ
ゃ
こ
う
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こ
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あ
つ
よ
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