
3月2日　 開園記念日
4月第一日曜日　御神幸
4月下旬   栄西茶会
5月第三日曜日　茶つみ祭
5月下旬　初夏の延養亭特別公開

旧暦8月15日　名月観賞会
10月下旬　松のこも巻き
10月下旬　秋の延養亭特別公開
10月下旬～11月中旬  菊花大会
11月3日　後楽能
11月下旬　秋の幻想庭園

1月1日～3日　初春祭
2月上旬　芝焼き
2月下旬　松のこも焼き

8月　夏の幻想庭園

s

西川原駅

シニア

中学生は除く
小・中学生
65歳以上

20人以上

2 , 0 0 0 8 0 0
8 0 0

1 , 0 0 0
4 0分

●入園は閉園時間の１５分前までとなります。

令和6年7月作成

※試行中。今後変更になることがあります。
高校生以下 無　料

●岡山ICから車で20分（約8km）
●JR岡山駅から徒歩25分（約1.8km）
●JR岡山駅から路線バス約10分～15分
　後楽園口（東口）バスターミナル1番乗り場
◎「藤原団地」行き→「後楽園前」下車すぐ（岡電バス）
●JR岡山駅から市内電車東山行きで4分・・・「城下」下車徒歩10分
●JR岡山駅からタクシーで約10分（約1.8km）

5 0０
2 0０
2 0０

7 2 0
6 0 0

1 , 1 2 0

名称は、岡山城の後ろに作られた園という
意味で後園と呼ばれていましたが、「先憂後楽」
の精神に基づいて造られたと考えられる
ことから、明治4年（１８７１）後楽園と改め
られました。

★★★
岡 山 後 楽 園は
ミシュラン・グリーン
ガイド・ジャポンで
三つ星評価取得
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岡山後楽園は、江戸時代を代表する大名庭園の一つです。
延養亭や能舞台を中心とした亭舎、園内各所に置かれた茶室や祠には、
歴代藩主の思いが込められています。
広い芝生地や池、築山、茶室が園路や水路で結ばれ、歩きながら移り
変わる景色を眺めることができるよう工夫された回遊式庭園です。

三百年の歴史が息づく後楽園

芝を大量に使った庭
日本に広く自生している野芝を使った、明るく
広々とした庭園です。築庭当時、芝は沢の池西
側の延養亭から見える範囲にだけ使われ、園内
の大半は田畑でした。 園全体に使われたのは
明治以降のことです。
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現況 ■全体面積　144,000m2　　■唯心山　　高さ約6ｍ
■芝生面積　19,600m2　　　■曲水全長　約640m

　馬場・弓場
　後楽園は藩主の楽しみの場としてだけでなく、
　文武両道を怠らぬよう武芸の場も設けられ
　ました。家臣が武芸の上達ぶりを披露する
　行事も行われ、藩主は観騎亭や観射亭から
　ご覧になりました。

２０

９鶴舎（タンチョウ） 江戸時代から
　鶴が飼育されていましたが、戦後絶滅
　しました。岡山の旧制第六高等学校
　に学んだことのある中国科学院院長
　の郭沫若氏からタンチョウ2羽が贈ら
　れました。その後、釧路市の協力もあり、
　多くが生まれ育ち、その美しい姿が園内
　によみがえりました。

１９

　延養亭　 藩主が後楽園を訪れた時の居間として
　使われました。沢の池、唯心山、借景の操山と、園内
     外の景観が一望できる、後楽園の中心的建物です。

1

　能舞台　 能に熱心であった池田綱政は優れた舞
     手でもあり、能装束の名品を数多く残しています。
     時には、藩内の人々が拝見を許されることも
     ありました。現在の建物は戦後再建されたものです。

2

　地蔵堂　
地蔵堂横には築庭当時の樹木と推定
されるムクノキが残っています。

5

　二色が岡  築庭当時は、春はサクラ、秋はモミジ
　で彩られた林でした。戦後に杉の木立となり、
    市街地にあっては珍しく、野鳥が多く飛来する
　 場所となっています。

3

　御舟入跡　お城から藩主が舟で
　渡ってくる時の舟着き場の跡。
　御成御門に続く雁木が見つかり
　展示しています。

6

　沢の池
　園内で一番大きな池で、中には島茶屋の
　ある中の島、釣殿のある御野島、白砂
　青松が美しい砂利島があります。

１８

　慈眼堂
　慈眼堂は池田綱政が藩内の平安と池田
　家の安泰を願って建立した観音堂です。
　今は空堂となっていますが、江戸時代
　には歴代藩主が厚く信仰していました。

１７

　茶畑　
　美しい丸刈りの列が続く茶畑。
　茶葉はやや苦みの強い古種です。

１６

　流店　亭舎の中央に水路を通し、中に
　美しい色の石を配した、全国でも珍しい
　建物となっています。かつては、藩主の
　庭廻りの時に休憩所として使われ、簡素な
　たたずまいを伝えています。

9 　廉池軒　園内に点在する亭舎の
　 中で、池田綱政が最も好んで利用
　 していたものです。廉池軒からの
　 眺望は、水の景色に優れています。

7

　唯心山　池田綱政の子、継政が
　作らせた約6mの築山で、園内が
　見渡せます。ツツジの咲く頃は
　絶景となります。

8

　梅林　
　  早春、他の花に先駆けて、
　 紅白、一重、八重と約１００本
    の梅が咲き、香りをただよ
    わせます。

１３

１２

　花葉の池　東には花葉の滝があり、南西岸には
　元禄時代初期に巨岩を九十数個に割って運び、
　 元の形に組み上げた「大立石」があります。
　 6～8月頃には白いハス「一天四海（通称大名
　 ハス）」が見頃となります。

4

　八橋　八橋に添えてカキツバタが植えら
   れています。この組み合わせは、『伊勢物語』
    の「東下り」にちなんだものです。

１０

りゅうてん れんちけん

ゆいしんざん

　茶祖堂　幕末の家老の下屋敷にあっ
　た利休堂を、明治２０年頃に移築した
　ものです。戦後再建され、岡山の生ま
　れで「茶」を日本に伝えた栄西禅師も
　一緒にまつられたことから「茶祖堂」
　と呼ばれるようになりました。

ちゃそどう

　千入の森　モミジが１００本近くあります。
　春の新芽の芽吹きの頃と、錦を織りなす秋の
　紅葉は絶景。園内名勝の一つとなっています。

１４
ちしおのもり

　井田・井田のハス　井田は、かつて園内に
　 広がっていた田畑のなごりで、中国周時代の
　田租法にならい幕末に形作られたものです。
　２０００年の時を経てよみがえった大賀ハスは
　６～７月頃が見頃です。

１５
せいでん

じげんどう

さわのいけ

おふないりあと

えんようてい

にしきがおか

かようのいけ

つるしゃ

１１　花交の池　
かこうのいけ

花交の池周辺は、築庭当時はヤマザクラや
花木を中心とした景色でした。花交の滝に
花が映えて美しい様子を詠んだ和歌も残って
います。園内を巡ってきた曲水の水は、
この池から旭川に戻っていきます。曲水　　　　昔は旭川の約4km上流から対岸

まで引いた後楽園用水を利用していまし
たが、今は伏流水をくみ上げています。
その水を池や滝に上手に利用し、優れた
水の景色を作り上げています。
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