
さかた

わかり
マル！さ

か
た
の
れ
き
し 見て

楽しい読んで
楽しい

書いて
楽しい

わかった！が楽しいさかたって
楽しい！

た
の
し
く
読
ん
で
、さ
か
た
再
発
見
！

発行 公益社団法人酒田青年会議所 歴史浪漫伝承委員会

2014年作成



もくじ歴史がわかる！どんどん書き込んで理解を深めよう！
空いてる場所にたくさんメモろう！

ラクガキはほどほどにしよう！

1189年
文治5年

奥
州
藤
原
氏
が
滅
亡
す
る
。

1
1
8
9
年　
源
頼
朝
、奥
州
を
平
定
。

1
1
9
2
年　
鎌
倉
幕
府
を
開
く
。

１
２
７
４
年　

 

元
寇（
蒙
古
襲
来
）。 

１
２
８
１
年　

 

１
３
３
３
年　

 

鎌
倉
幕
府 

滅
亡 

。

１
３
３
８
年　

 

足
利
尊
氏 

室
町
幕
府
を
開
く
。 

１
４
６
７
年 　
応
仁
の
乱
が
起
こ
り
、

 

戦
国
時
代
が
始
ま
る 

。

 

織
田
信
長
、

 

豊
臣
秀
吉
、

 

徳
川
家
康
が
、

 

誕
生
す
る
。

1
6
0
3
年　
徳
川
家
康
が
、

 

征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、

 

江
戸
に
幕
府
を
開
く
。

１
６
３
７
年 　
島
原
の
乱
が
起
こ
る
。 

１
６
８
７
年　

 

徳
川
綱
吉
、

 

生
類
憐
れ
み
の
令
を
定
め
る 

１
７
０
2
年 　
赤
穂
浪
士
、

 

吉
良
屋
敷
に
討
ち
入
り
。

１
７
０
７
年 　
富
士
山
大
噴
火
。

1
8
5
3
年　
ペ
リ
ー
来
航
。

1
8
6
0
年　
桜
田
門
外
の
変
。

1
8
6
7
年　
大
政
奉
還
。

1
8
6
8
年　
戊
辰
戦
争
。

 

庄
内
藩
を
含
む
東
北
諸
藩
が
、

 

官
軍
攻
め
入
ら
れ
る
。

1
8
9
4
年　
日
清
戦
争
始
ま
る
。

1
9
7
6
年　
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
表
面
化
。

1804年
文化元年

鳥
海
山
の
噴
火
と
、酒
田
大
地
震
が
起
こ
る
。

1894年
明治27年

庄
内
大
地
震
に
よ
る
酒
田
大
震
災
で
、全
焼
1
7
4
7
戸
、倒
壊
1
5
5
8
戸
、死
者
1
6
2
人
。

1893年
明治26年

酒
田
米
穀
取
引
所
が
設
立
。山
居
倉
庫
７
棟
を
建
て
る
。

1979年
昭和54年

山
王
祭
を
酒
田
ま
つ
り
に
改
称
す
る
。

1889年
明治22年

酒
田
に
町
村
制
が
し
か
れ
る
。

1869年
明治2年

酒
田
県
と
な
る
。

1822年
文政5年

酒
田
大
火
、年
間
で
2
1
4
4
戸
焼
失
す
る
。

1689年
元禄2年

松
尾
芭
蕉
が
酒
田
に
来
る
。本
間
家
初
代
原
光
が
分
家
し
て
、新
潟
屋
と
号
す
る
。

1704年
宝永元年

は
じ
め
て
酒
田
か
ら
御
城
米
を
東
廻
り
で
江
戸
に
送
る
。

1707年
宝永4年

本
間
家
が
長
人（
三
十
六
人
衆
）と
な
る
。

1688年
貞享5年

鐙
屋
の
繁
盛
ぶ
り
が
、井
原
西
鶴
の「
日
本
永
代
蔵
」に
紹
介
さ
れ
る
。

1492年
明応元年

袖
之
浦
か
ら
対
岸
の
酒
田
へ
の
移
転
が
始
ま
る
。

1521年
大永元年

三
十
六
人
衆
が
本
町
に
町
づ
く
り
を
す
る
。

1603年
慶長8年

最
上
義
光
が
酒
田
湊
に
大
亀
が
あ
が
っ
た
の
を
喜
び
、

東
禅
寺
城
を
亀
ヶ
崎
城
、大
宝
寺
城
を
鶴
ケ
岡
城
と
改
名
す
る
。

1609年
慶長14年

山
王
祭
が
始
ま
る
。

1217年
建保5年

徳
尼
公
と
三
十
六
人
衆

1P

1672年
寛文12年

港
の
繁
栄
と
湊
町
文
化

7P

1758年
宝暦8年

本
間
光
丘
と
植
林
事
業

13P

1977年
昭和52年

山
王
祭
か
ら
酒
田
ま
つ
り
へ

大
火
復
興
祈
願
山
王
祭
を
行
な
う
。

25P

1976年
昭和51年

酒
田
大
火
か
ら
の
復
興

19P

酒
田
大
火
、全
焼
1
7
6
7
戸
、戦
後
4
番
目
の
大
火
と
な
る
。



こ
の
本
は
、酒
田
の
歴
史
、伝
統
、

文
化
を
5
つ
の
テ
ー
マ
に
し
ぼ
り
、

地
域
の
学
生
た
ち
と
協
力
し
な
が
ら

関
係
各
所
へ
の
取
材
を
重
ね
て

一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

写
真
や
図
、イ
ラ
ス
ト
、漫
画
を

た
く
さ
ん
散
り
ば
め
て
、

老
若
男
女
を
問
わ
ず
読
み
や
す
く
、

興
味
を
持
っ
て

手
に
し
て
い
た
だ
け
る

冊
子
に
仕
上
げ
ま
し
た
。

市
民
の
皆
さ
ま
に

ふ
る
さ
と
の
歴
史
や
文
化
を

よ
り
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
き
、

も
っ
と
深
く
知
り
た
い
と
思
う

き
っ
か
け
と
な
っ
て
ほ
し
い
。

そ
ん
な
願
い
を
込
め
て

「
マ
ル
わ
か
り
！
さ
か
た
の
れ
き
し
」

を
お
届
け
し
ま
す
。

も
�
と
伝
え
た
い
！

酒
田
の
歴
史

公
益
社
団
法
人 

酒
田
青
年
会
議
所

歴
史
浪
漫
伝
承
委
員
会

さ
か  

た

れ
き   

し

で
ん 

と
う

ぶ
ん　
か

か
ん 

け
い  

か
く 

し
ょ

い
っ 

さ
つ

し
ゃ 

し
ん

ろ
う
に
ゃ
く
な
ん 

に
ょ

き
ょ
う
み

さ
っ  

し
し  

み
ん

み
な

ぶ
ん  

か

み　
ぢ
か

か
ん

ふ
かね

が

と
ど

し

お
も

し　

 

あ

も

と

よ

ず

ち

ま
ん  

が

し
ゅ 

ざ
い

か
さ

ち   

い
き

が
く 

せ
い
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文
治
５
年（
１
１
８
９
年
）源
頼
朝
に

よ
る
奥
州
攻
め
に
よ
り
４
代
ま
で
栄

え
た
奥
州
藤
原
氏
が
滅
亡
し
ま
し
た
。

こ
の
時
、３
代
秀
衡
の
妹
、徳
の
前（
秀

衡
の
後
室・泉
の
方
と
も
い
わ
れ
て
い

る
）と
呼
ば
れ
る
女
性
は
秀
衡
の
遺
臣

三
十
六
騎（
人
）か
ら
守
ら
れ
て
平
泉

を
逃
れ
、秋
田
県
の
久
保
田
を
経
て
庄

内
に
入
り
、立
谷
沢（
妹
沢
）に
落
ち
延

び
て
来
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、最
上
川
の
南
岸
地
域
の
袖

の
浦（
現
在
の
飯
森
山
の
麓
）に
移
っ
た

徳
の
前
は
、泉
流
庵
と
い
う
庵
を
開
い

て
尼
と
な
り
徳
尼
公
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。徳
尼
公
は
奥
州
藤

原
一
門
の
菩
提
を
弔
い
な
が
ら
静
か
に

余
生
を
送
っ
た
と
さ
れ
、遺
臣
三
十
六

騎（
人
）も
泉
流
庵
近
辺
に
住
み
町
の

長
人
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

泉
流
庵
と
は
平
泉
か
ら
流
れ
て
き
た

こ
と
を
表
し
、後
に
お
寺
と
な
っ
て
泉
流
寺
と

改
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
徳
尼
公
は
建
保
５
年（
１
２
１
７
年
）４
月

１５
日
に
８７
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
と
い
い
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
徳
尼
公
が
亡
く
な
っ
た
後
、遺
臣
た
ち
は

こ
の
地
域
の
地
侍
と
な
り
、船
問
屋
を
稼
業

と
し
て
酒
田
港
繁
栄
の
基
礎
を
築
き
、後
に

三
十
六
人
衆
を
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 

三
十
六
人
衆
は
こ
の
後
、何
度
も
入
れ

替
わ
り
な
が
ら
酒
田
の
繁
栄
を
支
え
続
け
て

い
く
の
で
す
。

　
現
在
は
酒
田
市
中
央
西
町
に
あ
る
泉
流

寺
で
は
、徳
尼
公
が
亡
く
な
っ
た
日
と
さ
れ

る
４
月
１５
日
に
は
法
要
が
行
な
わ
れ
、三
十

六
人
衆
縁
の
人
々
が
集
ま
り
境
内
に
祀
ら
れ

て
い
る
徳
尼
公
像
を
参
拝
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
徳
尼
公
伝
説
は
今
日
で
も
な

お
酒
田
の
人
々
の
間
で
語
り
継
が
れ
、愛
さ

れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。

き

い
も
と
さ
わ

泉流寺

徳尼公と
三十六人衆

 とく　　　に　　 こう　　　　　 

 さん　　じゅう　 ろく　　 にん　　しゅう

第1章　徳尼公と三十六人衆

第1章

新井田橋

絵はがき《酒田十景》より

今の酒田と何が違うか
な？

みつけてみよう！
いま　　　　さかた

　　　　なに　　　
ちが

見っけ!

見っけ!

見っけ!

酒
田
の
町
の
成
り
立
ち
を
語
る
上
で

欠
か
せ
な
い
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は「
徳
尼
公
と
遺
臣
三
十
六
騎
」の
伝
説
で
す
。 

山王桜

ぶ
ん　
じお

う
し
ゅ
う

だ
い

さ
か

み
な
も
と
の
よ
り
と
も

ひ
で  

ひ
ら

こ
う  

し
つ

い
ず
み

か
た

よ

じ
ょ
せ
い め

つ 

ぼ
う

い　
し
ん

く　
ぼ　
た

た
ち   

や   

ざ
わ

も　
が
み 

が
わ

な
ん
が
ん　
ち　
い
き

い
い 

も
り 

や
ま

せ
ん
り
ゅ
う
あ
ん

い
お
り

あ
ま

ぼ　
だ
い

い
ち
も
ん

よ　
せ
い

き
ん 
ぺ
ん

お
と
な

し
ず

と
む
ら

そ
で

う
ら

ふ
も
と

ひ
ら
い
ず
み

と
く　
　

  

ま
え

お
う 

し
ゅ
う 

ふ
じ 

わ
ら  

し



土門拳記念館や酒田市美術館、
東北公益文科大学などが集まっているね

　
文
治
５
年（
１
１
８
９
年
）源
頼
朝
に

よ
る
奥
州
攻
め
に
よ
り
４
代
ま
で
栄

え
た
奥
州
藤
原
氏
が
滅
亡
し
ま
し
た
。

こ
の
時
、３
代
秀
衡
の
妹
、徳
の
前（
秀

衡
の
後
室・泉
の
方
と
も
い
わ
れ
て
い

る
）と
呼
ば
れ
る
女
性
は
秀
衡
の
遺
臣

三
十
六
騎（
人
）か
ら
守
ら
れ
て
平
泉

を
逃
れ
、秋
田
県
の
久
保
田
を
経
て
庄

内
に
入
り
、立
谷
沢（
妹
沢
）に
落
ち
延

び
て
来
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、最
上
川
の
南
岸
地
域
の
袖

の
浦（
現
在
の
飯
森
山
の
麓
）に
移
っ
た

徳
の
前
は
、泉
流
庵
と
い
う
庵
を
開
い

て
尼
と
な
り
徳
尼
公
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。徳
尼
公
は
奥
州
藤

原
一
門
の
菩
提
を
弔
い
な
が
ら
静
か
に

余
生
を
送
っ
た
と
さ
れ
、遺
臣
三
十
六

騎（
人
）も
泉
流
庵
近
辺
に
住
み
町
の

長
人
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

泉
流
庵
と
は
平
泉
か
ら
流
れ
て
き
た

こ
と
を
表
し
、後
に
お
寺
と
な
っ
て
泉
流
寺
と

改
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
徳
尼
公
は
建
保
５
年（
１
２
１
７
年
）４
月

１５
日
に
８７
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
と
い
い
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
徳
尼
公
が
亡
く
な
っ
た
後
、遺
臣
た
ち
は

こ
の
地
域
の
地
侍
と
な
り
、船
問
屋
を
稼
業

と
し
て
酒
田
港
繁
栄
の
基
礎
を
築
き
、後
に

三
十
六
人
衆
を
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 

三
十
六
人
衆
は
こ
の
後
、何
度
も
入
れ

替
わ
り
な
が
ら
酒
田
の
繁
栄
を
支
え
続
け
て

い
く
の
で
す
。

　
現
在
は
酒
田
市
中
央
西
町
に
あ
る
泉
流

寺
で
は
、徳
尼
公
が
亡
く
な
っ
た
日
と
さ
れ

る
４
月
１５
日
に
は
法
要
が
行
な
わ
れ
、三
十

六
人
衆
縁
の
人
々
が
集
ま
り
境
内
に
祀
ら
れ

て
い
る
徳
尼
公
像
を
参
拝
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
徳
尼
公
伝
説
は
今
日
で
も
な

お
酒
田
の
人
々
の
間
で
語
り
継
が
れ
、愛
さ

れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。

奥州攻め

徳尼公を

守れ！！

徳尼公と
三十六人衆

34

第1章　徳尼公と三十六人衆

文治5年

近年の飯森山

泉流寺に安置されている徳尼公像

奥
州
平
泉

奥
州
藤
原
氏
滅
亡

奥
州
攻
め

頼
朝

あ
ら
わ

の
ち

て
ら

か
い
し
ょ
う

せ
ん
り
ゅ
う 

じ

け
ん 

ぽ
う

さ
い

さ

な
じ
ざ
む
ら
い

ふ
な  

ど
ん　
や

き　

 

そ

き
ず

し
ょ
う

か  

ぎ
ょ
う

は
ん 

え
い

さ
さ

つ
づ

げ
ん 

ざ
い

ほ
う 

よ
う

ゆ
か
り

あ
つ

さ
ん 

ぱ
い

ぞ
う

で
ん 

せ
つ

か
た　
　
　
つ

こ
ん 

に
ち

お
こ
な

ち
ゅ
う
お
う 

に
し 

ま
ち

け
い 

だ
い

ま
つ
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第1章　徳尼公と三十六人衆

第1章

書き込んでみよう!

第1章

書き込んでみよう!

これでキミも

酒田
マスター!

4コマで覚える 「われら三十六人衆！！」 4コマで覚える 「平泉からの脱出」

終わったら…

37ページを見て
答え合わせ！

奥州○? ○? 氏ヒント! 遺臣○? ○? 騎ヒント!
徳尼公が
亡くなったのは
何月何日？

源頼朝による

奥州攻めで

が滅亡した

徳の前は秀衡の

から守られて
平泉を逃れた

今でも泉流寺では

　　　　　　　に

徳尼公の法要が

行われています

ヒント!

月　　日

酒田のまちのはじまりを作った

三十六人衆！！

こ
の
地
を

立
派
な

ま
ち
に
し
よ
う

自
分
の
ま
ち
は

自
分
で
つ
く
る
ぞ

三
十
六
人
衆
は
ま
ち
の

ル
ー
ル
や
経
済
の
中
心

だ
っ
た
ん
じ
ゃ
よ

や
る
ぜ
!!

こ
れ
で
藤
原
氏
も

終
わ
り
だ
ー
!!

こ
こ
ま
で
来
れ
ば

大
丈
夫
で
し
ょ
う

酒
田
の

祖
と
呼
ば
れ
る

「
徳
尼
公
」
伝
説
は

今
も
酒
田
の
人
の

心
の
よ
り
ど
こ
ろ

さ
あ
!!

急
い
で
逃
げ
ま
し
ょ
う

奥
州・平
泉

13
4 2

13
4 2



日和山眺望

通りからみた旧鐙屋

絵はがき《酒田十景》より

78

湊湊
　
徳
尼
公
亡
き
あ
と
、三
十
六
人
衆
が

地
侍
と
し
て
船
問
屋
を
稼
業
と
し
、湊

町
酒
田
の
町
政
を
担
当
し
ま
し
た
。そ

の
こ
ろ
か
ら
酒
田
の
基
礎
が
で
き
は
じ

め
、向
酒
田
を
発
展
さ
せ
、経
済
活
動

が
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、

向
酒
田
は
最
上
川
の
氾
濫
な
ど
の
災

害
が
多
か
っ
た
た
め
、別
の
場
所（
当
酒

田
）へ
移
転
し
た
の
で
す
。す
で
に
ま
ち

を
形
成
し
て
い
た
向
酒
田
か
ら
ま
ち

を
大
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
大
き
な
決

断
で
し
た
。そ
の
大
き
な
決
断
を
下
し

た
の
が
三
十
六
人
衆
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
そ
の
と
き
か
ら
酒
田
の
気
質「
自
分

の
ま
ち
を
自
分
で
守
る
」「
自
分
の
ま

ち
の
こ
と
は
自
分
で
決
め
る
」と
い
う

精
神
が
根
付
い
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
ま
ち
の
大
移
動
に
よ
り
、酒
田

港
が
ま
す
ま
す
発
展
し
、船
着
き
場
と

し
て
、便
利
に
な
っ
て
い
く
と
、経
済
が

さ
ら
に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
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今の酒田と何が違うか
な？

みつけてみよう！
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ちが

旧鐙屋

港の繁栄と
湊町文化

みなと　　　　　 はん　　えい　　　　　 

 みなと　  まち　　ぶん　　 か

湊湊第2章　港の繁栄と湊町文化

第2章見っけ!

見っけ!

見っけ!



くつろぎともてなしの心を
第一につくられているよ

酒田

大坂

江戸

西廻り
航路

東廻り航路

　
す
で
に
港
町
と
し
て
の
大
切
な
拠
点
と
な

っ
て
い
た
酒
田
港
で
し
た
が
、そ
れ
に
拍
車
を

か
け
る
出
来
事
が
起
こ
り
ま
す
。そ
れ
ま
で

は
幕
府
へ
の
米
の
輸
送
は
遠
回
り
し
て
い
た

の
で
す
が
、も
っ
と
早
く
て
安
い
経
路
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
酒
田
が
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。河
村
瑞
賢
と
い
う
人
が
始
め

た
、い
わ
ゆ
る「
西
廻
り
航
路
」の
始
ま
り
で
す
。

以
降
の
物
の
輸
送
は
酒
田
港
を
経
由
す
る
よ

う
に
な
り
、「
天
下
の
台
所・大
坂
」と
直
結
す

る
の
で
す
。

　
そ
れ
に
よ
っ
て
米
な
ど
の
物
資
だ
け
で
は

な
く
、華
や
か
な
大
坂・上
方
文
化
が
酒
田
に

入
っ
て
く
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
の
で
す
。

　
米
の
流
通
の
新
た
な
拠
点
と
な
っ
た
酒
田
。

方
々
か
ら
多
く
の
商
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な

る
と
、同
時
に
様
々
な
文
化
が
入
っ
て
く
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。歌
や
お
茶
、学
問
を
は
じ
め
、

今
で
も
酒
田
に
残
る
由
緒
あ
る
料
亭
文
化
が

興
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
。酒
田
の「
粋
な

湊
町
気
質
」は
こ
の
こ
ろ
に
起
源
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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港
町
と
し
て
の
発
展
の
裏
に

は
い
つ
も
水
害
と
隣
り
合
わ
せ
に

あ
っ
た
酒
田
。海
運
の
主
役
が
小

さ
な
帆
船
か
ら
大
型
汽
船
へ
と

移
っ
た
こ
と
も
あ
り
、徐
々
に
賑

わ
い
が
影
を
潜
め
て
い
き
ま
す
。

　
そ
ん
な
状
態
が
し
ば
ら
く
続

い
た
昭
和
4
年
、港
町
と
し
て
の

酒
田
の
活
気
を
取
り
戻
す
た
め
、

水
深
の
浅
い
今
ま
で
の
港
を
大

改
造
し
、大
型
汽
船
が
安
全
に
入

る
こ
と
が
で
き
る
酒
田
港
の
完

成
へ
と
た
ど
り
着
い
た
の
で
す
。
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現代酒田に
残る江戸

相馬樓

910

第2章　港の繁栄と湊町文化

1617年?～1699年
三重県生まれ

河村 瑞賢

大坂・上方文化

大坂・上方文化

相馬樓茶室
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第2章　港の繁栄と湊町文化

第2章

書き込んでみよう!

終わったら…

37ページを見て
答え合わせ！

第2章

書き込んでみよう!

これでキミも

酒田
マスター!

4コマで覚える 「酒田の夏の風物詩」 4コマで覚える 「湊、酒田にこの人あり」

最上川の氾濫など

災害のため、まちを

から

へ移転した

○? 酒田から○? 酒田ヒント!ヒント! ○? 廻り航路

河村瑞賢は
「天下の台所・大坂」

と直結する

を始めた

ヒント! ○? ○? 文化

多くの商人が

集まるようになると

　　　　　　　が

酒田につたえられた

13
4 2

13
4 2

西回り航路

日
本
が
誇
る

キ
レ
者

1

河
村 

瑞
賢

河
村
瑞
賢

河
村
瑞
賢

か
　
わ
　 

む
　
ら
　
　
　
ず
　
い
　 

け
　
ん

「
西
回
り
航
路
」

こ
れ
を
整
備

し
た
の
じ
ゃ
！

当
時
、北
前
船
が

た
く
さ
ん
の
物
資
と

文
化
を
は
こ
ん
で

き
た
の
じ
ゃ

は
っ
は
っ
は
！

愉
快
じ
ゃ
の
う

物
の
往
来
に
よ
り

湊
町
酒
田
は

に
ぎ
や
か
に

８
月
の
甚
句
流
し

　 

今
も
歌
い
続
け
ら
れ
て
い
る

「
酒
田
甚
句
」

酒
田
に
料
亭
文
化
が
花
咲
き

毎
日
の
よ
う
に
宴
が

開
か
れ
て
い
ま
し
た
。

4
「
酒
田
甚
句
」
は

そ
の
に
ぎ
や
か
な
酒
田
を

歌
に
し
た
の
で
す
。

み
ん
な
も
聞
い
て
み
よ
う
！

貿
易
・
物
流
の

拠
点
と
し
て

今
も
酒
田
は
港
町

どんどん シャンシャン

シャン酒田はよい港〜



本間家旧本邸

1314

光光
　
か
つ
て
の
酒
田
は
塩
田
を
つ
く
る
た

め
に
海
沿
い
の
木
々
を
伐
採
し
た
結

果
、風
害
や
飛
砂
に
苦
し
め
ら
れ
て
き

ま
し
た
。そ
の
せ
い
で
田
畑
が
ダ
メ
に

な
っ
た
り
、家
が
砂
で
埋
ま
っ
た
り
す

る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。人
々
の

暮
ら
し
を
脅
か
す
そ
れ
ら
の
災
害
に

対
し
て
、心
を
痛
め
て
い
た
人
が
い
ま

し
た
。

　
後
に
国
内
屈
指
の
豪
商
と
な
り
、そ

の
財
力
や
影
響
力
が
絶
大
だ
っ
た
酒

田
の
偉
人
で
あ
る
本
間
光
丘
。

　
現
代
で
も
本
間
家
旧
本
邸
を
は
じ

め
、本
間
美
術
館
や
浄
福
寺
唐
門
、松

林
や
祭
り
の
山
車「
亀
笠
鉾
」に
彼
の

多
く
の
功
績
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ま
ず
ま
ち
の
機
能
を
守
る
た
め
に
、

海
に
近
い
下
日
枝
神
社
の
あ
た
り
に
林
を

作
り
、ま
ち
を
脅
か
す
風
や
砂
を
防
ご
う

と
思
い
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
こ
の
計
画
は
本
間
家
初
代
原
光
、そ

し
て
二
代
目
光
寿
か
ら
続
く
悲
願
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、日
本
の
様
々
な
地
域
と
幅
広
い
商

売
を
し
て
い
て
視
野
の
広
い
光
丘
は「
酒
田

の
中
心
だ
け
を
よ
く
し
て
も
ダ
メ
だ
」と
思
っ

た
の
で
す
。

　
湊
町
と
し
て
の
発
展
を
止
め
な
い
た
め
に
、

経
済
の
拠
点
と
し
て
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
っ

た
酒
田
全
体
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
た
光
丘
は
、最
上
川
の
治
水
事
業
や
中

心
地
の
み
で
は
な
く
全
域
を
対
象
と
し
た
風

害
対
策
と
し
て
の
植
林
事
業
な
ど
、大
き
な

事
業
の
他
に
も
、年
末
に
は
み
ん
な
が
年
を

越
せ
る
よ
う
に
お
金
を
貸
し
た
り
、炊
き
出

し
を
行
っ
た
り
な
ど
、人
々
の
暮
ら
し
を
守

る
た
め
に
商
売
で
得
た
利
益
を
使
っ
て
き
め

細
か
な
沢
山
の
事
業
を
行
っ
て
き
た
の
で
す
。

　
で
す
が
、植
林
に
は
多
く
の
困
難
が
あ
り

ま
し
た
。た
だ
樹
を
植
え
る
と
い
う
簡
単
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
強
風
が
吹
け
ば
砂
が
飛
ん
で
、せ
っ
か
く

植
え
た
樹
木
の
根
が
む
き
出
し
に
な
っ
た
り
、

逆
に
苗
が
砂
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。ま
た
、一
冬
が
過
ぎ
る
と
枯
れ
て

し
ま
う
も
の
が
数
千
本
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

　
一本
ま
た一本
と
途
方
も
な
い
作
業
の
繰
り

返
し
の
末
、1
7
6
1
年
に
よ
う
や
く一部
の

植
え
付
け
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
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が
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す
な
が
い

光ヶ丘公園

本間光丘と
植林事業

 ほん　　  ま　　 みつ　　 おか

しょく　　りん　　  じ　　ぎょう

光光第3章　本間光丘と植林事業

第3章
国内屈指の豪商で、その財力や影響力が絶
大だった酒田の偉人であり、現在でも本間家
旧本邸をはじめ、彼の多くの功績を見ること
ができます。

本間 光丘
1733年-1801年

本間さまに
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及びもない
が、

せめてなり
たや

殿様に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん  

で
ん

　
　
　
　
　
う
み  

ぞ　
　
　
　
　

 　
き　

 

ぎ　
　
　

  

ば
っ  

さ
い　
　
　
　
　

  

け
っ

 

か　
　

 

ふ
う 

が
い    　
　
ひ    

さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た 　
は
た

　 

く　
　
　
　
　
　
　
　
お
び
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

さ
い  

が
い

た
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

い
た

　
　

 

の
ち　
　

  

こ
く  

な
い  

く
っ  
し　
　
　

 

ご
う
し
ょ
う

　
　

 

ざ
い 

り
ょ
く　
　

  

え
い
き
ょ
う
り
ょ
く　
　

 
ぜ
つ   

だ
い

　
　
　
　
　
い   

じ
ん

　
　

 

げ
ん  

だ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

き
ゅ
う
ほ
ん  

て
い

　
　
　

 

ほ
ん   

ま　

 

び　
じ
ゅ
つ 

か
ん　
　
　
じ
ょ
う
ふ
く  

じ   

か
ら  

も
ん　

  

ま
つ

ば
や
し　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

だ    

し    　
か
め  

か
さ 

ほ
こ

   　
　
　
　
　
　

 

こ
う  

せ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

き　
の
う

 　
　
　
　
　
　
　
　

 

し
も  

ひ　

 

え  

じ
ん  

じ
ゃ 　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

は
や
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
せ

お
も　
　
け
い 

か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

し
ょ 

だ
い  

も
と 

み
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ  

と
し　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ひ　

 

が
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



　
か
つ
て
の
酒
田
は
塩
田
を
つ
く
る
た

め
に
海
沿
い
の
木
々
を
伐
採
し
た
結

果
、風
害
や
飛
砂
に
苦
し
め
ら
れ
て
き

ま
し
た
。そ
の
せ
い
で
田
畑
が
ダ
メ
に

な
っ
た
り
、家
が
砂
で
埋
ま
っ
た
り
す

る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。人
々
の

暮
ら
し
を
脅
か
す
そ
れ
ら
の
災
害
に

対
し
て
、心
を
痛
め
て
い
た
人
が
い
ま

し
た
。

　
後
に
国
内
屈
指
の
豪
商
と
な
り
、そ

の
財
力
や
影
響
力
が
絶
大
だ
っ
た
酒

田
の
偉
人
で
あ
る
本
間
光
丘
。

　
現
代
で
も
本
間
家
旧
本
邸
を
は
じ

め
、本
間
美
術
館
や
浄
福
寺
唐
門
、松

林
や
祭
り
の
山
車「
亀
笠
鉾
」に
彼
の

多
く
の
功
績
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ま
ず
ま
ち
の
機
能
を
守
る
た
め
に
、

海
に
近
い
下
日
枝
神
社
の
あ
た
り
に
林
を

作
り
、ま
ち
を
脅
か
す
風
や
砂
を
防
ご
う

と
思
い
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
こ
の
計
画
は
本
間
家
初
代
原
光
、そ

し
て
二
代
目
光
寿
か
ら
続
く
悲
願
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、日
本
の
様
々
な
地
域
と
幅
広
い
商

売
を
し
て
い
て
視
野
の
広
い
光
丘
は「
酒
田

の
中
心
だ
け
を
よ
く
し
て
も
ダ
メ
だ
」と
思
っ

た
の
で
す
。

　
湊
町
と
し
て
の
発
展
を
止
め
な
い
た
め
に
、

経
済
の
拠
点
と
し
て
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
っ

た
酒
田
全
体
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
た
光
丘
は
、最
上
川
の
治
水
事
業
や
中

心
地
の
み
で
は
な
く
全
域
を
対
象
と
し
た
風

害
対
策
と
し
て
の
植
林
事
業
な
ど
、大
き
な

事
業
の
他
に
も
、年
末
に
は
み
ん
な
が
年
を

越
せ
る
よ
う
に
お
金
を
貸
し
た
り
、炊
き
出

し
を
行
っ
た
り
な
ど
、人
々
の
暮
ら
し
を
守

る
た
め
に
商
売
で
得
た
利
益
を
使
っ
て
き
め

細
か
な
沢
山
の
事
業
を
行
っ
て
き
た
の
で
す
。

　
で
す
が
、植
林
に
は
多
く
の
困
難
が
あ
り

ま
し
た
。た
だ
樹
を
植
え
る
と
い
う
簡
単
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
強
風
が
吹
け
ば
砂
が
飛
ん
で
、せ
っ
か
く

植
え
た
樹
木
の
根
が
む
き
出
し
に
な
っ
た
り
、

逆
に
苗
が
砂
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。ま
た
、一
冬
が
過
ぎ
る
と
枯
れ
て

し
ま
う
も
の
が
数
千
本
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

　
一本
ま
た一本
と
途
方
も
な
い
作
業
の
繰
り

返
し
の
末
、1
7
6
1
年
に
よ
う
や
く一部
の

植
え
付
け
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
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風害

砂害

いろんな
ひがいから

酒田のまちを守っているよ！
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丘
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。
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地
域
や
社
会
の
た
め
に

「
自
分
は
い
ま
何
が
で
き
る
の

か
」と
考
え
て
行
動
す
る
と
い
う

そ
の「
地
域
貢
献
の
精
神
」が
今

で
も
脈
々
と
息
づ
い
て
い
ま
す
。

　
そ
の
精
神
は
現
代
の
酒
田
市

民
に
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、森

林
ボ
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ア
の
輪
と
な
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て
い
る
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で
す
。
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第3章

書き込んでみよう!

第3章

書き込んでみよう!

これでキミも

酒田
マスター!

4コマで覚える 「今も酒田のよりどころ」 4コマで覚える 「まちのためにできること」

終わったら…

38ページを見て
答え合わせ！

13
4 2

13
4 2

吹
き
あ
れ
る
風

あ
れ
く
る
う
海

ま
い
と
ぶ
砂

ま
ち
の
た
め
、ひ
と
の
た
め

自
分
で
で
き
る
こ
と
を

い
つ
も
考
え
て
く
れ
て
い
た
ん
だ

酒
田
の
守
り
神

日
枝
神
社
も

光
丘
さ
ん
が

建
て
直
し
て
く
れ
た
ん
だ

日
本一の
大
地
主

酒
田
に

こ
の
人
あ
り

砂
の
せ
い
で

目
も
開
か
な
い
よ
〜

こ
の
ま
ち
の
た
め

み
ん
な
の
た
め

な
ん
と
か
せ
ね
ば
！

本
間
光
丘
さ
ん
は

ど
ん
な
人

だ
っ
た
ん
じ
ゃ
ろ

い
つ
も

み
ん
な
を

思
っ
て
い
る
よ

長
い
年
月
が
た
っ
た
が

こ
の
松
が
酒
田
を

守
っ
て
く
れ
る

こ
れ
で
安
心
し
て

く
ら
せ
ま
す
！

本
間 

光
丘

本
間
光
丘

本
間
光
丘

ほ
　
ん
　
　
ま
　
　
　
　
み
　
つ
　
　
お
　
か

本間家

三代当主

は
植林事業を始めた

日和山にある
光丘文庫にも
名前が使われてるよ

ヒント!ヒント! ○? ○? 神社

植林事業は
海に近い

？？？？
のあたりから
はじめられた

ヒント!
そのころのまちでは

飛砂に苦しめられて

いたんだよ

植林事業は

？

からまちを

守るために行われた



つよい風でどんどん
火がひろがっていく…

1920

　
「
酒
田
大
火
」は
1
9
7
6
年（
昭
和

51
年
）10
月
29
日
に
発
生
し
た
と
て
も

大
き
な
火
事
で
す
。こ
の
火
事
で
酒
田

中
央
の
に
ぎ
や
か
な
ま
ち
が
焼
け
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　
酒
田
の
中
町
に
あ
っ
た
映
画
館「
グ

リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
」か
ら
火
が
出
て
、強
い

風
の
せ
い
で
あ
っ
と
い
う
間
に
燃
え
広

が
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
日
の
酒
田
は
風
が
強
く
て
、大

き
く
燃
え
上
が
り
、消
防
の
人
た
ち
が

が
ん
ば
っ
て
も
な
か
な
か
消
え
ま
せ
ん

で
し
た
。新
井
田
川
の
あ
た
り
ま
で
燃

え
広
が
り
ま
し
た
が
、川
の
お
か
げ
で

襲
っ
て
く
る
火
を
食
い
止
め
、翌
日
の

午
前
5
時
に
よ
う
や
く
消
え
た
の
で
す
。

　
こ
の
火
事
で
、1
7
0
0
軒
以
上
の

家
が
な
く
な
り
、3
3
0
0
人
以
上
の

人
た
ち
が
一
晩
に
し
て
住
み
慣
れ
た

我
が
家
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
鎮
火
し
た
次
の
日
の
早
朝
か
ら
、酒
田
市
役
所

や
山
形
県
は
ま
ち
を
立
て
直
す
た
め
の「
火
災
復

興
都
市
計
画
」を
作
り
始
め
た
の
で
す
。こ
の
計
画

は
驚
く
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
作
り
上
げ
ら
れ
、11

月
1
日
に
は
完
成
し
た
の
で
す
。こ
の
計
画
で
は

「
今
ま
で
と
同
じ
で
は
な
く
、災
害
に
強
い
ま
ち
に

作
り
替
え
よ
う
！
」と
い
う
テ
ー
マ
を
か
か
げ
た

の
で
す
。市
民
の
希
望
と
県
や
市
役
所
の
市
民
を

守
れ
る
ま
ち
づ
く
り
へ
の
思
い
が
ひ
と
つ
に
な
っ

た
結
果
、わ
ず
か
2
年
半
で「
復
興
宣
言
す
る
」と

い
う
奇
跡
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。こ
れ
は
ど
ん

な
に
す
ご
い
こ
と
か
…
。1
9
9
5
年
に
阪
神
淡

路
大
震
災
が
起
こ
っ
た
と
き
に
神
戸
市
長
が「
勉

強
さ
せ
て
ほ
し
い
」と
尋
ね
て
来
て
下
さ
っ
た
ほ
ど

の
素
晴
ら
し
い
復
興
だ
っ
た
の
で
す
。そ
ん
な
奇
跡

を
や
っ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、実
は
酒
田

人
の
気
質
、酒
田
の
歴
史
に
秘
密
が
あ
る
の
で
す
。

　
そ
の
酒
田
人
の
気
質
、酒
田
の
歴
史
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。「
本
間
光
丘
」が
ま

ち
を
よ
く
す
る
た
め
に
労
を
惜
し
ま
ず
尽
く
し

火があっという間に
広がってしまった！

酒田大火
からの復興

  さか　　た　　  たい　　  か

　　　　　　　　　　　　ふっ　　こう

第4章　酒田大火からの復興

第4章

火元になった映画館「グリーンハウス」

風のつよい酒田…

て
き
た
こ
と
は
第
３
章
で
も
紹
介
し
ま
し
た
。古

く
か
ら
風
が
強
く
て
火
事
が
多
か
っ
た
酒
田
。本

間
様
は
私
財
を
投
じ
て
ま
ち
の
発
展
の
た
め
、そ

し
て
住
み
暮
ら
す
人
々
の
た
め
に
生
き
て
き
た

の
で
す
。

　
酒
田
の
人
々
は
そ
の
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
し
て
、

「
自
分
も
困
っ
て
い
る
人
が
目
の
前
に
い
た
ら
助
け

た
い
」と
い
う「
利
他
の
精
神
」（
自
分
の
た
め
だ
け

で
な
く
、人
や
ま
ち
の
た
め
に
働
く
き
も
ち
）が
育

っ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。酒
田
大
火
で
も
、

家
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、知
ら
な
い

人
で
も
声
を
か
け
て
自
分
の
持
ち
物
を
分
け
与
え

た
場
面
が
多
く
見
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、古
く
か
ら
湊
町
と
し
て
栄
え
た
酒
田
に

は
、新
し
い
こ
と
に
対
し
て
恐
れ
ず
に
挑
戦
す
る

き
も
ち「
進
取
の
精
神
」が
人
々
の
中
に
受
け
継
が

れ
て
き
ま
し
た
。

　
酒
田
の
歴
史
が
つ
く
っ
て
き
た
、こ
の
酒
田
人
の

気
質
こ
そ
が
、た
だ
ま
ち
を
元
通
り
に
す
る
に
と

ど
ま
ら
な
い
新
し
い
発
想
を
も
っ
た「
災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
」を
完
成
さ
せ
た
の
で
す
。
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こんなに焼けてしまった…でも
火事がおさまってからたった2日間で
復興計画ができたんだって！

　
「
酒
田
大
火
」は
1
9
7
6
年（
昭
和

51
年
）10
月
29
日
に
発
生
し
た
と
て
も

大
き
な
火
事
で
す
。こ
の
火
事
で
酒
田

中
央
の
に
ぎ
や
か
な
ま
ち
が
焼
け
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　
酒
田
の
中
町
に
あ
っ
た
映
画
館「
グ

リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
」か
ら
火
が
出
て
、強
い

風
の
せ
い
で
あ
っ
と
い
う
間
に
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え
広

が
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
日
の
酒
田
は
風
が
強
く
て
、大

き
く
燃
え
上
が
り
、消
防
の
人
た
ち
が

が
ん
ば
っ
て
も
な
か
な
か
消
え
ま
せ
ん

で
し
た
。新
井
田
川
の
あ
た
り
ま
で
燃

え
広
が
り
ま
し
た
が
、川
の
お
か
げ
で

襲
っ
て
く
る
火
を
食
い
止
め
、翌
日
の

午
前
5
時
に
よ
う
や
く
消
え
た
の
で
す
。

　
こ
の
火
事
で
、1
7
0
0
軒
以
上
の

家
が
な
く
な
り
、3
3
0
0
人
以
上
の

人
た
ち
が
一
晩
に
し
て
住
み
慣
れ
た

我
が
家
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
鎮
火
し
た
次
の
日
の
早
朝
か
ら
、酒
田
市
役
所

や
山
形
県
は
ま
ち
を
立
て
直
す
た
め
の「
火
災
復

興
都
市
計
画
」を
作
り
始
め
た
の
で
す
。こ
の
計
画

は
驚
く
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
作
り
上
げ
ら
れ
、11

月
1
日
に
は
完
成
し
た
の
で
す
。こ
の
計
画
で
は

「
今
ま
で
と
同
じ
で
は
な
く
、災
害
に
強
い
ま
ち
に

作
り
替
え
よ
う
！
」と
い
う
テ
ー
マ
を
か
か
げ
た

の
で
す
。市
民
の
希
望
と
県
や
市
役
所
の
市
民
を

守
れ
る
ま
ち
づ
く
り
へ
の
思
い
が
ひ
と
つ
に
な
っ

た
結
果
、わ
ず
か
2
年
半
で「
復
興
宣
言
す
る
」と

い
う
奇
跡
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。こ
れ
は
ど
ん

な
に
す
ご
い
こ
と
か
…
。1
9
9
5
年
に
阪
神
淡

路
大
震
災
が
起
こ
っ
た
と
き
に
神
戸
市
長
が「
勉

強
さ
せ
て
ほ
し
い
」と
尋
ね
て
来
て
下
さ
っ
た
ほ
ど

の
素
晴
ら
し
い
復
興
だ
っ
た
の
で
す
。そ
ん
な
奇
跡

を
や
っ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、実
は
酒
田

人
の
気
質
、酒
田
の
歴
史
に
秘
密
が
あ
る
の
で
す
。

　
そ
の
酒
田
人
の
気
質
、酒
田
の
歴
史
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。「
本
間
光
丘
」が
ま

ち
を
よ
く
す
る
た
め
に
労
を
惜
し
ま
ず
尽
く
し

本間光丘が育てた「公益（みんなにとっ

て良いことをする）」「共存共栄（共に助

け、共に発展すること）」のきもちが、大火

からの復興を早めたのかもしれない。
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酒田大火からの復興を記念した
『はばたき』１９７９年（昭和５４年）酒田青年会議所 建立

て
き
た
こ
と
は
第
３
章
で
も
紹
介
し
ま
し
た
。古

く
か
ら
風
が
強
く
て
火
事
が
多
か
っ
た
酒
田
。本

間
様
は
私
財
を
投
じ
て
ま
ち
の
発
展
の
た
め
、そ

し
て
住
み
暮
ら
す
人
々
の
た
め
に
生
き
て
き
た

の
で
す
。

　
酒
田
の
人
々
は
そ
の
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
し
て
、

「
自
分
も
困
っ
て
い
る
人
が
目
の
前
に
い
た
ら
助
け

た
い
」と
い
う「
利
他
の
精
神
」（
自
分
の
た
め
だ
け

で
な
く
、人
や
ま
ち
の
た
め
に
働
く
き
も
ち
）が
育

っ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。酒
田
大
火
で
も
、

家
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、知
ら
な
い

人
で
も
声
を
か
け
て
自
分
の
持
ち
物
を
分
け
与
え

た
場
面
が
多
く
見
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、古
く
か
ら
湊
町
と
し
て
栄
え
た
酒
田
に

は
、新
し
い
こ
と
に
対
し
て
恐
れ
ず
に
挑
戦
す
る

き
も
ち「
進
取
の
精
神
」が
人
々
の
中
に
受
け
継
が

れ
て
き
ま
し
た
。

　
酒
田
の
歴
史
が
つ
く
っ
て
き
た
、こ
の
酒
田
人
の

気
質
こ
そ
が
、た
だ
ま
ち
を
元
通
り
に
す
る
に
と

ど
ま
ら
な
い
新
し
い
発
想
を
も
っ
た「
災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
」を
完
成
さ
せ
た
の
で
す
。

さ
い  
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お
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け
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ょ
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そ
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つ
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そ
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ょ
う

や
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ん
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お

つ
く　
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ふ
っ
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ざ
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か
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し
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こ
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ぶ
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ま
え

た
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は
た
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そ
だ
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た
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ん
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ょ
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第4章

書き込んでみよう!

第4章

書き込んでみよう!

これでキミも

酒田
マスター!

4コマで覚える 「復興にむけて」 4コマで覚える 「10.29 酒田大火」

終わったら…

38ページを見て
答え合わせ！

酒田市防災の日ヒント! ○? ○? 館ヒント! ○? 年半

酒田大火が

起こったのは

１９７６年

酒田大火は

から

出火した

酒田市は大火から

後に

復興宣言しました

ヒント!

月　　　日
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4
0
0
年
以
上
も
続
い
た
歴
史
あ

る
酒
田
ま
つ
り
。い
つ
の
時
代
の
人
た

ち
も
そ
れ
は
そ
れ
は
5
月
に
な
る
の
が

楽
し
み
で
、こ
の
ま
つ
り
に
参
加
す
る

こ
と
が
市
民
に
と
っ
て
の
誇
り
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
時
ば
か
り
は
身
分
の
高
い
低
い

も
関
係
な
く
、武
士
の
姿
に
身
を
包
み
、

誇
ら
し
げ
に
行
列
に
参
加
し
て
い
た

と
言
い
ま
す
。

　
ま
つ
り
を
仕
切
る
役
に
な
る
と
家

が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
お
金
が
か
か
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、だ
れ
も
が
や

っ
て
み
た
い
と
願
う
憧
れ
の
役
割
だ
っ

た
そ
う
で
す
。

「
数
百
金
を
投
ず
る
の
苦
痛
も
こ
の

瞬
間
に
あ
が
な
い
得
た
」（
大
金
を
つ

ぎ
こ
ん
で
も
、山
王
祭
を
仕
切
っ
た
こ

の
瞬
間
が
あ
れ
ば
報
わ
れ
る
）と
い
う

語
り
草
は
有
名
で
す
。

　
酒
田
湊
の
繁
栄
も
相
ま
っ
て
、賑
わ

い
と
華
や
ぎ
の
山
王
祭
見
た
さ
に
は

神宿は、上下日枝神社の氏子たちがそれぞれ組合
をつくって毎年順番に担当するのが習わしで、地
元住民が大切にしている“お宝”などを披露し
合っています。

山王祭から
酒田まつりへ

さん　　のう　  まつり

さか   　  た

第5章　山王祭から酒田まつりへ

第5章

毎
年
5
月
に
な
る
の
を
多
く
の
市
民
が

楽
し
み
に
し
て
い
る
酒
田
ま
つ
り
。実
は
今
か
ら

4
0
0
年
以
上
も
前
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

る
か
遠
く
、江
戸
や
大
坂
か
ら
諸
国
の

廻
船
は
ま
つ
り
を
目
指
し
て
き
ま
し

た
。湊
は
方
々
か
ら
ま
つ
り
を
見
に
来

た
帆
柱
が
ぎ
っ
し
り
と
埋
め
尽
く
す

ほ
ど
の
賑
わ
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。雲

を
つ
く
よ
う
な
山
鉾
は
見
る
人
を
圧

倒
し
、「
山
王
祭
に
山
鉾
あ
り
」と
言
わ

れ
る
ほ
ど
の
有
名
な
存
在
に
な
っ
た
の

で
す
。

　
し
か
し
、明
治
時
代
の
こ
ろ
町
中
に

電
線
が
張
り
巡
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る
と
、名
物
で
あ
る
山
鉾
の
巡
行

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、山
王
祭

が
精
彩
を
欠
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、追
い
打
ち
を
か
け
る
よ

う
に
、4
0
0
年
続
い
た
ま
つ
り
が
途

切
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
機
が
訪
れ

ま
し
た
。

　
昭
和
51
年
、何
千
人
も
の
人
が
住
む

家
を
失
う
こ
と
に
な
る
酒
田
大
火
が

起
こ
り
、「
ま
つ
り
な
ど
や
っ
て
い
る
場

合
で
は
な
い
。生
活
を
立
て
直
す
の
が

先
だ
」と
い
う
意
見
が
多
く
、開
催
が

危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、酒
田
市
民
の
象
徴
で
あ
る

山
王
祭
を
そ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
途

切
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
市

民
の
強
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。酒
田

大
火
の
爪
あ
と
が
色
濃
く
残
る
な
か
、

復
興
へ
の
希
望
と
し
て
、継
続
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。そ
し
て
、昭
和
５４
年
、

復
興
を
機
に
名
を「
酒
田
ま
つ
り
」と

改
め
、現
在
に
至
り
ま
す
。

と　や

れ
き   

し

つ
づ

い　
じ
ょ
う

し　
み
ん

か
ん  

け
い

す
が
た

ぎ
ょ
う
れ
つ

み

じ  

だ
い

さ
ん　
か

ほ
こ

み　
ぶ
ん

ぶ　

  

し

つ
つ

し　
き

や
く

あ
こ
が

ね
が

や
く 

わ
り

す
う 

ひ
ゃ
っ 

き
ん

し
ゅ
ん
か
ん

と
う

く　
つ
う

え

た
い  

き
ん

む
く

し
ゅ
ん
か
ん

み
な
と

は
ん  

え
い

か
た

あ
い

に
ぎ

は
な

ぐ
さ



　
4
0
0
年
以
上
も
続
い
た
歴
史
あ

る
酒
田
ま
つ
り
。い
つ
の
時
代
の
人
た

ち
も
そ
れ
は
そ
れ
は
5
月
に
な
る
の
が

楽
し
み
で
、こ
の
ま
つ
り
に
参
加
す
る

こ
と
が
市
民
に
と
っ
て
の
誇
り
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
時
ば
か
り
は
身
分
の
高
い
低
い

も
関
係
な
く
、武
士
の
姿
に
身
を
包
み
、

誇
ら
し
げ
に
行
列
に
参
加
し
て
い
た

と
言
い
ま
す
。

　
ま
つ
り
を
仕
切
る
役
に
な
る
と
家

が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
お
金
が
か
か
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、だ
れ
も
が
や

っ
て
み
た
い
と
願
う
憧
れ
の
役
割
だ
っ

た
そ
う
で
す
。

「
数
百
金
を
投
ず
る
の
苦
痛
も
こ
の

瞬
間
に
あ
が
な
い
得
た
」（
大
金
を
つ

ぎ
こ
ん
で
も
、山
王
祭
を
仕
切
っ
た
こ

の
瞬
間
が
あ
れ
ば
報
わ
れ
る
）と
い
う

語
り
草
は
有
名
で
す
。

　
酒
田
湊
の
繁
栄
も
相
ま
っ
て
、賑
わ

い
と
華
や
ぎ
の
山
王
祭
見
た
さ
に
は

この大きな山鉾を見に江戸や大阪から人が集まってきたんだって！
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大火からの復興のシンボル

「酒田大獅子」

そ
し
て
現
在
…
今
で
も
、酒
田
ま
つ
り
で
は

か
つ
て
の
賑
わ
い
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
壮
大
な
山
鉾
が

そ
び
え
た
ち
、酒
田
ま
つ
り
を
彩
っ
て
い
る
の
で
す
。

る
か
遠
く
、江
戸
や
大
坂
か
ら
諸
国
の

廻
船
は
ま
つ
り
を
目
指
し
て
き
ま
し

た
。湊
は
方
々
か
ら
ま
つ
り
を
見
に
来

た
帆
柱
が
ぎ
っ
し
り
と
埋
め
尽
く
す

ほ
ど
の
賑
わ
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。雲

を
つ
く
よ
う
な
山
鉾
は
見
る
人
を
圧

倒
し
、「
山
王
祭
に
山
鉾
あ
り
」と
言
わ

れ
る
ほ
ど
の
有
名
な
存
在
に
な
っ
た
の

で
す
。

　
し
か
し
、明
治
時
代
の
こ
ろ
町
中
に

電
線
が
張
り
巡
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る
と
、名
物
で
あ
る
山
鉾
の
巡
行

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、山
王
祭

が
精
彩
を
欠
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、追
い
打
ち
を
か
け
る
よ

う
に
、4
0
0
年
続
い
た
ま
つ
り
が
途

切
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
機
が
訪
れ

ま
し
た
。

　
昭
和
51
年
、何
千
人
も
の
人
が
住
む

家
を
失
う
こ
と
に
な
る
酒
田
大
火
が

起
こ
り
、「
ま
つ
り
な
ど
や
っ
て
い
る
場

合
で
は
な
い
。生
活
を
立
て
直
す
の
が

先
だ
」と
い
う
意
見
が
多
く
、開
催
が

危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、酒
田
市
民
の
象
徴
で
あ
る

山
王
祭
を
そ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
途

切
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
市

民
の
強
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。酒
田

大
火
の
爪
あ
と
が
色
濃
く
残
る
な
か
、

復
興
へ
の
希
望
と
し
て
、継
続
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。そ
し
て
、昭
和
５４
年
、

復
興
を
機
に
名
を「
酒
田
ま
つ
り
」と

改
め
、現
在
に
至
り
ま
す
。
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ば
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第5章

書き込んでみよう!

第5章

書き込んでみよう!

これでキミも

酒田
マスター!

4コマで覚える 「天高くそびえ立つ」 4コマで覚える 「名誉と粋と心意気」

○? 人ヒント! ○? ○? 例大祭ヒント!
慶長１４年に
始まったと
言われてるよ

まつりを仕切る役は

とよばれた

酒田まつりという
名前になる前は、

　　　　　　　　祭
と呼ばれていた

酒田まつりは

約　　　　　　　年

続いています。

終わったら…

38ページを見て
答え合わせ！

ヒント!

13
4 2

13
4 2

あ
な
た

今
年
は
い
よ
い
よ

頭
人
で
す
ね

ま
つ
り
を
目
指
し

全
国
か
ら
船
が

集
ま
っ
て

き
た
ん
じ
ゃ
よ

こ
の
時
ば
か
り
は

　
　
武
士
と
町
人
の

　
　
　
　
差
別
も
な
い

　
　
　
　
　
そ
れ
が
山
王
祭

ま
ち
に
は
電
線
が
し
か
れ

明
治
39
年
を
最
後
に

立
て
山
鉾
は
姿
を
消
し
た…

け
れ
ど
今
も
復
活
に
む
け
て

が
ん
ば
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
よ
!!

お
う
!!

待
ち
に
待
っ
た

ま
つ
り
だ
ぜ
！

今
年
の
立
て
山
鉾
は

ど
ん
な
も
の
に

し
よ
う
か…

最
高
の

気
分
だ
!!

見
ろ
、

オ
レ
た
ち
の

山
鉾
だ

天
を
つ
く
そ
の
高
さ
は

ゆ
う
に
20
メ
ー
ト
ル
を

超
え
て
い
た

た
く
さ
ん
お
金
は

使
っ
た
が…

こ
れ
が
酒
田
の

心
意
気
!!

こ
の
日
ば
か
り
は

オ
レ
が
主
役
！

ま
つ
り
ま
で
も
う
半
年

や
っ
て
や
ろ
う
ぜ
!!



さかたのれきしを

調査！
酒田市内の高校生が
酒田の今までを調べてみたよ！

チームを組んで
みんなでまちを調査したら、
もっとおもしろい酒田の歴史が
見つかるかも…？

きりとって

ノートに貼って

使ってみよう！

✂

✂

チームのなまえ

しらべること

3132

第1章章

3132



3334

第2章章

第3章第3章

3334



3536 3536

第44章

第5章



覚えたらチェッ
クを入れて、全

員クリアしよう
！

MEMO

第
1
章

1.奥州藤原氏
2.遺臣三十六騎
3.４月１５日

第
2
章

1.向酒田,当酒田
2.西廻り航路
3.料亭文化

第
3
章

1.本間光丘
2.日枝神社
3.砂

第
4
章

1.１０月２９日
2.映画館
3.２年半

第
5
章

1.頭人
2.山王例大祭
3.４００年

3738

発見！！発見！！
すごいひと
酒田をつくった

小松 林蔵
こ　  まつ りん　ぞう

私から始めよう！
私たち全員を
覚えられるかな？

私を知ってる人も
多いだろう？
次で最後じゃ！

おもしろい
名前だろう？

ぜひ覚えてほしいね

農民のためなら
自分のお金なんて
おしくないぞ！

ここまでみんな
覚えたって？
私にも教えて
くれるかい？

学校やお寺、神社などに
多くのお金を寄付した人だよ。
ふるさとへの想いがあつい！

土門 拳
ど　  もん けん

戦後日本を代表する写真家だよ！
いまでも「土門拳記念館」には
たくさんの人がおとずれるね。

森 藤右衛門
もり　　とう　　 え　　　もん

庄内の新聞の始まりを
つくったひとだよ！
農民のために活躍したんだって

白崎 五右衛門
しら　さき　　ご　　　え　　　もん

5代目は「消防の父」とよばれていたんだ。
6代目は災害でけがをした人を助けたり、
医会所の建設もすすんでおこなったよ！

岸 洋子
きし　  よう　こ

日本を代表するシャンソン歌手。
レコード大賞など、たくさんの賞を
とったんだって！

私で半分だね
この調子で
どんどん行こう！

全員覚えたかしら？
クリアおめでとう！
色を塗っても
楽しいわよ！

佐藤 七郎兵衛正廣
さ　 とう　　しち　ろ　  べ　  え　まさ　ひろ

最上川のわたしぶねを設置したよ。
「かいこんの祖」とも呼ばれたひとだね！

本間さまと
いっしょに

がんばったのじゃ！

佐藤 太郎右衛門
さ　 とう　　た　  ろ　　う　  え　 もん

砂と風を防ぐ松林をつくったひとり。
とても長い年月がかかったんだよ。

甘糟備後守景継
あま かす びん  ごのかみかげつぐ

東禅寺城主として
酒田の水路を開発したり
お米の倉庫の増築に力を注いだよ。

酒田マスター！

答えあわせ



マ
ル
さ
か
ご
ろ
く

マ
ル
さ
か
ご
ろ
く

マ
ル
さ
か
ご
ろ
く

マ
ル
さ
か
ご
ろ
く

第3章

第4章

第5章

第2章

第1章

む
ず
か
し
い
言
葉
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
よ
。

あ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
メ
モ
を
す
れ
ば
、す
ぐ
に
覚
え
ら
れ
る
ね
！

平安時代
末期から

鎌倉時代
初期に

大活躍し
た政治家

！

3940

源
頼
朝（
1
P
1
行
目
）

み
な
も
と
の
よ
り
と
も

奥
州
藤
原
氏（
1
P
3
行
目
）

お
う
し
ゅ
う
ふ
じ
わ
ら
し

廻
船
業（
4
P
下
段
1
行
目
）

船
を
使
っ
て

も
の
を
は
こ
ぶ
仕
事
。

か
い
せ
ん
ぎ
ょ
う

火
災
復
興
都
市
計
画

（
21
P
上
段
3
行
目
）

酒
田
大
火
直
後
か
ら
復
興
す
る

た
め
に
国
と
県
と
市
が
一
緒
に

な
っ
て
行
な
っ
た
災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
の
計
画
。

か
さ
い
ふ
っ
こ
う
と
し
け
い
か
く

塩
田（
13
P
1
行
目
）

海
水
か
ら
塩
を
と
る
た
め
に

砂
浜
な
ど
に
設
け
た
田
に
似
た

土
地
の
こ
と
。

え
ん
で
ん

豪
商（
14
P
2
行
目
）

大
き
な
財
力
を
も
と
に
、

大
き
な
規
模
の
物
の
売
り
買
い
を

広
く
行
う
商
人
の
こ
と
。

ご
う
し
ょ
う

治
水
事
業（
15
P
8
行
目
）

氾
濫
な
ど
の
災
害
を
防
ぎ
、

利
用
目
的
に
か
な
う
よ
う
に

水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
。

ち
す
い
じ
ぎ
ょ
う

亀
傘
鉾（
14
P
7
行
目
）

本
間
光
丘
が
京
都
の
人
形
師
に

作
ら
せ
、船
で
運
ば
れ
て
き
た
と

さ
れ
る
。

か
め
か
さ
ほ
こ

下
日
枝
神
社（
14
P
10
行
目
）

本
間
光
丘
の
寄
進
し
た
も
の
が

倒
壊
し
た
た
め
、

本
間
光
輝
が
再
建
し
た
。

し
も
ひ
え
じ
ん
じ
ゃ

阪
神
淡
路
大
震
災

（
21
P
下
段
8
行
目
）

1
9
9
5
年（
平
成
7
年
）

1
月
17
日（
火
）に
発
生
し
た

兵
庫
県
南
部
地
震
に
よ
る

大
規
模
地
震
災
害
。

は
ん
し
ん
あ
わ
じ
だ
い
し
ん
さ
い

廻
船

（
27
P
2
行
目
）

港
か
ら
港
へ
人
や
物
を

は
こ
ぶ
船
の
こ
と
。

か
い
せ
ん

帆
柱

（
27
P
4
行
目
）

帆
を
張
る
た
め
の
柱
。

マ
ス
ト
。

ほ
ば
し
ら

山
鉾

（
27
P
6
行
目
）

神
様
が
宿
る
山
の
姿
を
し
た

山
車
と
い
わ
れ
て
い
る
。

や
ま
ぼ
こ

巡
行

（
27
P
12
行
目
）

お
祭
り
で
、お
み
こ
し
や
行
列
が

一
定
の
コ
ー
ス
を
順
番
に

ま
わ
る
こ
と
。

じ
ゅ
ん
こ
う

私
財

（
21
P
上
段
3
行
目
）

個
人
の
財
産

し
ざ
い

地
侍

（
7
P
2
行
目
）

鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
に
お
け
る

各
地
域
で
力
を
持
っ
て
い
た

村
ず
ま
い
の
武
士
。

じ
ざ
む
ら
い

向
酒
田

（
7
P
5
行
目
）

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
最
上
川
の

南
流
域
の
地
域
。現
在
の
宮
野
浦
、

飯
森
山
付
近
。

む
こ
う
さ
か
た

当
酒
田

（
7
P
8
行
目
）

向
酒
田
に
対
し
て
最
上
川
の

北
流
域
。現
在
の
船
場
町
、日
吉
町
、

中
町
付
近
。

と
う
さ
か
た

気
質

（
8
P
7
行
目
）

言
葉
や
行
動
に
表
れ
る
、

そ
の
人
の
身
に
備
わ
っ
た
性
質
。

き
し
つ

大
坂
・
上
方
文
化

（
9
P
13
行
目
）

江
戸
時
代
以
降
の
京
都
・
大
坂

（
現
在
の
大
阪
）を
中
心
と
す
る

地
域
で
育
ま
れ
た
文
化
。

お
お
さ
か
・
か
み
が
た
ぶ
ん
か

1
1
4
7
年
生
〜
1
1
9
9
年
没

そ
れ
ま
で
の
貴
族
中
心
の
政
治
を
や
め
、

武
士
に
よ
る
政
治
を
行
う『
幕
府
』を
初
め
て
開
い
た
。

平
安
末
期
、平
泉（
岩
手
県
）を
中
心
と
し
て
陸
奥（
む
つ
）・

出
羽
を
支
配
し
、強
い
力
を
持
っ
て
い
た
一
族
。
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マルわかり！さかたのれきし
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