
2旧奈良輪家

3元客自軒

旧阿部家

橋銭小屋

旧菅野家

旧馬場家

旧渡辺家

ばったら小屋

旧佐久間家板倉

はねつるべ井戸
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1旧広瀬座 　
昭
和
57（
1
9
8
2
）年
に
開
園
し
た
福

島
市
民
家
園
（
入
園
無
料
）
は
、
四
季
を

通
し
て
幅
広
い
世
代
の
方
々
に
親
し
ま
れ

て
い
る
施
設
で
す
。
祖
先
の
暮
ら
し
を
し

の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
若
い

人
や
子
ど
も
た
ち
に
も
学
び
の
場
に
な
る

よ
う
に
と
い
う
願
い
を
込
め
て
開
園
し
ま

し
た
。

　
荒
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
聞
こ
え
る
松
林
の

中
に
佇
む
建
物
群
は
20
棟
あ
り
、
養
蚕
農

家
や
宿
場
町
の
宿
屋
な
ど
、
県
北
地
方
を

中
心
と
し
た
特
色
の
あ
る
建
物
を
自
由
に

見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
曲
が
っ
た

柱
や
梁
、
踏
み
固
め
ら
れ
た
土
間
な
ど
、

当
時
の
ま
ま
の
建
物
内
部
に
は
、
生
活
用

具
や
生
産
用
具
も
再
現
配
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
民
家
の
周
り
に
は
、
井
戸
や

風
呂
場
、
板
倉
、
火
の
見
や
ぐ
ら
、
屋
敷

神
な
ど
、
昔
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
分
か
る
よ

う
に
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
歩
い
て
い

る
う
ち
に
、
昔
の
福
島
市
に
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
ま
す
。

　
市
内
の
建
造
物
と
し
て
初
の
国
指
定
重

要
文
化
財
と
な
っ
た
「
旧
広
瀬
座
」
は
、

舞
台
中
央
に
人
力
で
回
転
す
る
回
り
舞

台
、
そ
の
床
下
に
は
奈
落
も
あ
る
明
治
時

代
の
芝
居
小
屋
で
す
。
広
大
な
敷
地
の
ほ

ぼ
中
央
に
あ
る
旧
奈
良
輪
家
は
、
18
世
紀

中
頃
の
建
築
と
さ
れ
る
住
宅
で
、
奥
の

「
座
敷
」
の
列
が
多
い
ほ
か
「
と
お
り
の

ま
」
や
広
い
「
に
わ（
土
間
）」
が
あ
る
の

が
特
徴
で
す
。
料
亭
「
元
客
自
軒
」
も
民

家
園
を
代
表
す
る
建
物
の
一
つ
で
す
。
明

治
中
期
に
、
福
島
の
自
由
民
権
運
動
の
中

心
人
物
、
河
野
広
中
が
当
時
の
所
有
者
の

求
め
に
応
じ
紅
葉
館
と
命
名
し
ま
し

た
。
こ
の
建
物
は
、
昭
和
時
代
ま
で

下
宿
屋
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。

　
家
屋
が
建
て
ら
れ
た
時
代
や
歴
史

な
ど
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
巡
る
と
散

策
も
よ
り
深
く
心
に
残
り
ま
す
ね
。

生
き
た
文
化
に
触
れ
る

小
さ
な
冬
の
旅

　福
島
市
民
家
園
は
、江
戸
中
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
民

家
や
芝
居
小
屋
、商
人
宿
、料
亭
な
ど
が
移
築
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

　い
つ
も
す
が
す
が
し
く
掃
き
清
め
ら
れ
た
民
家
の
前
に
立
つ
と

中
か
ら
主
が
出
迎
え
て
く
れ
そ
う
な
ほ
ど
生
活
感
に
溢
れ
て
い
ま

す
。か
つ
て
私
た
ち
の
先
祖
が
周
り
の
自
然
に
心
か
ら
感
謝
し
な
が

ら
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
伝
わって
き
ま
す
。

　現
在
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
の
協
力
に
よ
り
地
域
に
伝
わ
る

さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
の

再
現
も
行
っ
て
い
ま
す
。

自
然
へ
の
感
謝
と
畏
敬
の

念
を
大
切
に
暮
ら
し
て
い

た
祖
先
の「
生
き
方―

生

活
の
技
術―

」
を
体
験

し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

歴
史
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
巡
れ
ば

素
朴
な
昔
の
暮
ら
し
が

深
く
心
に
染
み
入
り
ま
す

福島市民家園巡り「生きた文化に触れる小さな冬の旅」特集

福
島
市
民
家
園
巡
り

2
旧
奈
良
輪
家

1
旧
広
瀬
座

3
元
客
自
軒（
旧
紅
葉
館
）

―

福
島
県
指
定
重
要
文
化
財―
―

国
指
定
重
要
文
化
財―

―

福
島
市
指
定
有
形
文
化
財―

特集

た
た
ず

は
り

か
く
じ
け
ん

ざ
し
き

か
く

じ

け
ん

い
け
い

あ
る
じ

あ
ふ

18世紀中頃の建築とされる上層農民層の住居です。にわ（土
間）が広く、奥に一部屋の座敷があるのが特徴です。側面と背
面が厚い土壁で開口部が閉鎖的、上屋柱が計15本も現（あら
わ）し※になっているなど古い民家の要素を保つ建物です。
※柱や梁などの構造材が見える状態で仕上げる手法

明治20（1887）年頃、一大娯楽施設として建てられた芝居
小屋です。舞台中央に人力で回転する回り舞台、その床下
に奈落があります。楽屋の板壁には、当時来演した役者たち
の落書きが多数残されています。現在も年に数回、公演会場
として使われています。

慶応４（1868）年に起きた世良修蔵暗殺事件の重要な舞台
となったことで知られる元客自軒は、幕末から明治初期にか
けて市内北町に所在した割烹旅館でした。

▲囲炉裏を囲んで、
年中行事の説明を聞く参加者
　撮影：市民カメラマン 加藤秀雄さん

▲囲炉裏を囲んで、
年中行事の説明を聞く参加者
　撮影：市民カメラマン 加藤秀雄さん
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