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も
と
も
と
は
地
元
の
銀
行
に
勤

め
て
い
た
岡
崎
俊
資
さ
ん
で
す
が
、

三
十
四
歳
の
と
き（
一
九
七
九
年
）に
、

大
き
な
転
機
が
訪
れ
ま
す
。置
賜
町

で
陶
器
店
を
営
ん
で
い
た
お
父
様
が

亡
く
な
ら
れ
、お
店
の
後
継
者
に
な
る

こ
と
を
選
択
さ
れ
た
の
で
す
。周
囲
か

ら
は
反
対
す
る
意
見
も
あ
り
ま
し
た

が
、俊
資
さ
ん
は「
昔
の
賑
や
か
な
商

店
街
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
も
、一
人

ぐ
ら
い
変
わ
っ
た
や
つ
が
い
て
も
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
。」と
の
想
い
の
も
と
、

お
店
を
継
ぐ
決
意
を
固
め
た
と
い
い

ま
す
。

　
そ
の
後
、経
営
は
順
調
に
進
み
ま

し
た
が
、九
十
年
代
半
ば
に
な
る
と
バ

ブ
ル
崩
壊
後
の
不
況
な
ど
に
よ
り
、業

績
が
大
き
く
落
ち
込
ん
で
し
ま
い
ま

す
。客
足
を
取
り
戻
そ
う
と
努
力
は

し
た
も
の
の
、具
体
的
な
解
決
策
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、二
〇
〇
〇
年
に

ひ
と
り
の
女
性
と
出
会
っ
た
こ
と
で
、

人
生
で
第
二
の
転
機
が
訪
れ
ま
す
。

茶
道
具
を
探
し
回
っ
て
い
る
う
ち
に

お
店
に
立
ち
寄
っ
た
そ
の
女
性
は「
福

島
市
に
十
八
年
間
住
ん
で
い
る
が
、こ

の
店
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。」と
告
げ
た
の
で
す
。始
め

は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
俊
資
さ
ん
で
し

た
が
、女
性
の
言
葉
を
真
摯
に
受
け

止
め
、店
を
訪
れ
た
感
想
や
気
付
い

た
点
を
率
直
に
話
し
て
く
れ
る
よ
う

に
頼
み
ま
し
た
。耳
が
痛
く
な
る
た
く

さ
ん
の
指
摘
の
中
か
ら
、改
善
の
ヒ
ン

ト
を
探
り
当
て
た
俊
資
さ
ん
は「
地

域
の
人
に
愛
さ
れ
る
店
づ
く
り
」を

決
意
し
、三
つ
の
仕
掛
け
を
実
行
し
ま

し
た
。一つ
目
は
、店
頭
や
店
内
を
美

し
い
季
節
の
花
で
彩
る
こ
と
。二
つ
目

は
、五
月
か
ら
十
月
ま
で
の
毎
週
火

曜
日
、お
店
の
軒
先
に
あ
る
木
陰
で

抹
茶
を
振
る
舞
う
こ
と
。三
つ
目
は
、

手
芸
や
写
真
の
ほ
か
、様
々
な
ジ
ャ

ン
ル
の
も
の
を
出
展
す
る
ミ
ニ
ギ
ャ
ラ

リ
ー
を
併
設
す
る
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
功
を
奏
し
、

業
績
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。俊
資
さ
ん
は「
ヒ
ン
ト
を
与
え
て

く
れ
た
女
性
を
は
じ
め
、周
り
の
方
々

の
協
力
の
お
か
げ
。お
店
の
賑
わ
い

の
創
出
が
、結
果
と
し
て
地
域
の
活

性
化
に
繋
が
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で

す
。」と
い
い
ま
す
。俊
資
さ
ん
が
お
店

を
継
い
だ
時
の
想
い
が
現
在
に
よ
み

が
え
り
ま
す
。

真
の
復
興
に
想
い
を
馳
せ
て

　
各
地
に
未
曽
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本

大
震
災
は
、
人
々
の
平
穏
な
生
活
を
一
瞬
の
内
に

奪
い
去
り
、
今
な
お
先
行
き
が
不
透
明
な
状
況
に

あ
り
ま
す
。
特
に
私
た
ち
が
暮
ら
す
福
島
市
で

は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の

風
評
被
害
に
よ
る
影
響
が
甚
大
で
あ
り
、
将
来
を

担
う
子
供
と
そ
の
親
た
ち
の
生
活
、
本
市
の
基
幹

産
業
と
し
て
先
人
た
ち
が
丹
精
込
め
て
培
っ
て
き

た
農
業
、
お
も
て
な
し
の
心
に
よ
り
今
日
ま
で
築

き
上
げ
ら
れ
て
き
た
観
光
業
な
ど
を
根
底
か
ら
引

き
裂
き
、
人
々
の
か
け
が
え
の
な
い
未
来
に
大
き

な
暗
い
影
を
落
と
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
災
害
発
生
か
ら
二
年
九
ヵ
月

が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
、
未

だ
収
ま
ら
な
い
風
評
被
害
の
影
響
に
よ
り
大
勢
の

人
々
が
苦
し
ん
で
い
る
一
方
で
、
千
年
に
一
度
と

言
わ
れ
る
自
然
災
害
と
原
発
事
故
と
い
う
最
悪
の

人
的
災
害
に
も
関
わ
ら
ず
、
震
災
当
時
に
直
面
し

た
忌
わ
し
い
記
憶
が
無
意
識
の
う
ち
に
人
々
の
脳

裏
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
、
事
故
の
本
質
か
ら
目
を
そ

ら
す
か
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
事
実
が
風
化
し
て

い
る
現
実
も
見
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
度
の
福
島
市
観
光
案
内
所
「
ふ
く
る
通

信
」
の
創
刊
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
現
実
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
私
た
ち
が
直
面
し
た
危
機
的
状

況
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
本
市
の
地
域
の
宝
を
見

つ
め
直
し
、
そ
の
魅
力
を
発
信
し
続
け
る
こ
と

に
よ
り
、
真
の
復
興
に
向
け

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
ひ
と
つ
で
も
皆
様
の
心

に
私
た
ち
の
「
観
光
復
興
」

に
対
す
る
想
い
が
伝
わ
れ
ば

幸
い
で
す
。

「ふくる」とは…「福島に来る」と「福が来る」を掛け合わせた言葉です。福島市にお越しくださった皆さまに
 「福」が「来る」事を祈るとともに、福島市の魅力をたくさん知っていただきたいと願います。

日本銀行
福島支店の軌跡

お店の陶器を並べる俊資さん

ミニギャラリーの説明を受けました

● たくさんの方々の協力のもと「ふくる通信」を
発行することが出来ました。本当にありがと
うございました。（ニックネーム：養蚕に詳しく
なった幸）

● 現存している古い建物が少ない福島市ですが、日本銀
行の特集をしてみて、在りし日の福島市の様子が垣間
見れました。タイムスリップしたような気持ちで街歩き
を楽しみました。（ニックネーム：円盤餃子大好きっこK）

● 幼い頃、養蚕を営んでいる農家が１軒あり祖父に手をひ
かれ行ったことを思い出しました。蚕がこわくて入口か
ら先には進めませんでした。思い出を蘇らせてくれたこ
の特集に感謝。（ニックネーム：福島のモモが大好きＡ）

● 歴史の奥深さに溺れかけました（笑）。助け船を出して
下さった皆様、本当にありがとうございました。タイムマ
シーンがあったら、明治時代の本町を歩いてみたいな♪
（ニックネーム：福島の四季と果物が大好きなM子）

次回の特集は、福島市の春を
代表する名所「花見山公園」
を予定しています。
花見山公園二代目園主：故阿
部一郎氏の生涯とともに、こ
れまでの経緯についてご紹
介する予定です。

開
設
当
時
の「
日
本
銀
行
福
島
出
張
所
」 （
明
治
32
年
　
松
と
桜
貼
付
帳
よ
り
）

地域で活躍する人にスポッ
トをあて、福島市の魅力を
発信していくコーナーです。
第1回目となる今回は、中
心市街地の活性化に取り
組む岡崎俊資（おかざき
しゅんすけ）さんにお話し
を伺いました。

ふ
く
し
ま

こ
の
人
・
魅
力
人

　
福
島
市
・
伊
達
市
・
相
馬
市
・
二
本
松
市
の

四
市
の
お
薦
め
お
土
産
品
や
特
産
品
を
集
め

た
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。

　
自
然
豊
か
な
福
島
な
ら
で
は
の
旬
な
果
物

や
、美
味
し
い
地
場
産
品
を
産
地
直
送
で
お
届

け
し
て
い
ま
す
。ご
自
宅
で
の
お
取
り
寄
せ
や
、

大
切
な
方
への

ギ
フ
ト
な
ど

に
、ぜ
ひ
、「
が

ん
ば
っ
て
ま

す
！
福
島
Ｗ

Ｅ
Ｂ
特
産
市
」

を
ご
利
用
く

だ
さ
い。

U
RL

：http://w
w
w.ganba-fukushim

a-tokusan.jp/ 「福島WEB特産市」紹介ページ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
福
島
の
特
産
品
を
販
売

　

が
ん
ば
っ
て
ま
す
！

福
島
ｗ
Ｅ
Ｂ
特
産
市　

■
問
い
合
わ
せ
／
岡
崎
陶
器
店

☎ 

0
2
4
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5
2
2
）
0
4
6
3

ふくしままち歩きモデルコース
❶ 昭和の息吹  ～ノスタルジック商店街を歩く～
❷ 奥州街道の賑わい  ～活気あふれる江戸口の姿～
❸ 福島の長い一日  ～幕末・東北戦乱の始まり～
❹ 福島の花街と奥州街道  ～北裡界隈から仙台口を歩く～
❺ 福島城と城下町  ～旧城下町の中心街を巡る～

　詳しくは、こでらんに博公式ガイドブックをご覧いただくか、公式
ホームページでご確認ください。
お問合せ：福島市観光コンベンション協会　☎ 024－531－6432

ふくしままち歩きを堪能！
こでらんに de ふくしま通

　福島市のまち歩きを楽しんで
もらうために、福島の歴史やユ
ニークなスポット、雑学などを案
内するのが「こでらんにdeふくし
ま通 まち歩き」です。5つのコース
マップをご用意しておりますので、
そぞろ歩きで福島の魅力をご堪
能ください。
　なお、来年4月からはガイド付きでまち歩きを楽しむことが
できます（要事前申込）。また、「ふくしま まち歩きガイド」も募
集していますので、興味のある方はお問い合せください。

まち歩きガイドマップ

編集
後記

次回予告
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日
本
銀
行
と
福
島
町

　
明
治
十
五
年
、
東
京
に
日
本
銀

行
が
開
業
し
て
か
ら
、
政
府
が
東

北
で
最
初
に
日
本
銀
行
の
出
張
所

を
置
い
た
の
は
こ
の
福
島
市
（
当

時
は
福
島
町
）
で
し
た
。
こ
れ

は
、
こ
の
街
が
か
つ
て
東
北
一
の

商
業
都
市
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
当
時
の
福

島
市
が
ど
れ
ほ
ど
先
進
的
な
都
市

で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
繁
栄
の
礎

を
築
い
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か

を
、
日
本
銀
行
福
島
支
店
の
歩
み

と
共
に
紐
解
い
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

世
界
が
注
目
し
た
生
糸

　
福
島
市
が
商
業
都
市
と
し
て
発

展
し
た
所
以
は
、
江
戸
時
代
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
当
時
、
現
在

の
福
島
市
と
伊
達
市
周
辺
は
信
達

地
方
と
呼
ば
れ
、
養
蚕
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
風
通
し
と

水
は
け
の
良
い
土
地
は
桑
の
生
育

に
適
し
、
標
高
が
高
く
良
く
乾
い

た
阿
武
隈
高
地
の
土
地
は
蚕
の
生

育
に
最
適
で
し
た
。
幕
府
が
こ
れ

を
奨
励
し
、
十
八
世
紀
に
は
「
奥

州
蚕
種
本
場
」
と
い
う
商
標
登
録

を
獲
得
、
高
級
ブ
ラ
ン
ド
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
明
治
時
代
に
な
る
と
、
新
政
府

は
列
強
諸
国
に
対
抗
し
得
る
為
、

殖
産
興
業
と
よ
ば
れ
る
様
々
な
政

策
を
打
ち
出
し
、
世
界
各
国
と
の

貿
易
も
頻
繁
に
行
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
間
も
な
く
日
本
の
良
質

な
生
糸
に
世
界
が
注
目
し
、
外
国

の
商
人
達
が
こ
ぞ
っ
て
日
本
の
生

糸
を
買
い
求
め
ま
し
た
。
程
な
く

し
て
、
生
糸
は
日
本
の
最
大
の
輸

出
品
と
な
り
、
か
ね
て
よ
り
養
蚕

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
信
達
地

方
は
さ
ら
に
そ
の
規
模
を
拡
大
し

た
た
め
、
必
然
的
に
商
人
達
は
事

業
拡
大
を
迫
ら
れ
た
の
で
す
。

銀
行
の
勃
興

　
事
業
の
拡
大
に
は
そ
の
為
の
資

金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
福
島
で

は
、
江
戸
時
代
か
ら
為
替
問
屋
を

営
む
小
野
組
（
京
都
を
中
心
に
生

糸
の
貿
易
を
し
て
い
た
商
人
）
が

中
心
と
な
り
、
そ
の
業
務
を
請
け

負
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
七
年
に

小
野
組
が
倒
産
し
て
か
ら
は
福
島

の
吉
野
組
が
引
き
受
け
ま
し
た

が
、
急
激
に
増
加
し
た
福
島
の
資

金
需
要
に
対
し
、
吉
野
組
は
対
応

し
き
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
う
し
た
資
金
調
達
の
不
具

合
を
改
善
す
る
こ
と
は
、
地
元
の

商
人
の
悲
願
で
し
た
。

　
明
治
九
年
、
国
立
銀
行
条
例
が

改
正
さ
れ
る
と
、
全
国
的
に
国
立

銀
行
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
明
治

十
年
に
は
福
島
で
も
東
北
で
最
初

の
国
立
銀
行
「
第
六
国
立
銀
行
」

が
、
明
治
十
一
年
に
は
「
第
百
七

国
立
銀
行
」
が
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
福
島
に
は
近
隣
の
都
市
と
比

べ
多
数
の
銀
行
が
存
在
し
て
い
ま

し
た
。
当
時
の
福
島
町
が
、
い
か

に
商
業
都
市
と
し
て
繁
栄
し
て
い

た
か
が
伺
え
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
全
国
的
な
銀
行

の
勃
興
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
招

き
ま
し
た
。
そ
の
打
開
策
と
し
て
明

治
十
五
年
、
唯
一
の
中
央
銀
行
と
し

て
東
京
に
「
日
本
銀
行
」
が
開
業
し

ま
す
。
そ
の
後
、
日
本
銀
行
は
大
阪

に
支
店
を
置
い
た
の
ち
、
地
方
の
物

流
を
見
据
え
つ
つ
全
国
的
に
支
店
網

を
整
備
し
て
い
き
ま
し
た
。

交
通
網
の
発
達

　
福
島
で
は
明
治
二
十
年
に
東
北

本
線
（
上
野

－

福
島

－

仙
台
間
）

が
開
通
。
明
治
三
十
二
年
五
月
に

は
奥
羽
本
線
（
福
島

－

米
沢
間
）

が
開
通
し
、
福
島
は
東
京
と
宮

城
、
山
形
を
結
ぶ
重
要
な
拠
点
と

な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、
の

ち
に
日
本
銀
行
福
島
出
張
所
開
設

の
大
き
な
理
由
の
一
つ
に
な
り
ま

す
。
鉄
道
が
通
っ
た
こ
と
で
、
更

に
商
取
引
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
街
は
ま
す
ま
す
活
気

に
満
ち
溢
れ
ま
し
た
。

東
北
初
の
日
銀
開
設

　
か
く
し
て
明
治
三
十
二
年
七
月

十
五
日
、
東
北
で
最
初
の
日
銀
店

舗
「
日
本
銀
行
福
島
出
張
所
」

が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は

「
一
〇
五
万
円
の
正
金
（
金
貨
）

が
運
ば
れ
て
く
る
」
と
聞
き
つ
け

た
多
く
の
見
物
客
が
押
し
寄
せ
ま

し
た
。
た
だ
な
ら
ぬ
緊
張
感
が
張

り
詰
め
る
福
島
駅
前
通
り
を
、
赤

い
旗
を
掲
げ
た
金
箱
が
十
数
台
も

の
馬
車
に
積
ま
れ
、
厳
重
な
警
備

の
中
運
び
込
ま
れ
ま
し
た
。
街
で

は
開
設
を
祝
し
た
花
魁
道
中
も
行

わ
れ
、
福
島
中
が
湧
き
た
っ
て
い

ま
し
た
。
地
元
の
有
力
者
は
「
こ

れ
で
名
実
と
も
に
東
北
一
の
経
済

力
と
な
っ
た
」
と
満
足
気
に
語
っ

た
と
い
い
ま
す
。

　
二
階
建
て
土
蔵
造
り
の
こ
の
店

舗
は
、
福
島
一
の
生
糸
問
屋
だ
っ

た
「
万
国
屋
」
を
改
造
し
た
も
の

で
す
。
当
時
福
島
を
代
表
す
る
商

人
だ
っ
た
青
木
金
治
は
、
日
本
銀

行
の
誘
致
活
動
に
特
に
熱
心
に
取

り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
万
国
屋
は

も
と
も
と
彼
が
譲
り
受
け
た
も
の

で
し
た
が
、
誘
致
の
話
が
持
ち
上

が
る
と
、
快
く
明
け
渡
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

す
ぐ
に
出
張
所
と
し
て
の
機
能
を

働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
が

あ
っ
た
こ
と
も
、
誘
致
に
成
功
し

た
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
す
。

　
日
本
銀
行
福
島
出
張
所
の
開
設

に
よ
り
、
周
り
の
普
通
銀
行
へ
の

資
金
繰
り
は
飛
躍
的
に
改
善
し
ま

し
た
。
『
福
島
県
金
融
の
歩
み
』

に
よ
れ
ば
、
銀
行
の
貸
付
課
長
自

ら
各
問
屋
を
歩
い
て
ま
わ
り
、
商

人
が
「
二
万
円
必
要
だ
」
と
い
え

ば
「
三
万
円
使
っ
て
く
れ
な
い

か
」
と
頼
ん
だ
と
い
う
逸
話
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
初
代
所
長
は
土
佐
藩
出
身
と
言

わ
れ
る
尾
形
麟
太
郎
男
爵
で
し

た
。
福
島
で
唯
一
爵
位
を
持
つ
彼

を
当
時
の
人
々
は
「
福
島
一
偉
い

人
」
と
呼
ん
で
敬
い
ま
し
た
。

明
治
か
ら
平
成
へ

　
日
本
銀
行
福
島
出
張
所
が
、
市

民
の
大
き
な
歓
迎
の
中
で
営
業
を

始
め
て
か
ら
、
今
年
で
百
十
四
年

を
迎
え
ま
す
。
そ
の
間
に
支
店
に

昇
格
し
（
明
治
四
十
四
年
）
、
店

舗
の
建
物
も
街
並
み
と
共
に
姿
を

変
え
、
三
代
目
を
数
え
ま
す
。
現

在
の
日
本
銀
行
福
島
支
店
の
周
り

に
は
、
時
代
の
波
の
中
で
解
散
や

合
併
を
経
て
現
在
に
至
る
地

方
銀
行
や
証
券
会
社
、
保
険

会
社
な
ど
が
林
立
し
て
い
ま

す
。
歩
道
を
レ
ン
ガ
で
模
様

し
た
「
レ
ン
ガ
通
り
」
と
呼

ば
れ
る
福
島
市
の
ウ
ォ
ー
ル

街
で
す
。
日
本
銀
行
福
島
支

店
は
、
建
物
は
変
わ
り
な
が

ら
も
開
業
当
時
と
同
じ
場
所

か
ら
、
福
島
の
歴
史
を
見
守

り
続
け
て
い
ま
す
。

　
近
代
化
が
進
み
、
街
の
歴

史
を
感
じ
る
も
の
は
少
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

確
か
に
こ
の
街
の
繁
栄
は
養
蚕
業

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
日
本
銀
行
福
島
出
張
所

の
誘
致
成
功
と
い
う
輝
か
し
い
史

実
が
、
福
島
繁
栄
の
象
徴
で
も
あ

る
と
同
時
に
、
今
も
な
お
福
島
に

生
き
た
故
人
の
力
強
い
生
き
様
を

感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
で
す
。

小
特
集

日
本
銀
行
福
島
支
店
の
軌
跡

※ 福島出張所開設当時の福島市内。全国有
数の生糸産地として栄え活気にあふれた。

現在の日本銀行福島支店福島のウォール街といわれる「レンガ通り」

※銀行員が立ち並ぶ福島出張所当時のロビー風景。
東北経済の要として繁忙を極めた。

錦糸輸送の図
糸市に集まった絹糸は100頭ほどの馬に
よって、おおよそ10トン近くの糸が福島
から京都へと送られた。
『蚕飼絹篩大成』より（福島大学図書館蔵）

1878（明治11）年
吉野周太郎ら8人の
発起人によって、第
百七国立銀行として
開業。1897（明治
30）年に第百七銀行
と改称、1913（大正
2）年に改築される
が、昭和3年に休業と
なる。明治22年（『大
日本博覧会絵』）（佐
藤克彦蔵 福島県歴
史資料館寄託） 第百七国立銀行の図

地域に親しまれた「日銀福島支店旧店舗」

　
明
治
四
十
四
年
の
支
店
昇
格
を

機
に
、当
時
の
新
店
舗
の
建
設
が

計
画
・
着
工
さ
れ
る
に
あ
た
り
、辰

野
金
吾（
日
本
銀
行
本
店
旧
館
、東

京
駅
舎
の
設
計
者
）と
そ
の
高
弟

の
長
野
宇
平
治
が
設
計
を
担
当
し

ま
し
た
。建
物
の
構
造
が
外
部
に

漏
れ
ぬ
よ
う
、木
板
と
簾
で
周
り

を
覆
っ
て
建
設
さ
れ
、大
正
二
年

十
二
月
に
完
成
し
ま
し
た
。

　
そ
の
建
物
は
レ
ン
ガ
造
り
で

格
調
高
く（
レ
ン
ガ
は
庭
坂
の
専

用
工
場
で
焼
か
せ
た
と
い
わ
れ

る
。）、天
井
か
ら
は
豪
華
な
シ
ャ

ン
デ
リ
ア
が
下
が
り
、新
調
さ
れ

た
大
金
庫
は「
ど
ん
な
大
盗
賊
で

も
金
庫
破
り
に
十
年
は
か
か
る
だ

ろ
う
」と
町
の
噂
に
な
り
ま
し
た
。

　
昭
和
五
十
三
年
に
取
り
壊
さ

れ
、そ
の
跡
地
に
現
店
舗
の
建
設

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。当
時
の
代

表
的
な
洋
風
建
築
の
取
り
壊
し

に
、地
元
で
は
保
存
運
動
が
展
開

さ
れ
、全
国
ニ
ュ
ー
ス
で
も
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、当
時
の
銀
行

券
取
扱
量
は
建
築
当
初
の
五
十
倍

に
拡
大
し
、金
庫
は
飽
和
状
態
。さ

ら
に
、老
朽
化
も
あ
り
耐
震
性
も

低
下
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、市
民

に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
も
、結
果
と

し
て
現
在
の
店
舗
に
建
て
替
え
ら

れ
ま
し
た
。

※
①

※
②

※
③

チェックポイント解説

※
① 

養
蚕
が
盛
ん

信
達
地
方
で
は
、蚕
種（
蚕
の
卵
）の
生
産
、養
蚕（
蚕
を
育
て
る
）、生
糸
の

生
産
、絹
織
物
の
生
産
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
個
々
の
特
性
に
あ
わ
せ
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
中
に
あ
っ
て
、当
時
の
福
島
は
蚕
種
、生
糸
、絹
織

物
な
ど
の
一
大
集
散
地
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、全
国
か
ら
商
人
が
集
ま
り
、

流
通
の
拠
点
と
な
っ
て
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。明
治
に
な
り
、鉄
道

が
開
通
し
て
か
ら
は
、東
北
各
地
か
ら
も
生
糸
や
絹
製
品
が
集
め
ら
れ
更

に
発
展
し
ま
し
た
。

※
② 

国
立
銀
行

国
立
銀
行
条
例
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
民
間
銀
行
。当
初
は
通
貨
の
発

行
権
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、日
本

銀
行
開
設
に
よ
り
日
本
銀
行
が
唯

一
の
発
券
銀
行
に
な
り
ま
し
た
。

※
③ 

中
央
銀
行

日
本
銀
行
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ

た
、国
の
金
融
機
関
の
中
核
と
な
る

銀
行
。通
貨
の
独
占
発
行
権
を
持
ち

ま
す
。日
本
で
は
唯
一
、日
本
銀
行

が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

※日本銀行福島支店旧店舗 （1913～1978年）
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駅前通り

13 第六国立銀行

第一国立銀行
福島支店 第百七

国立銀行

第六十国立
銀行福島支店

第百国立銀行
福島支店三井銀行

福島出張所

福島銀行
福島共同荷造所、福島商業銀行、福島蚕糸米殻
取引所が立ち並んだ通りには、全国から商人
が集まるとともに、荷物を運ぶ人々も多数集
まったことから大変な賑わいを見せました。

初音通り
青柳通り

（現駅前通り）

※福島商業銀行

※福島共同荷造所※福島共同荷造所

※福島蚕糸米殻取引所※福島蚕糸米殻取引所

信
夫
通
り

平和通り

並木通り

県
庁
通
り

レンガ通り

大原綜合病院

●●七十七銀行七 福島支店

福島学院大福島学院大
駅前キャンパス駅前キャンパス

ウィズもとまち●

街なか
広場

●まちなか
夢工房

●　

きらやか銀行
福島支店

東
邦
銀
行
本
店

日本銀行
福島支店

●みずほインベスターズみずほインベスターズズ
証券㈱福島支店

大東銀行
福島支店
　　●

常陽銀行
福島支店

●

みずほ銀行
福島支店●●

●福島警察署

秋田銀行
●福島支店

野村證野村證券福島支店證券福島支店
●

●

CMBC日興証券㈱C日興証券㈱㈱
福島支店

● ●C
福

●● CC
福福福

明治29年8月に生糸商人
が中心となり、生糸商人に
対する金融を目的に設立
されました。

明治27年設立。生糸と米を主に扱った
商事会社的性格を持っていました。

明治22年、生糸問屋商人が共同出資して創設。
農家で生産された生糸の品質を整え、商標を
付けて横浜から海外へ輸出されました。

福島商業銀行福島商業銀行

福島共同荷造所福島共同荷造所

福島蚕糸米殻取引所福島蚕糸米殻取引所

明治20年
当時の銀行
位置図

◎ 

あ
ら
た
め
て
日
本
銀
行
福
島
支
店

の
役
割
と
機
能
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

中
島
支
店
長

基
本
と
な
る
の
は
、

「
経
済
活
動
に
必
要
な
お
金
が
世

の
中
に
行
き
わ
た
り
、人
々
が
い
つ

で
も
ど
こ
で
も
安
心
し
て
お
金
を

使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
」で
す
。東
日
本
大
震
災
の
後

も
、手
元
に
お
金
を
持
っ
て
お
こ
う

と
い
う
動
機
か
ら
、現
金
へ
の
需
要

が
急
激
に
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
し
た
。預
金
の
残
高
は
あ
る
の

に
現
金
が
引
き
出
せ
な
い
と
い
う

事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
、平
日
・
休

日
を
問
わ
ず
、十
分
な
量
の
現
金

供
給
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、地
域
の
経
済
や
物
価
の

状
況
を
点
検
す
る
の
も
大
切
な
仕

事
で
す
。安
心
し
て
お
金
を
使
っ
て

も
ら
う
た
め
に
は
、

「
お
金
の
価
値
」、裏
を
返
せ
ば「
物

価
」が
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
重
要

で
す
。そ
れ
を
調
査
し
確
認
す
る
作

業
は
、「
安
心
し
て
お
金
を
使
う
こ

と
が
で
き
る
」環
境
づ
く
り
に
も
繋

が
り
ま
す
。

◎ 
地
域
と
の
関
わ
り
で
留
意
し
て
い
る

点
な
ど
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

中
島
支
店
長

日
銀
と
い
う
と「
名

前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
け
ど
何

を
や
っ
て
い
る
の
か
分
か
り
難
い
」

と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。地
域
の
皆
さ
ん
と
の

様
々
な
接
点
の
中
で
、日
銀
の
業

務
内
容
や
役
割
な
ど
に
つ
い
て
説

明
や
Ｐ
Ｒ
を
行
い
、少
し
ず
つ
で
も

日
銀
の
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う

こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

◎ 

店
内
見
学
も
行
っ
て
い
る

と
伺
っ
て
お
り
ま
す
が
。

中
島
支
店
長

は
い
。

日
銀
の
仕
事
や
お
金
の

役
割
な
ど
に
つ
い
て
ご

説
明
し
た
り
、古
く
な
っ

て
使
え
な
く
な
っ
た
お

札
の
裁
断
片
を
使
っ
た

展
示
物
な
ど
を
紹
介
し

た
り
し
て
い
ま
す
。皆
さ

ん
に
少
し
で
も
親
し
み

を
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
。日
銀
福
島
支
店
が
地
域
の
一

員
で
あ
り
、地
域
経
済
の
安
定
に

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
感
じ
て

頂
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

◎ 

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
進
め
る
中
、

福
島
市
の
印
象
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

中
島
支
店
長
　
福
島
市
に
赴
任
し

て
七
ヵ
月
に
な
り
ま
す
が
、「
住
み

や
す
い
街
」と
い
う
の
が
率
直
な
感

想
で
す
。こ
れ
ま
で
地
域
の
様
々
な

分
野
の
方
々
と
お
話
を
す
る
中
で
、

皆
さ
ん
が
復
興
に
向
け
て
、懸
命

に
、そ
し
て
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

お
ら
れ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま

す
。そ
れ
に
、美
味
し
い
果
物
や
野

菜
、温
泉
も
含
め
た
美
し
い
自
然

は
本
当
に
魅
力
的
で
す
。日
本
だ

け
で
な
く
世
界
に
自
信
を
持
っ
て

Ｐ
Ｒ
で
き
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ん
の
人
柄
の
温
か
さ

に
も
感
激
し
て
い
ま
す
。毎
日
の
生

活
の
中
で
お
店
の
人
な
ど
と
お
話

し
し
て
い
て
も
、皆
さ
ん
の
誠
実
さ

を
強
く
感
じ
ま
す
。

◎ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。現
在
、福

島
市
は
風
評
被
害
で
苦
し
ん
で
い
ま

す
。震
災
復
興
に
向
け
て
期
待
す
る

こ
と
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

中
島
支
店
長

先
日
も
東
京
や
関

西
の
知
人
に
福
島
市
の
桃
を
送
っ

た
の
で
す
が
、「
美
味
し
か
っ
た
の

で
来
年
も
宜
し
く
」と
早
く
も「
ご

予
約
」を
頂
き
ま
し
た
。「
想
像
」で

は
な
く「
実
感
」を
持
っ
て
も
ら
う

取
り
組
み
を
地
道
に
積
み
重
ね
て

い
く
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。福
島
市
に
実
際
に
来
て

頂
い
て
幅
広
い
体
験
を
し
て
頂
く

機
会
を
少
し
ず
つ
で
も
増
や
し
て
い

く
、そ
し
て
、そ
の
成
果
を
地
道
に

積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
、結
果
的

に
は
復
興
へ
の
近
道
に
な
る
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

◎ 
本
日
は
お
忙
し
い
中
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

使えなくなったお札の断裁片で
作成された野口英世のオブジェ

使えなくなったお札の断裁片で
作成された新島八重の肖像画

日
本
銀
行
福
島
支
店
は
、一
九
一
一（
明
治
四
十
四
年
）の
支
店
昇
格
か
ら
数
え
て
今
年

で
百
二
年
目
を
迎
え
ま
す
。一
世
紀
余
の
歴
史
を
誇
る
日
本
銀
行
福
島
支
店
は
、県

経
済
の
歩
み
を
見
守
り
育
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
回
は
、本
年
五
月
に
第
四
十
二
代
支
店
長
に
就
任
さ
れ
た
中
島
健
至
氏
に
、

そ
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

小 特 集
インタビュー

中島健至 （なかじま たけし） 支店長
京都府出身。平成元年京都大学経済学部卒
業、同年日銀入行。23年5月政策委員会室
経営企画課長、本年5月福島支店長に就任。

● 見学日時／原則として窓口営業日（月～金）の10時～12時
　または13時～15時のうち、1時間～1時間30分程度。

● 人数／原則として1団体5名以上で小学生以上の団体。
　但し、小学生の場合は引率者の同伴をお願いします。

● 見学内容等／1階の窓口見学や日本銀行紹介ビデオの上映、
　日銀職員の講話ほか。（詳しくはお問い合わせください。）
　注：見学時に窓口の写真撮影はご遠慮ください。

● 申込み／希望日の1週間前までにお電話でお問い合わせくだ
さい。（都合により、見学希望日等を調整させていただく場合が
あります。）

● 見学者名簿／見学日の1週間前までに提出していただきます。

● 予約申込み・
　お問い合わせ先／日本銀行福島支店 総務課・見学担当　

TEL：024ー521ー6356

支店見学のご案内 　日本銀行福島支店では、皆様に日本銀行の役割や業務を知っていただくため、
支店見学を無料で実施しています。

ふくしま日銀ものがたり　早わかり年表

見どころポイント①
　上の地図をご覧いただくと一目瞭然
ですが、日本銀行福島出張所が開設さ
れる約10年前には、現在の日銀周辺に
は多くの銀行がありました。当時、どれ
だけ福島が経済的に繁栄していたかを
読み取ることができます。日銀の出張
所が東北で初めて福島に開設されたの
は、必然的だったことの裏付けともい
えます。

見どころポイント②
　日本銀行福島出張所が開設され、この地に出張所長の役宅が設置された明治30年代後半以
降、役宅への道筋や近隣には大島要三宅、そして松葉館、福島商業倶楽部があり、また改築後の
昭和7年の地図には、支店長役宅の南に安田銀行福島支店長宅が見られ、この地に役宅をあて
られた理由がわかるような気がします。あくまで推測でしかありませんが、その当時の日銀出
張所長（支店長）をはじめとする福島の経済や政治に関わる要人が一同に会し、未来の福島の
在り方について語り合った場面が多々あったかもしれません。
　残念なことに痕跡が残っていない建物等もありますが、当時の様子に想いを馳せ、地図を片
手にまち歩きを行うのも一興かと思います。ぜひ、実際に歩いて「ふくしま日銀ものがたり」を
ご堪能ください。

■明治
 10年 第六国立銀行開設　～明治24年
 11年 第百七国立銀行開設　～昭和8年
 13年 福島銀行開設　～昭和4年
〇 15年 日本銀行設立
 16年 安田銀行福島支店開設　～みずほ銀行福島支店
  第一国立銀行福島支店開設　～明治27年
 18年 第六十国立銀行福島支店開設　～明治26年
 19年 第百国立銀行福島支店開設　～明治23年
 20年 三井銀行福島出張所開設　～明治25年
 22年 共同生糸荷造所設立
 27年 福島蚕糸米穀取引所設立
 28年 県内で初めて電灯がともる
 29年 福島商業銀行開設　～昭和4年
 31年 福島県農工銀行開設
  福相銀行開設　～昭和3年
〇 32年 日本銀行福島出張所開設（管轄東北六県）
 40年 福島市制施行
〇 44年 福島支店に昇格
 45年 岩代銀行開設　～大正10年第百七銀行へ合併

■大正
〇 2年  旧店舗完成（辰野金吾、長野宇平治らの設計、

農工銀行も同時建築）
 5年 鈴木実業銀行開設
  　～大正13年福島商業銀行へ合併

 7年 山八銀行開設　～昭和5年常磐銀行へ合併
   百七貯蓄銀行開設
  　大正11年福島貯蓄銀行に改称
  　昭和19年東邦銀行へ合併
 12年 関東大震災

「福島県金融経済の歩み」より

■昭和
 2年 金融恐慌始まる
 4年 世界恐慌始まる
 6年 秋田銀行福島支店開設
 10年 日本興業銀行東北支店開設
  常陽銀行誕生（常磐銀行と五十銀行合併）
 12年 太平洋戦争始まる
 20年 太平洋戦争終わる
 21年 東邦銀行本店福島市へ移転（福島支店跡）
 26年  東邦銀行本店日本興業銀行福島出張所社屋

（元第百七銀行）に移転
  福島相互銀行に改称（福島無尽株式金庫）
  大東相互銀行に改称（大東無尽株式会社）
 51年 福島信用金庫誕生
  （福陽信用金庫・伊達中央信用金庫合併）
〇 53年 旧店舗取壊し開始
〇 55年 現店舗完成

■平成
 元年 福島銀行に商号変更（福島相互銀行）、
  大東銀行に商号変更（大東相互銀行）
 19年 福島市制施行100周年
〇 23年 支店昇格100周年

※第百七国立銀行（大正13年当時）

※県立農工銀行（昭和6年当時）

※旧日本銀行前を走る路面電車
（昭和46年当時）●●●黒の点線は、明治20年当時の

　 道の位置を示しています。



～歴代支店長が散歩したかもしれない回想道歩き～

1 日本銀行福島支店
日本銀行福島支店は、日本銀行福島出張所とし
て明治32年7月15日、東北地方で最も早く、日
本銀行としては7番目の店舗として開設されま
した。現在の建物は昭和55年に全面改装され、
今日に至るまで地域経済の健全な発展を支え
ています。

9 御倉邸（旧日本銀行支店長役宅）
日本銀行福島出張所開設当時は構内家屋が役
宅にあてられていましたが、明治32年10月こ
こにあった当時の農工銀行頭取所有木造家屋
を借用、明治37年7月に購入しました。その後、
昭和2年6月に改築し現在に至っています。
純和風建築の建物で、戦前の日本銀行の役宅と
して現存するのは福島と新潟（昭和8年築）の2
つだけとなっており、とても貴重です。畳廊下
やドイツ製の手作りガラス窓が懐かしさを残
し、機密文書をしまっていた地下室を備えた蔵
などを無料でご見学いただけます。

4 街の情報空間  k i tasan
新鮮野菜やお弁当、地元物産品の販売や街なか
の情報提供をしているお店です。福島市と友好
交流を結んでいる都市の産品販売もしていま
す。古関裕而さんの生誕100年の年に生家呉服
店「喜多三」があった大町にオープンしたため、
「kitasan」というユニークな名前になりました。
営業時間／10：00～19：00　定休日／日曜日

2 レンガ通り
レンガを敷き詰めたようなデザインが特徴の
コミュニティ道路で、ベンチやブロンズ像が整
備されています。かつて路面電車が走っていた
こともありますが、現在は金融機関、証券会社、
生命保険会社などが建ち並び、福島の「ウォー
ル街」と呼ばれています。歩道には、路面電車や
日本銀行、福島の春の風物詩「雪うさぎ」をあし
らったタイルがはめ込まれています。

7 阿武隈川（隈畔）
福島県庁の近くを穏やかに、時に激しく流れる
阿武隈川はかつて舟運が盛んに行われた場所
です。現在は隈畔（わいはん）と呼ばれる川辺が
あります。

3 古関裕而生誕の地（喜多三呉服店）
福島市名誉市民第１号の作曲家 古関裕而さん
の生家は呉服屋でした。現在は、レンガ通り沿
いに「生誕の地」記念碑
が建てられています。9
時・12時・15時 の3回、
さくらんぼ大将、とん
がり帽子、阿武隈の歌
が流れます。

8 福島河岸（かし）
荷物の積み降ろしを
する船着き場を「河
岸」と呼び、阿武隈川
舟運の出発点となっ
た福島河岸は、御倉邸
付近にありました。御倉邸の南側には福島河岸
の船着き場が再現されています。
阿武隈川舟運図では、東から城主蔵、御城米蔵、
廻米請負業者上総屋幸右衛門船会所、米沢藩蔵
がみられます。

6 河野広中像
三春出身で自由民権運動の
中心となり、東北初の政治結
社「石陽社」を明治8年創立。
国会開設請願等に活躍。明治
14年県議会議長となり、県令
三島通庸と対立し、福島事件
で捕えられました。後国会に
連続14回当選し、衆議院議
長となりました。銅像は県会
議場に向かって大きく胸を
広げています。

10密語橋（ささやきばし）
杉妻会館の西側に位置した堀に架けられていた
長さ5間、幅2間の手摺り付きの板橋で、1843年
に土橋に替えられたと言
われています。現在は杉
妻会館庭園内に石橋で
再現されています。密語
橋には「おろ杉伝説」が伝
わっています。

5 板倉神社
板倉家の祖、板倉重昌・重矩を祀った板倉神社
は、明治15年にこの地に移されました。ここ板
倉神社には、歌人若山牧水が大正5年に福島で
「阿武隈のうた」を詠んだ歌の歌碑と、福島市の
作曲家古関裕而が作曲した「阿武隈の歌」の譜
碑と共に残っています。また、長年愛用した印
章に感謝し、その霊を慰め奉納する珍しい供養
所「印塚」があります。市民の要望を受けて昭和
57年に建設されました。

「日本銀行福島支店から支店長役宅へ」ふくしま日銀
ものがたり

 スタート 1  約10分
 1   5  約10分
 5  9  約10分
 9  10  約3分
 10  T  約7分
 T  ゴール 約12分

▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲

▲▲▲▲

回想道歩き所要時間

ふくる通信vol.1発行にあたっての参考文献
「福島旧新市街略図」 明治20年
「福島市街明確全図」 明治32年版
「福島市職業別明細図」 大正14年
「福島県銀行史」 昭和32年  日本銀行福島支店

「福島県金融経済の歩み」 昭和44年  日本銀行福島支店
「金融」「福島県史」第19巻  昭和46年  福島県
「目で見る福島支店の90年」 平成元年  日本銀行
「電話番号簿から観える街」 平成19年  吉田修一

注：キャプション等に「※」の印が付いている写真は、福島市教育委員会提供の写真です。

まち歩き
マップ


