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江戸時代から古河に残る桃林の歴史
～領地の民を想う藩主の知恵～

「原町口より古河城下真景図」
　日光道中と古河宿南端にあたる原町口
(古河台町郵便局付近)を描く絵図。松並
木の両側に低木の桃林と古河城(左奥)が
描かれています。

古河歴史博物館所蔵　国重要文化財

利
勝
が
広
め
た
桃

　

１
６
３
３(

寛
永
10)

年
に
古
河
藩
主
と
な
っ

た
土
井
利
勝
は
、
藩
内
お
よ
び
領
内
の
村
々
に

お
い
て
燃
料
と
し
て
使
う
薪ま

き

が
不
足
し
て
い
る

と
い
う
状
況
を
聞
き
、
領
内
の
子
ど
も
た
ち
に

桃
の
実
を
拾
わ
せ
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
桃
の
実
は
、
ひ
と
夏

の
う
ち
に
数
十
万
個
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
の
後
、
桃
の
種
を
領
内
の
畑
や
野
原
、
屋
敷

周
り
な
ど
に
植
え
て
育
て
る
よ
う
に
奨
励
し
ま

し
た
。「
桃
栗
三
年
」
の
言
葉
ど
お
り
、
短
期

間
で
成
長
す
る
桃
は
領
民
の
食
料
だ
け
で
な

く
、
枯
木
を
薪
と
し
て
使
え
た
の
で
、
薪
の
手

配
に
困
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
江
戸
初
期
の
古
河
で
は
、
限
り
あ
る
資
源
を

効
率
的
に
利
用
す
る
循
環
型
社
会
の
よ
う
な
仕

組
み
が
実
現
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

古
河
が
誇
る
観
光
の
名
所
に

　

こ
う
し
て
古
河
の
ま
ち
に
定
着
し
た
桃
林

は
、
明
治
時
代
以
降
は
そ
の
美
し
い
花
が
鑑
賞

の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
桃
の
花
が
咲
く
時
期

に
は
、
東
京
か
ら
「
観
桃
割
引
列
車
」
が
毎
年

の
よ
う
に
運
行
さ
れ
る
な
ど
、
遠
方
か
ら
も
多

く
の
人
が
観
光
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
食
料
や
燃
料
と
し
て
植
え
た
桃

の
木
が
、
い
つ
し
か
古
河
が
誇
る
観
光
資
源
と

な
り
、
令
和
と
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
、
市

民
の
誇
り
と
し
て
愛
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

　なぜ、古河にこれほど多くの桃の木があるのかご存じですか。
その起源をたどっていくと、江戸時代に古河藩主となった大老土井利勝の知恵が見えてきました。
今回は、利勝が仕えた徳川家康とその側近の仕事や功績などが収められている『落

おち

穂
ぼ

集
しゅう

』に書かれた
利勝と古河の桃の話を紹介していきます。

古河に大きなお城と町割りを築いた土井利勝

明治時代は観桃会～古河のお花見は桃、お土産も桃～
　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
ま
ち
全
体

で
桃
を
観
光
資
源
と
す
る
運
動
が
起

こ
り
ま
す
。
古
河
実
業
協
会
と
い
う

団
体
が
中
心
と
な
っ
て
観
桃
会
を
開

き
、
上
野
を
初
め
と
す
る
近
隣
各
駅

か
ら
の
鉄
道
料
金
の
割
引
を
実
現
さ

せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

す
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
た
ち
を
楽

し
ま
せ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
時
の
新
聞
広
告
を
見
る

と
、
観
桃
会
の
来
場
者
用
に
、
桃
よ

う
か
ん
や
缶
詰
な
ど
の
ス
イ
ー
ツ
が
、

お
土
産
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
最
初
の
大
老
土
井
利
勝

は
、
徳
川
家
康
・
秀
忠
・
家
光
３
代

の
将
軍
に
仕
え
た
幕
府
の
草
創
期
の

実
力
者
で
す
。
そ
の
利
勝
が
古
河
の

歴
史
に
登
場
す
る
の
は
、
３
代
将
軍

徳
川
家
光
に
よ
っ
て
古
河
藩
主
を
命

じ
ら
れ
た
１
６
３
３(

寛
永
10)

年
の
こ

と
。
古
河
の
歴
史
上
最
大
、
16
万
２
千

石
を
治
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

藩
主
と
し
て
の
利
勝
は
、
桃
林
だ

け
で
な
く
、
城
や
城
下
町
の
整
備
を

し
ま
し
た
。
現
在
の
古
河
駅
西
口
に

広
が
る
街
並
み
は
、
利
勝
に
よ
る
町

割
り
が
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
時
建
て
ら
れ
た
古
河
城
御
三
階

櫓や
ぐ
ら

は
、
土ど

塁る
い

の
下
か
ら
合
わ
せ
る
と
約

30
ｍ
の
高
さ
を
誇
る
大
建
築
物
と
し
て

城
下
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま
し
た
。

～当時の人がまちの誇りとして描いた桃源郷～
昭和初期に作成された「茨城県古河町案内」絵はがき

　大正時代になると多くの桃が
枯死してしまいます。昭和初期
に発行されたこの絵葉書は、古
河のまちを空から望んだもので
す。古河の南半分が桃色で着色
されているのは、桃源郷のよう
なかつての桃林をしのぶものと
なっています。
　江戸時代から幾度となく、再
興されてきた古河の桃は、
1975(昭和50)年の古河総合公
園の開園に合わせ、新たにハナ
モモが植林され、市民の誇りと
して現代に引き継がれました。

▲土井利勝肖像画(正定寺所蔵)

▲観桃割引列車が掲載された明治時代の新聞▲当時のお土産の広告


