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「
日
本
一
の
大
地
主
」
と
呼
ば
れ
、
最
盛

期
に
は
３
０
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
を

持
ち
、
３
０
０
０
人
の
小
作
人
を
抱
え
た
、

酒
田
の
豪
商
で
す
。
相
模（
現 

神
奈
川
県
）

か
ら
越
前
・
越
後
を
経
て
、
永
禄
年
間
に

酒
田
へ
と
移
り
住
み
、
１
６
８
９
年
に
初

代
の
原
光
さ
ん
が
分
家
し
「
新
潟
屋
」
を

開
業
し
た
の
が
、
本
間
家
の
商
売
の
始
ま

り
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

開
業
当
初
は
、
雑
貨
の
卸
売
り
と
両
替

を
事
業
と
し
、
初
代
の
時
点
で
優
れ
た
酒

田
商
人
の
証
で
あ
る
「
三
十
六
人
衆
」
の

１
人
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
２

代
光
寿
さ
ん
の
代
理
を
務
め
「
相
場
の
神

様
」
と
称
さ
れ
た
弟
の
宗
久
さ
ん
が
、
米

の
先
物
取
引
を
始
め
、
さ
ら
に
大
き
な
財

を
成
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
商
業
・

金
融
・
地
主
の
３
大
事
業
を
時
代
に
合
わ

せ
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
は
、
幕
府
巡
見
使
を
迎
え
る

宿
舎
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
３

代
光
丘
さ
ん
が
、
京
都
か
ら
腕
の
立
つ
宮

大
工
を
招
き
２
年
の
歳
月
を
か
け
新
築
し
、

庄
内
藩
を
治
め
た
酒
井
家
に
献
上
し
た
の

が
１
７
６
８
年
の
こ
と
。
本
陣
宿
と
し
て

の
役
目
を
終
え
た
後
、
酒
井
家
か
ら
拝
領

し
１
９
４
５
年
ま
で
は
本
間
家
が
住
居
と

し
て
使
い
ま
し
た
。
か
つ
て
侍
た
ち
が
過

ご
し
た
部
分
は
武
家
造
り
、
本
間
家
が
暮

ら
し
た
部
分
は
商
家
造
り
と
屋
敷
が
半
分

ず
つ
違
う
造
り
に
な
っ
て
い
て
、
住
居
と

し
て
暮
ら
し
た
際
も
本
間
家
が
武
家
造
り

の
部
屋
を
使
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
よ
う
な
２
つ
の
違
う
造
り
が
合

わ
さ
っ
た
お
屋
敷
は
全
国
的
に
見
て
も
と

て
も
珍
し
く
、
基
本
と
な
る
造
り
だ
け
で

は
な
く
、
使
わ
れ
て
い
る
木
材
、
塗
装
や

床
板
の
貼
り
方
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
間
家
が
家
を

離
れ
て
か
ら
は
、
１
９
４
９
年
か
ら
１
９

７
６
年
ま
で
酒
田
市
の
公
民
館
と
し
て
使

わ
れ
、
そ
の
後
は
本
間
家
ゆ
か
り
の
品
々

と
と
も
に
公
開
さ
れ
現
在
に
至
り
ま
す
。

風
の
強
い
西
側
に
土
蔵
を
建
て
、
軒
裏
を

漆
喰
や
銅
板
で
覆
い
、
庭
に
は
燃
え
に
く

い
木
を
植
え
る
な
ど
の
工
夫
も
あ
り
、

１
９
７
６
年
の
酒
田
大
火
で
も
焼
け

る
こ
と
な
く
今
年
で
２
５
６
年
、
酒

田
市
内
で
最
も
古
い
木
造
の
建
物
で
す
。

旧
本
邸
同
様
、
現
在
一
般
公
開
さ
れ
て
い

る
本
間
美
術
館
は
、
か
つ
て
は
庄
内
藩
主

の
領
内
巡
見
時
の
休
憩
所
と
し
て
使
わ
れ

た
、
本
間
家
の
別
荘
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

本
間
家
っ
て
？

ど
ん
な
商
売
を

し
て
い
た
？

本
間
家
旧
本
邸
が
、

自
宅
だ
っ
た
？

釘隠しなどの細かな装飾も、部屋ごとにそれぞれ意味を込めデザインされている。

酒田東高校2年

池田 あかりさん
本間家

本間 謙三さん
本間美術館 館長

田中 章夫さん
酒田東高校2年

齋藤 香菜さん

本間家旧本邸、本間美術館など、
現代にもその名を轟かす酒田の豪商・本間家。
歴史と功績を語り継ぐお2人に、一族の歩み、
庄内藩や地域との関わりについて伺いました。

本間家旧本邸

Supported  by

庄内広域行政組合、山形県庄内総合支庁

10代と考える、庄内のおもしろさ 5

庄内日常的に使用された、屋敷東側の薬医門。南側にある長屋
門は、賓客の来訪時など特別なときにだけ使用されたそう。

臥龍の松と名付けられた、樹齢400年を超えるアカマツ。
本間家では、門かぶりの松と呼ぶこともあるんだとか。 季

節
ご
と
の
展
示
も
、

お
も
し
ろ
い
ん
で
す
よ
。

も
と
み
つ

こ
う 

じ
ゅ

そ
う
き
ゅ
う

み
つ
お
か
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5 　

初
代
の
原

光
さ
ん
か
ら
、

本
間
家
と
酒

井
家
と
の
関

わ
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
徳
川
家
康
に
仕

え
天
下
統
一
を
支
え
た
徳
川
四
天
王
の
筆

頭
で
も
あ
っ
た
酒
井
家
は
、
江
戸
で
の
任

務
も
多
く
財
政
が
相
当
に
厳
し
か
っ
た
よ

う
で
、
酒
井
家
９
代
忠
徳
公
か
ら
の
直
筆

の
手
紙
で
、
３
代
光
丘
さ
ん
が
本
格
的
に

財
政
支
援
を
開
始
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
光
丘
さ
ん
は
、
事
業
の
主
軸
を
宗
久

さ
ん
が
莫
大
な
財
を
成
し
た
米
の
先
物
取

引
か
ら
商
業
金
融
へ
と
切
り
替
え
て
お
り
、

綿
密
な
計
画
立
案
と
、
一
時
的
に
負
債
を

肩
代
わ
り
す
る
な
ど
献
身
的
な
姿
勢
で
庄

内
藩
の
財
政
再
建
に
尽
力
し
ま
し
た
。
戊

辰
戦
争
で
は
、
新
型
兵
器
導
入
を
支
援
す

る
な
ど
連
戦
連
勝
に
貢
献
し
、
幕
藩
体
制

で
は
な
く
な
っ
た
明
治
時
代
以
降
も
関
わ

り
が
途
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、
現
在
も
水

魚
の
交
わ
り
と
い
わ
れ
る
親
交
が
続
い
て

い
る
そ
う
で
す
。

　

公
益
と
私
益
の
両
立
を
志
し
、
武
士
や

農
民
、
町
民
な
ど
、
多
様
な
人
々
の
暮
ら

し
を
優
れ
た
金
融
手
法
で
支
え
た
そ
う
で

す
。
ま
た
、
そ
の
精
神
は
金
融
事
業
の
み

な
ら
ず
、
海
岸
の
砂
防
林
造
成
や
神
社
仏

閣
へ
の
寄
進
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
地

域
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。
光
丘

文
庫
や
光
ケ
丘
と
い
う
地
名
な
ど
、
今
も

日
常
的
に
そ
の
名
を
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
か
ら
も
、
功
績
の
大
き
さ
が
わ

か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
常
時
20
人
か
ら
30

人
ほ
ど
雇
っ
て
い
た
住
み
込
み
の
使
用
人

た
ち
に
は
、
男
性
に
は
読
み
書
き
そ
ろ
ば

ん
を
教
え
、
女
性
に
は
花
嫁
修
業
を
つ
け
、

社
会
に
出
る
後
押
し
を
し
た
そ
う
で
す
。

　

学
校
の
社
会
科
見
学
な
ど
で
、
旧
本
邸

や
美
術
館
に
来
た
こ
と
が
あ
る
人
も
少
な

く
な
い
と
思
い
ま
す
。
建
物
や
収
蔵
品
は

も
ち
ろ
ん
素
晴
ら
し
い
で
す
が
、
一
番
に

知
っ
て
ほ
し
い
の
は
金
融
な
ど
の
事
業
を

通
じ
て
、
公
益
と
私
益
を
両
立
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
。
本
間
家
に
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
き
た
こ
の
精
神
は
、
働
き
方
が
多

様
化
す
る
現
代
に
お
い
て
、
進
路
を
考
え

る
上
で
も
ヒ
ン
ト
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
ね
。

酒
井
家
と
は
、

ど
ん
な
関
わ
り
が
？

地
域
と
の

関
わ
り
は
？

高
校
生
の

皆
さ
ん
へ

取
材
・
編
集
・
文
＝
ク
レ
ー
ド
ル
編
集
部
、
工
藤 

拓
也

写
真
＝
間 

真
由
美

協
力
＝
本
間
家
旧
本
邸
、
本
間
美
術
館
、
酒
田
東
高
校

本間家の功績や庄内との関わり
がよくわかりました。一族だけでは
なく、使用人や地域の人々など、さ
まざまな人への深い思いやりの心
が、本間家には脈 と々受け継がれ
ていると感じました。（池田）

本間家旧本邸には「豪商の家」と
いう認識しかありませんでしたが、
造りや成り立ち、そこに込められた
意味を知り、庄内にとって本間家
がいかに大きな存在かを再認識
しました。（齋藤）

取

材

後

記

「庄内さ、いGO！」
庄内暮らしの魅力、
移住定住情報を発信中！

庄内地域移住交流推進協議会
事務局 ： 山形県庄内総合支庁総務企画部総務課連携支援室

X（旧Twitter）アカウント《@shonaigo》

本間家旧本邸
住／山形県酒田市二番町12-13
電／0234-22-3562

1. 武家造りの部屋は、刀を振り回すことができないよう鴨居が低く、密談ができないよう欄間が大きく抜かれた構造になっている。
2. 南側の窓は、今も建てた当時のまま。職人手づくりのガラスは、平らではないものの、薄いながらもとても丈夫だという。

3. お座敷のお殿様が座る位置から外を見ると、視界の格子はすべて違った形。機能面はもちろん、デザイン面のこだわりも随所に見ることができる。
4. 2種類ある家紋のうち、見えているのは屋号などに使われた表紋。その奥には4.5畳もの広い仏間がある。
5. 使用人の分も含め、多いときには1度に60人分の食事がつくられていた台所。吊り棚には、当時のままねずみ返しが付けられている。

旧 本 邸 を 探 索

1235

4

た
だ
あ
り

こ
う
き
ゅ
う
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