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本田家
ほ ん だ け

の概要
がいよう

と旧本
きゅうほん

田家
だ け

住宅
じゅうたく

の文化
ぶ ん か

財的
ざいてき

価値
か ち

 

〇所在地
しょざいち

 国立市
くにたちし

谷
や

保
ほ

5122-4 

 

〇本
ほん

田家
だ け

の沿革
えんかく

 

 本田家
ほ ん だ け

は 4代
だい

定之
さだゆき

が馬
うま

医者
い し ゃ

として幕府
ば く ふ

に仕え
つ か

、寛永
かんえい

年間
ねんかん

（1624～1644）に谷
や

保
ぼ

に移住
いじゅう

したといわれて

います。ほどなくして名主
な ぬ し

となり、村政
そんせい

に携わり
たずさ

ます。江戸
え ど

時代
じ だ い

後期
こ う き

には漢方医
かんぽうい

として活躍
かつやく

するように

なったことで、村
むら

医者
い し ゃ

、名主
な ぬ し

として村
むら

社会
しゃかい

に貢献
こうけん

しました。また、文人
ぶんじん

書家
し ょ か

として、市河
いちかわ

米
べい

庵
あん

に入門
にゅうもん

し

たことを通じ
つう

、江戸
え ど

の文人
ぶんじん

と広く
ひろ

交流
こうりゅう

がありました。幕末
ばくまつ

には土方
ひじかた

歳
とし

三
ぞう

らとも深い
ふか

交遊
こうゆう

がありました。 

明治期
め い じ き

には戸
こ

長
ちょう

・村長
そんちょう

を務め
つと

、時
とき

には私財
し ざ い

を投じて
とう

国立
くにたち

の発展
はってん

に寄与
き よ

しました。13代
だい

定年
さだとし

(退
たい

庵
あん

)は

多摩
た ま

における自由
じ ゆ う

民権
みんけん

運動
うんどう

の先駆け
さきが

として活躍
かつやく

した後
あと

、書家
し ょ か

・篆刻家
てんこくか

として活躍
かつやく

します。 

その後
ご 

も本田家
ほ ん だ け

は書家
し ょ か

として活躍
かつやく

する中
なか

、近在
きんざい

の若者
わかもの

に書
しょ

を教えて
おし

いたこともあり「書家
し ょ か

の家
いえ

」とし

て更に
さら

認識
にんしき

されます。戦後
せ ん ご

は市内
し な い

在住
ざいじゅう

の直木
な お き

賞
しょう

作家
さ っ か

・山口
やまぐち

瞳
ひとみ

ら文化人
ぶんかじん

と交流
こうりゅう

を持ち
 も

、篆刻
てんこく

作品
さくひん

を贈る
お く   

など、親交
しんこう

を深めて
ふか

いました。 

 このように、本田家
ほ ん だ け

は名主
な ぬ し

・医者
い し ゃ

・文人
ぶんじん

書家
し ょ か

として、多彩
た さ い

な顔
かお

を持ち
 も

活躍
かつやく

していたことが判ります
わか

。

旧本
きゅうほん

田家
だ け

住宅
じゅうたく

や旧蔵
きゅうぞう

資料
しりょう

にはこれらの足跡
そくせき

が残されて
のこ

おり、多摩
た ま

地域
ち い き

の歴史
れ き し

や文化
ぶ ん か

を知る
 し

上
うえ

で重要
じゅうよう

な存在
そんざい

であることが窺えます
うかが

。 
 

〇建物
たてもの

概要
がいよう

 

 【主屋
しゅおく

】構造
こうぞう

形式
けいしき

：木造
もくぞう

、入母屋造
いりもやづくり

、茅葺
かやぶき

（鉄板覆
てっぱんおおい

）、平入
ひらいり

、一重
ひ と え

、南面
みなみめん

。 

東南
とうなん

隅部曲屋
すみぶまがりや

は寄棟造
よせむねづくり

、茅葺
かやぶき

（鉄板覆
てっぱんおおい

）。 

規
き

  模
ぼ

：建築
けんちく

面積
めんせき

80.97坪
つぼ

（267.63㎡） 

         棟
むな

高
だか

（柱
はしら

土台
ど だ い

上端
う わ ば

より棟木
む な ぎ

上端
う わ ば

まで）・・・25.00尺
しゃく

（7.575m） 

【表門
おもてもん

】構造
こうぞう

形式
けいしき

：一間
いっけん

一戸
い っ こ

、薬医門
やくいもん

、切妻造
きりづまづくり

、銅板葺
どうばんぶき

、一重
ひ と え

、南面
みなみめん

。 

規
き

  模
ぼ

：平面積
へいめんせき

（柱
はしら

内側
うちがわ

面積
めんせき

）1.37坪
つぼ

（4.51㎡） 

全高
ぜんこう

（礎石
そ せ き

上端
う わ ば

より大棟上端
おおむねうわば

まで）・・・・25.00尺
しゃく

（7.575m） 

 

〇文化
ぶ ん か

財
ざい

名称
めいしょう

・種別
しゅべつ

 

名称
めいしょう

・員数
いんすう

：旧本
きゅうほん

田家
だ け

住宅
じゅうたく

 主屋
しゅおく

、表門
おもてもん

 2棟
とう

 土地付き
 と ち つ

 

文化
ぶ ん か

財
ざい

種別
しゅべつ

：東京都
とうきょうと

指定
し て い

有形
ゆうけい

文化
ぶ ん か

財
ざい

（建造物
けんぞうぶつ

） 
 

〇東京都
とうきょうと

指定
し て い

有形
ゆうけい

文化
ぶ ん か

財
ざい

（建造物
けんぞうぶつ

）指定
し て い

理由
り ゆ う

 

 本件
ほんけん

は、代々
だいだい

下谷
しもや

保
ぼ

村
むら

の名主
なぬし

を務め
つと

、漢方医
かんぽうい

、文人
ぶんじん

として活躍
かつやく

し、多摩
たま

における自由
じゆう

民権
みんけん

運動
うんどう

を支えた
ささ

本田家
ほ ん だ け

の住居
じゅうきょ

である。 

 主屋
しゅおく

は、３本
ほん

の大黒柱
だいこくばしら

など江戸
え ど

中期
ちゅうき

に遡る
さかのぼ

古い
ふる 

形式
けいしき

を残しながら
のこ

、書斎
しょさい

など接客
せっきゃく

に供する
きょう

空間
くうかん

が

拡張
かくちょう

され続け
つづ  

、意匠
いしょう

が整えられて
ととの

きた。 

 表門
おもてもん

は、江戸
え ど

末期
ま っ き

の建築
けんちく

とみられ、甲州
こうしゅう

街道
かいどう

に面して
めん

大きく
おおきく

構える
かま

敷地
しきち

に庭
にわ

があり、主屋
しゅおく

とともに、

名主家
な ぬ し や

らしい屋敷
や し き

構
がま

えを今に
いま

伝えて
つた

いる。 

 本件
ほんけん

は、民家
み ん か

としては都内
と な い

で最も
もっと

古い
ふる

時代
じ だ い

の特徴
とくちょう

を残す
のこ

とともに、近代
きんだい

に至る
いた

まで民家
み ん か

建築
けんちく

の変遷
へんせん

の

過程
か て い

を示す
しめ

ものとして、かつ、江戸
え ど

近郊
きんこう

の名主
な ぬ し

階級
かいきゅう

の発展
はってん

の歴史
れ き し

を示す
しめ

ものとして歴史的
れきしてき

・学術的
がくじゅつてき

価値
か ち

が高い
たか

。 

〇建物
たてもの

の特性
とくせい

と変遷
へんせん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図
ず

1-1 旧 本
きゅうほん

田家
だ け

住 宅
じゅうたく

当初
とうしょ

平面
へいめん

推定図
す い て い ず

 （白井
し ら い

裕
ひろ

泰
やす

博士
は く し

考案
こうあん

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
ず

1-2 旧 本
きゅうほん

田家
だ け

住 宅
じゅうたく

中古
ちゅうこ

平面
へいめん

推定図
す い て い ず

 （白井
し ら い

裕
ひろ

泰
やす

博士
は く し

考案
こうあん

）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
ず

1-3 旧 本
きゅうほん

田家
だ け

住 宅
じゅうたく

現 況
げんきょう

平面図
へ い め ん ず

  

 

江戸
え ど

中期
ちゅうき

 

・馬医
ば い

や 調
ちょう

馬
ば

を家業
かぎょう

とし幕府
ば く ふ

に仕える
つか

。 

 

・食違い
くいちが

六
むつ

間取り
ま ど   

 

・3本
ほん

の大 黒 柱
だいこくばしら

 

・床上
ゆかうえ

の１間
  けん

(1.818m)おきの 柱
はしら

 

・小屋
しょうや

梁
ばり

に平
ひら

端
ば

のチョウナ仕上げ
  しあ

 

・享 保
きょうほう

16年
ねん

(1731)祈祷
き と う

札
ふだ

    など 
  

江戸
え ど

後期
こ う き

における名主
な ぬ し

階層
かいそう

の住 宅
じゅうたく

形式
けいしき

である

整形
せいけい

六間形
む つ ま が た

に先行
せんこう

する食違い
くいちが

六間形
むつまがた

の平面
へいめん

形式
けいしき

を持ち
 も

、また、祈祷
き と う

札
ふだ

より建築
けんちく

年代
ねんだい

が享 保
きょうほう

16

年
ねん

以前
い ぜ ん

であることがわかり、東京都
とうきょうと

における

六間形
む つ ま が た

形式
けいしき

の最古
さ い こ

の遺構
い こ う

として貴重
きちょう

。 

（白井
し ら い

裕
ひろ

泰
やす

博士
は く し

所見
しょけん

より） 

 

江戸
え ど

後期
こ う き

 

・名主
な ぬ し

･ 村
 むら

医者
い し ゃ

として村
むら

社会
しゃかい

に貢献
こうけん

する。 

・村内
そんない

の約
やく

５分
ぶん

の１を領 有
りょうゆう

する大地主
お お じ ぬ し

となる。 

・書家
し ょ か

、文人
ぶんじん

として活躍
かつやく

する。また、多く
おお

の文人
ぶんじん

墨 客
ぼっきゃく

と交 流
こうりゅう

を持つ
もつ

。 

 

・接 客
せっきゃく

の用途
よ う と

があった、ショインを増築
ぞうちく

 

・座敷
ざ し き

の意匠
いしょう

を格
かく

上げ
あ

する改変
かいへん

 

・ヒロマの床板
ゆかいた

を 畳
たたみ

にし意匠
いしょう

を格
かく

上げ
 あ

する改変
かいへん

 

・ダイドコロの西側
にしがわ

を増築
ぞうちく

 

 

名主
な ぬ し

として幕府
ば く ふ

の役人
やくにん

を迎える
むか

ため、また

漢方医
か ん ぽ う い

や文人
ぶんじん

として多く
お お

の人
ひと

を迎える
むか

ため、

平面
へいめん

の拡 張
かくちょう

や意匠
いしょう

の格
かく

上げの必要
ひつよう

があったと

推察
すいさつ

できる。 

 

明治
め い じ

時期
じ き

 

・戸
こ

長
ちょう

・村 長
そんちょう

として村政
そんせい

に関わる
かか

。 

・多摩
た ま

の自由
じ ゆ う

民権
みんけん

運動
うんどう

の先駆け
 さきが

となる。 

・書家
し ょ か

、文人
ぶんじん

、篆刻家
て ん こ く か

として活躍
かつやく

する。 

・近在
きんざい

の若者
わかもの

に書
しょ

を教える
おし

。 

戦後
せ ん ご

 

・篆刻家
て ん こ く か

として活躍
かつやく

。 

・市内
し な い

在 住
ざいじゅう

の作家
さ っ か

や芸術家
げいじゅつか

と交 流
こうりゅう

を持つ
 も

。 

 

・江戸
え ど

末期
ま っ き

サンジョウマ( 東
ひがし

)増築
ぞうちく

 

・昭和
しょうわ

10年
ねん

(1935)サンジョウマ
さ ん じ ょ う ま

(西
にし

)増築
ぞうちく

 

・昭和
しょうわ

34年
ねん

(1959)ショサイ、ゼンシツを改造
かいぞう

 

(他
ほか

･水
みず

廻り
ま わ り

の改築
かいちく

や土蔵
ど ぞ う

の増築
ぞうちく

・除 却
じょきゃく

など。） 

 

接 客
せっきゃく

や文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に供した
きょう

とみられる空間
くうかん

が

拡 張
かくちょう

され、近代
きんだい

においても、江戸期
え ど き

から継 承
けいしょう

された代々
だいだい

当主
とうしゅ

の文人的
ぶんじんてき

な側面
そくめん

を支える
ささ

場
ば

とし

て機能
  きのう

し続けた
    つづ

。 

 建物
たてもの

の古い
ふる

特性
とくせい

 

 主
おも

な建物
たてもの

の変遷
へんせん

 

 主
おも

な建物
たてもの

の変遷
へんせん

 

 本田家
ほ ん だ け

当主
とうしゅ

 

 本田家
ほ ん だ け

当主
とうしゅ

 

 本田家
ほ ん だ け

当主
とうしゅ

 

ダイドコロ 

ウマヤ 
 

カッテ 
 

ヒロマ 
 

ナカノマ 
 

オヘヤ 
 オク 

 

デイ 
 

ダイドコロ 
 

オカッテ 
 

ヒロマ 
 

ゲンカン 
 

オク 
 

ナカ 
 

ショイン 
 
 

イロリ 
 

オヘヤ 
 

ショイン 

【資料 1】 
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