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◉特集：さあ、「宝」探しに行こう！

「
宝
」は
す
ぐ
そ
こ
に
！

　

歴
史
と
文
化
が
息
づ
く
会
津
若
松
市

に
は
、
鶴
ケ
城
を
は
じ
め
、
飯
盛
山
や

御
薬
園
と
い
っ
た
名
所
が
た
く
さ
ん
あ

り
、
こ
れ
ら
は
私
た
ち
の「
宝
」で
す
。

こ
う
し
た
有
名
な
も
の
以
外
に
も
、
地

域
の
皆
さ
ん
か
ら
愛
さ
れ
る
魅
力
的
な

場
所
や
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
大

切
に
守
ら
れ
て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
多
く
の
人
の
夢

や
希
望
、
思
い
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
た

地
域
の「
宝
」で
す
。
今
回
の
特
集
は
、

こ
う
し
た
身
近
な「
宝
」に
目
を
向
け
、

自
分
が
住
む
ま
ち
の
魅
力
を
市
民
の
皆

さ
ん
に
再
認
識
し
て
も
ら
い
た
い
、
そ

し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
自
分
の
住
む
ま

ち
や
地
域
、「
会
津
若
松
市
」を
好
き
に

な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
思
い
で
企
画

し
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
の
住
ん
で
い
る
地
域
に
も
、

き
っ
と
す
て
き
な「
宝
」が
た
く
さ
ん
あ

る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
人
に
と
っ
て

思
い
出
深
い
場
所
だ
っ
た
り
、
あ
る
人

に
と
っ
て
癒
さ
れ
る
場
所
だ
っ
た
り

…
。
そ
れ
も
そ
の
人
に
と
っ
て
、
大
切

な「
宝
」で
す
。　

　

皆
さ
ん
も
自
分
に
と
っ
て
の
本
市
の

「
宝
」を
探
し
た
ら
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
や

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

な
ど
で
世
界
中
に
発
信
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
市
民
一
人
ひ
と
り
が
本
市
の「
広

報
マ
ン
」と
し
て
魅
力
を
伝
え
て
い
け

ば
、「
会
津
若
松
市
」を
好
き
に
な
っ
て

く
れ
る
人
が
世
界
中
に
も
っ
と
も
っ
と

増
え
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

さ
あ
、「
宝
」探
し
の

始
ま
り
で
す
。

宝探しを楽しもう

インスタグラムに写真を投稿しよう

　市では新たにインスタグラムの公式アカウント

を開設しました。今回の特集で紹介する「宝」や、

皆さんが探した本市の「宝」の写真にハッシュタグ

「＃会津の宝探し」を付けて投稿してください。市

の公式アカウントのフォロワーの皆さんが投稿し

た写真の中から選んで、市の公式アカウントや市

政だよりで紹介します。みんなで、会津の「宝」を

探しましょう。

ホームページに地図を掲載します

さあ、「宝」探しに行こう！

　市のホームページには、今回の特

集で紹介した場所の地図を掲載しま

す。ぜひ、ご利用ください。

　……………………………………

◉問い合わせ…秘書広聴課（☎３９ｰ
１２０６）

扌写真は、背あぶり山の関白平からの眺望です。豊臣秀吉は、小田原の北条氏を滅ぼし日本を統一しました。
その後、この戦いに参加しなかったり遅れたりした大名を処分するため、宇都宮を経て湊町から背あぶり山を
通り興徳寺に入りました。その途中、この地で休憩したことから関白平の名が付いたといわれています。豊臣
秀吉も新たに豊臣方の領土になった会津の地をここから望んだのでしょうか

この特集で紹介する順番は、取材に行った順番です。今後も、
さまざまな場所に取材に行き、こうした企画を考えていきます！

地図の
ＱＲコード



◉特集：さあ、「宝」探しに行こう！ 教
室
が
す
て
き
な

カ
フ
ェ
に
変
身
！

「
カ
フ
ェ
は
ら
笑
」

　はら笑楽交では、生き物調査や田植え体験、稲刈り体
験、じゃがいも収穫体験など、さまざまなイベントを開
催しています。気軽に参加してみませんか。

湊町活性化の
拠点にしたい　

　私は、湊町の

住民ではないの

ですが、縁あっ

て「はら笑楽交

プロジェクト実

行委員会」のス

タッフとして、カフェやイベントな

どの手伝いをしています。自然が豊

かな湊町は大好きだし、何より住民

の皆さんはもちろんのこと、ほかの

地域の皆さんとも交流ができるの

で、楽しみながら活動できています。

はら笑楽交のカフェやイベントなど

を通して、湊町がもっと盛り上がっ

ていけばいいなと思います。地元の

若い世代の皆さんに興味を持っても

らえたらうれしいですね。

はら笑楽交では、
さまざまな交流体験を実施しています

地
元
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
、

地
元
の
食
材
に
こ
だ
わ
っ
て
作
る
料
理

1

2

3

4

日曜日のみ営業の「カフェはら笑」ですが、１０人以上の団体であ
れば、平日の予約も可能です

豆富もちは、油で炒めてしょう油などで
味付けした豆腐を餅に絡めたものです

小川 佳代子さん
三浦 啓子さん
長谷川 とよ子さん

左から

1１０月にもち米の稲刈り体
験をしました2稲刈り体験の
後、きねと臼を使って餅つき
体験をしました3７月にはら笑
フェスティバルを開催しました
4昨年のじゃがいも収穫体験
の様子です

平田 龍星くん
（湊小１年）

古川 よし美さん
（八角町）

18
年
の
眠
り
か
ら
目
覚
め  

                

交
流
の
場
に

　
平
成
11
年
３
月
に
約
１
２
５
年
の
歴
史

に
幕
を
閉
じ
た
会
津
若
松
市
立
原
小
学
校

が
、昨
年
７
月
に
地
元
の
皆
さ
ん
の
力
で「
は

ら
笑
楽
交
」と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

名
前
の
由
来
は
、「
笑
顔
で
楽
し
く
交
流
し

「
豆
富
も
ち
」と
地
元
の
野
菜
に

こ
だ
わ
っ
た
料
理
が
味
わ
え

る「
カ
フ
ェ
は
ら
笑
」で
腕
を
振
る
う
の

は
、地
元
の
お
母
さ
ん
た
ち
で
す
。「
み

ん
な
で
集
ま
っ
て
、
ワ
イ
ワ
イ
し
な
が

ら
料
理
を
す
る
の
が
楽
し
い
し
、
お
客

様
に『
お
い
し
か
っ
た
』と
喜
ん
で
も
ら

え
る
の
が
本
当
に
う
れ
し
い
」と
話
す

の
は
、「
カ
フ
ェ
は
ら
笑
」で
調
理
を
担

当
す
る
小
川
佳
代
子
さ
ん
で
す
。「
こ

こ
は
、
夫
や
子
ど
も
た
ち
が
卒
業
し
た

学
校
な
ん
で
す
。
思
い
出
も
あ
る
し
、

こ
ん
な
風
に
再
利
用
し
て
も
ら
え
て
、

本
当
に
良
か
っ
た
」と
笑
顔
を
見
せ
る

小
川
さ
ん
。「
今
は
、
日
曜
日
だ
け
の

営
業
だ
し
、
冬
場
は
休
み
だ
か
ら
、
ス

タ
ッ
フ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
よ
う
な
も

の
。
で
も
、
リ
ピ
ー
タ
ー
が
ど
ん
ど
ん

増
え
た
り
、
冬
場
に
何
か
で
き
た
り
し

た
ら
、
こ
こ
は
交
流
の
場
だ
け
で
な

く
、
働
く
場
所
に
も
な
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。
そ
ん
な
風
に
な
っ
て
、
若
い
世

代
へ
引
き
継
げ
た
ら
い
い
で
す
ね
」と

今
後
の
意
気
込
み
を
話
し
ま
し
た
。

ま
し
ょ
う
♪
」。「
こ
こ
を
地
域
活
性
化
の
拠
点
に
し
た
い
」と

い
う
地
元
の
皆
さ
ん
の
熱
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
は
ら
笑
楽
交
に
は
、
湊
町
の
郷
土
料
理「
豆と
う

富ふ

も
ち
」が
食
べ

ら
れ
る「
カ
フ
ェ
は
ら
笑
し
ょ
う

」や
、
湊
地
域
の
皆
さ
ん
が
気
軽
に
集

ま
れ
る
交
流
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
は
ら
笑
楽
交

で
は
、
田
植
え
や
稲
刈
り
、
じ
ゃ
が
い
も
掘
り
、
虫
取
り
な
ど

の
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
て
、
地
元
の

皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
湊
町
以
外
に
住
ん
で
い
る
人
も

た
く
さ
ん
参
加
し
て
い
ま
す
。
懐
か
し
い
木
造
校
舎
と
原
集
落

の
皆
さ
ん
が
温
か
く
迎
え
て
く
れ
る「
は
ら
笑
楽
交
」へ
遊
び
に

行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
カ
フ
ェ
は
ら
笑
の
営
業
時
間
…
毎
週
日
曜
日
の
午
前
11
時
～

午
後
３
時
※
冬
期
間（
12
月
～
３
月
末
）は
休
業
、
４
月
に
再
開

◉
と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
…
は
ら
笑
楽
交（
湊
町
原
字
新
橋
１

１
８
　
☎
０
９
０
・
２
８
４
９
・
８
８
８
５
）

竹本 喬
たかし

さん
（八角町）

僕は原に住んでい
ます。今回はお母
さんやお姉ちゃん
と一緒に参加しま
した。お母さんと
一緒に稲刈りがで
きて、楽しかった
し、うれしかった
です。

「カフェはら笑」
のスタッフから
勧められて、子
どもたち三人と
参 加 し ま し た。
子どもたちに良
い体験をさせて
あ げ ら れ た し、
豆富もちもおい
しかったです。

宝探し①

はら笑
し ょ う

楽
が っ

交
こ う

地
域
の
交
流
の
場
に

生
ま
れ
変
わ
っ
た
廃
校

スタッフの声
稲刈り体験に

参加しました
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◉特集：さあ、「宝」探しに行こう！

会
津
藩
主
が

　
　

訪
れ
た
名
園

定
期
的
に

イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
て
い
ま
す

夫の夢が妻の夢に、
そして地域の夢に地域の文化発信

の拠点に　

　城西地域には、

由緒あるお寺や史

跡など歴史的価値

のあるものが点在

していますが、こ

れまでは、あまり

知られていませんでした。可月亭は、

地域の人がくつろいだり、集まったり

できるので、城西地域の文化発信の拠

点になればと考えています。まずは、

地元の人にも知ってもらい多くの人に

利用してもらいたいと思っていて、茶

会などを開催してます。回を重ねるご

とに参加者も増えているので、これか

らも続けて行きたいと思います。また、

地域の子どもたちにとっても、歴史に

ふれることができる文化施設として大

切な役割を担う施設になるのではない

かなと思います。将来は、可月亭を中

心に、城西地域に点在している史跡な

どを回遊するようなルートの作成など

もできるようになるといいですね。

 宝探し②

可月亭庭園美術館

1

1

2

2

3

3

4

5

1入り口からエントランスを抜け、庭園に出るこ
とができます2築山から見た庭と客座敷3蔵
を修復した美術館。星野家所有の美術品の展
示のほか、さまざまな企画展を開催

1 6 月にフラダンスの公演が行われました。ゆっ
たりとしたダンスが美しい庭園と調和していました
2１０月に紙の立体造形展が開催され、さまざ
まな形の紙のアートが庭園に配置されました
3イベントの際は茶会を開催します

4こだわりのコーヒーは、明治時代の
お膳で提供しています5客座敷はカ
フェとして利用しています

館長
星野 珙

きょう

二
じ

さん

館長の妻
星野 瑞

みず

子
こ

さん

チーフスタッフ
馬場 由紀子さん

上田 明子さん
（住吉町）

掘
り
起
こ
さ
れ
た
地
域
の
宝
　
　

　
可
月
亭
庭
園
は
、
会
津
藩
主
が
追お
い

鳥と
り

狩が
り

の
際
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
も

あ
る
名
園
で
会
津
三
大
名
園
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
敷

地
内
に
あ
る
蔵
と
客
座
敷
は
国
の
登

録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
歴
史

的
に
価
値
が
高
い
建
物
で
す
。
こ
れ

ま
で
一
般
開
放
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
５
月
に
可
月
亭
庭
園
美

術
館
と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。
蔵

や
客
座
敷
は
、
美
術
館
や
カ
フ
ェ
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
庭
園
と
と
も

に
訪
れ
た
人
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、「
地
域
の
資
源
を
掘
り
起

こ
し
、
発
信
し
た
い
」
と
い
う
地
域

の
皆
さ
ん
の
思
い
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
開
館
時
間
…
毎
週
火
～
日
曜
日
の

午
前
10
時
～
午
後
５
時
▼
費
用
…

◎
庭
園
と
美
術
館
３
５
０
円
◎
庭

園
の
み
２
０
０
円
◎
美
術
館
の
み

２
０
０
円
※
18
歳
未
満
は
半
額

◉
と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
…
可
月
亭

庭
園
美
術
館（
材
木
町
二
丁
目
５

－

７
　
☎
27
・
２
８
５
７
）

「
ど
こ
か
で
手
を
打
た
な
い
と
、

消
え
て
無
く
な
っ
て
し
ま

う
」と
可
月
亭
庭
園
の
行
く
末
を
危
惧

し
た
可
月
亭
継
承
者
の
星
野
珙
二
さ
ん

は
、「
客
座
敷
と
蔵
を
カ
フ
ェ
や
ギ
ャ

ラ
リ
ー
の
よ
う
に
利
用
し
て
、
訪
れ
た

人
が
庭
園
を
見
な
が
ら
ホ
ッ
と
一
息
つ

け
る
空
間
に
し
た
い
。
城
西
界か
い

隈わ
い

の

活
性
化
の
拠
点
に
な
っ
て
、
た
く
さ
ん

の
人
が
利
用
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
永
続
的
に
可
月
亭
庭
園
は
存
続
で

き
る
」と
考
え
て
い
ま
し
た
。
手
始
め

に
自
分
が
子
ど
も
の
こ
ろ
に
遊
ん
で
い

た
庭
園
の
姿
へ
復
元
す
る
た
め
の
修
復

作
業
を
少
し
ず
つ
始
め
た
珙
二
さ
ん
。

長
年
の
夢
が
か
な
い
、
今
年
５
月
に
可

月
亭
庭
園
美
術
館
が
誕
生
し
ま
し
た
。

「
初
め
は
、
夫
が
手
伝
わ
な
く
て

い
い
っ
て
言
っ
た
の
。で
も
、

一
緒
に
や
っ
て
み
た
ら
楽
し
く
て
」と

笑
顔
を
見
せ
る
瑞
子
さ
ん
。「
庭
師
さ

ん
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
来
て
く
れ
た
り

友
人
が
ニ
シ
キ
ゴ
イ
を
持
っ
て
来
て
く

れ
た
り
と
、
み
ん
な
か
ら
支
え
ら
れ
て

い
る
」と
周
囲
へ
の
感
謝
を
忘
れ
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
こ
こ
を
み
ん
な

か
ら
愛
さ
れ
る
場
所
に
す
る
」こ
と
が

瑞
子
さ
ん
の
夢
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
昔
な
が
ら
の
城
西
界
隈
の
町
並

み
や
雰
囲
気
が
な
く
な
っ
て

き
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
地
域
の
み

ん
な
で
こ
こ
を
拠
点
と
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
し
て
、
城
西
界
隈
の
魅
力
を
高
め

て
い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
」と
話
す
珙

二
さ
ん
。
地
域
の
皆
さ
ん
が
立
ち
上
げ

た「
城
西
界
隈
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」と

一
緒
に
、
地
域
興
し
と
い
う
大
き
な
夢

に
向
か
っ
て
歩
ん
で
い
ま
す
。

城西界隈まちづくり

協議会の人の声

鈴木 隆雄さん
（川原町）

「イベントがあるから
行ってみない？」と友人
に誘われて、茶会に参
加しました。近くに住
んでいるので、可月亭
庭園の存在は知ってい
たのですが、入ったこ
とがありませんでした。
とてもすてきで、また
来たいですね！

茶会の参加者に

　　　　　インタビュー　
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　 宝探し③

芦ノ牧温泉駅

「
駅
の
お
母
さ
ん
」と

猫
が
い
る
駅

地
域
の
人
も
鉄
道
フ
ァ

ン
も
猫
好
き
も
集
う

「
ま
ち
の
駅
」へ

「
最
初
は
、
駅
に
来
て
も
ら
っ
た

人
に
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
、

列
車
の
待
ち
時
間
に
お
茶
を
出
し
た
り
、

思
い
出
ノ
ー
ト
を
設
置
し
た
り
、
待
合

室
に
座
布
団
を
置
い
た
り
す
る
こ
と
か

ら
始
め
た
ん
で
す
。
そ
の
う
ち
、
私
が

動
物
好
き
と
い
う
の
も
あ
っ
て
、
駅
で

猫
を
飼
い
始
め
た
ん
で
す
」と
話
す
の

は
駅
長
の
小
林
美
智
子
さ
ん
で
す
。「
昭

和
２
年
に
建
て
ら
れ
た
レ
ト
ロ
な
駅
舎

を
守
り
な
が
ら
、
訪
れ
た
人
が
ほ
っ
こ

り
す
る
よ
う
な
駅
に
し
て
い
き
た
い
。

訪
れ
た
人
か
ら『
良
い
駅
だ
ね
』『
花
が

い
っ
ぱ
い
で
き
れ
い
だ
ね
』と
言
っ
て

も
ら
え
る
と
、
う
れ
し
い
」と
笑
顔
を

見
せ
ま
す
。
初
代
ネ
コ
駅
長
に「
ば
す
」

が
就
任
し
て
か
ら
は
、
大
戸
町
の
皆
さ

ん
や
鉄
道
フ
ァ
ン
だ
け
で
な
く
、
全
国

か
ら
猫
好
き
の
人
も
こ
の
駅
を
訪
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
地
域
の
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て

い
る
」と
常
に
周
囲
へ
の
感

謝
を
忘
れ
な
い
小
林
さ
ん
は
、「
何
か

恩
返
し
を
し
た
い
」と
考
え
、
地
域
の

人
が
楽
し
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
て
い
ま
す
。「
地
域
の
皆
さ

ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
の
が
、
本
当
に

う
れ
し
い
」と
話
す
小
林
さ
ん
は
、
現

在
、
息
子
の
洋
介
さ
ん
と
一
緒
に
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。「
東
京
か
ら
息
子
夫

婦
が
帰
っ
て
き
て
、
駅
の
仕
事
を
手
伝

っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
地
域
の
み
ん
な

が
集
え
る
こ
の
場
所
を
絶
や
さ
な
い
よ

う
、
引
き
継
い
で
い
き
た
い
で
す
ね
」

と
今
後
の
抱
負
を
話
し
ま
し
た
。

　芦ノ牧温泉駅には、多くの「猫好き」が集まります。こ
こでは、その一部の声を紹介します。

芦ノ牧温泉駅 駅長
小林 美智子さん
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元気をくれる、
大戸町の宝です

私は昭和４６年に大戸町

に嫁いできたんです。だか

ら、無人駅になったときの

こともよく覚えています。

誰もいなくなった駅って、

本当にさみしいものです

よ。あのまま無人駅になっ

ていたら、今のようなにぎ

鈴木 臣
とみ

子
こ

さん
（大戸町上三寄）

地域の人の声

わいはなかったと思います。

今、この駅がこうして有名になって観光客

でにぎわうようになったのは、小林駅長が頑張

ってくれた証です。猫の面倒をみたり、地域の

みんなが楽しめるようにと花見や盆踊りなど季

節ごとにイベントを企画したりするなんて、誰

でもできることじゃないと思います。それに小

林駅長の温かい人柄は地域の人に元気を与えて

くれるんですよ。私は、近くのラーメン屋で働

いているので、小林駅長に会いに駅に行くんで

す。顔を見て話をすると、自然と「私も頑張るぞ」

と力がわいてくるんです。小林駅長には、「地

元の宝を守ってくれてありがとう」と感謝の気

持ちでいっぱいです。これからも、大戸町のに

ぎわいをつくっていってほしいです。

猫が働く駅に集まる人々 

温
か
く
迎
え
て
く
れ
る

　
　
　
　

大
戸
町
の
玄
関
口

　
今
で
は
、
ネ
コ
駅
長
が
い
る
駅
と
し

て
有
名
に
な
っ
た
芦
ノ
牧
温
泉
駅
で
す

が
、
約
30
年
前
、
数
カ
月
間
だ
け
無
人

駅
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
家
も

そ
う
で
す
が
、
建
物
は
人
が
い
な
く
な

る
と
朽
ち
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
そ
の

後
、「
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
。
芦

ノ
牧
温
泉
の
玄
関
口
に
出
迎
え
る
人
が

い
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
地
域

の
皆
さ
ん
の
思
い
と
、
小
林
駅
長
の
努

力
で
今
の
姿
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
林

駅
長
を
は
じ
め
、
こ
こ
で
働
く
皆
さ

ん
は
、
会
津
鉄
道
㈱
の
社
員
で
は
な
く
、

大
戸
町
と
猫
を
こ
よ
な
く
愛
す
る「
芦

ノ
牧
温
泉
駅
を
守
る
会
」
の
皆
さ
ん
で

す
。「
駅
の
お
母
さ
ん
」と
慕
わ
れ
る
小

林
駅
長
と
、
ア
イ
ド
ル
並
の
人
気
者
の

ネ
コ
駅
長
が
迎
え
て
く
れ
る
芦
ノ
牧
温

泉
駅
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

◉
と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
…
芦
ノ
牧

温
泉
駅（
大
戸
町
上
三
寄
乙
49  

☎
92
・

３
７
６
６
）

小林さんは二代目ネコ駅長の「ら
ぶ」のパトロールに同行しています

観光シーズンは、特に多くの人でにぎ
わっています

芦ノ牧温泉駅を一躍有
名にした初代ネコ駅長の

「ばす」は、約２年前に
永眠しました（推定１８歳）

㈲千藤では会津漆器や会津木綿などを販売しています

加藤 恵美さん　越川 将志さん
（千葉県）

芦ノ牧温泉駅 広報・営業
小林 洋介さん

㈲千藤（大戸町上三寄）
加藤 園代さん　
加藤 史

ふみ

郎
お

さん

観光がてら

猫に会い来ました

近所にお店を

移転ました

東京から戻って

猫担当になりました 約３年前に、老体になった初
代ネコ駅長・「ばす」の面倒を
みるため、猫担当として駅で
働き始めました。「ばす」がネ
コ駅長になっていなかった
ら、会津に帰ってこなかった
かもしれません。この駅を地
域の活性化の拠点にしてい
きたいです。

訪
れ
た
人
の
心
が

　
　

ほ
っ
こ
り
す
る
場
所
に

車
で
道
の
駅
巡
り
を
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
は
、
ネ
コ
駅
長
に

会
い
に
来
ま
し
た
。

「
ら
ぶ
」
ち
ゃ
ん
に

会
え
て
よ
か
っ
た

で
す
。か
わ
い
い
！

会
津
鉄
道
沿
線
が
好
き
で
関
東
に
行
く

と
き
に
、
よ
く
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

店
の
移
転
を
考
え
た
と
き
に
芦
ノ
牧
温

泉
駅
の
雰
囲
気
も
好
き
だ
っ
た
し
、
猫

も
大
好
き
な
の
で
、
移
転
先
を
芦
ノ
牧

温
泉
駅
の
近
く
に
決
め
ま
し
た
。
大
戸

町
は
地
域
の
皆
さ
ん
も
温
か
く
接
し
て

く
れ
る
の
で
、
良
い
と
こ
ろ
で
す
。

左から

左から
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会津伝統の
技術を継承　

　私は北海道出身

です。縁あって、

会津木綿の「染め」

の技術を習得しま

した。とても、やり

がいを感じています。今は化学染料で

染めていますが、いずれは自然の染料

を使った藍染めにも挑戦したいです。

会
津
が
誇
る

会
津
木
綿

　 宝探し④

山田木綿織元
　　宝探し⑤

　　㈱はらっぱ

も
の
づ
く
り
を

　
　
　

心
か
ら
楽
し
む

「
嫁
ぎ
先
が
天
職
だ
っ
た
。
会
津

木
綿
が
大
好
き
」と
話
す
山

田
木
綿
織
元
の
山
田
厚
子
さ
ん
は
、
大

学
生
の
こ
ろ
に
和
裁
や
洋
裁
、
染
色
、

色
彩
な
ど
の
勉
強
を
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
専
門
知
識
を
生
か
し
て
、
会
津
木

綿
を
使
っ
た
洋
服
や
小
物
の
デ
ザ
イ
ン

や
、
色
合
わ
せ
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。

「
会
津
木
綿
の
風
合
い
を
生
か
し
な
が

ら
、
使
う
人
の
こ
と
を
考
え
て
作
る
の

が
楽
し
い
。
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
で
洋
服

を
作
る
こ
と
も
で
き
ま
す
よ
」と
話
す

山
田
さ
ん
は
、
昨
年
、
自
分
が
手
掛
け

た
製
品
を
販
売
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
オ

ー
プ
ン
し
ま
し
た
。「
亡
く
な
っ
た
義

母
が
製
造
だ
け
で
な
く
、
販
売
で
き
る

場
所
を
ほ
し
が
っ
て
い
た
。
私
も
同
じ

夢
を
持
っ
て
い
て
、
昨
年
そ
の
夢
が
か

な
っ
た
ん
で
す
。
東
京
か
ら
娘
が
戻
り
、

夫
婦
で
後
を
継
い
で
く
れ
た
し
、
今
が

本
当
に
幸
せ
」と
目
を
細
め
ま
し
た
。

継
承
と
復
活
に
か
け
る
思
い

「
不
安
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
会
津

木
綿
を
守
り
た
い
」と
い
う

思
い
で
、
㈱
原
山
織
物
工
場
か
ら
事
業

を
引
き
継
い
だ
小
野
太
成
さ
ん
は
、「
㈱

原
山
織
物
工
場
は
私
の
父
の
実
家
な
ん

で
す
。
小
さ
い
と
き
か
ら
会
津
木
綿
は

身
近
に
あ
っ
た
し
、
た
く
さ
ん
の
人
か

ら
㈱
原
山
織
物
工
場
の
技
術
を
な
く
し

て
ほ
し
く
な
い
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。

周
り
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
自
分
が
や

っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
」と
話

し
ま
す
。
昨
年
、
大
学
で
織
り
や
染
め

を
学
ん
だ
若
い
人
材
を
採
用
し
、
染
め

の
技
術
の
復
活
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
る
㈱
は
ら
っ
ぱ
。
試
行
錯
誤
し
な
が

ら
、
染
め
か
ら
織
り
ま
で
一
貫
し
て
で

き
る
㈱
原
山
織
物
工
場
の
技
術
の
復

活
ま
で
も
う
少
し
で
す
。「
い
ず
れ
は
、

原
料
の
綿
花
も
会
津
産
の
も
の
を
使
っ

て
、
完
全
な
メ
イ
ド
イ
ン
会
津
を
目
指

し
た
い
ん
で
す
」と
小
野
さ
ん
は
今
後

の
抱
負
を
話
し
ま
し
た
。

山田木綿織元三代目夫人
山田 厚子さん

田季野（栄町） 
田村 道子さん

美工堂（西栄町） 
　新井 美保さん　　

㈱はらっぱ代表取締役社長
小野 太

たい

成
せい

さん

㈱はらっぱ
安濃 諒さん

1本市に工場がある㈱羅羅屋と合作した名刺入れです2ジャケットとドレスは、銀糸
を織り込んだ会津木綿で作っているので、光沢があります

納得の色ができるまで、配合
を調整します

田
季
野
の
制
服
は
、
山
田
木
綿
織

元
の
会
津
木
綿
で
す
。
通
気
性
が

良
く
、
動
き
や
す
く
て
、
重
宝
し

て
い
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
が
す
て
き

で
、
若
い
人
も
年
配
の
人
も
似
合

う
の
が
会
津
木
綿
の
魅
力
で
す
。

次
世
代
へ
つ
な
ぐ
た
め
の
老
舗
の
挑
戦

　
山
田
木
綿
織
元
は
、
明
治
38
年
創
業
の
老
舗
の
織
元
で

す
。
会
津
木
綿
の
独
特
の
風
合
い
は
、
お
よ
そ
１
０
０
年

前
の
機
械
で
織
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
も
の
。
伝
統
技

法
を
守
り
な
が
ら
、
新
し
い
柄
や
色
合
い
、
デ
ザ
イ
ン
、

地
元
企
業
と
の
合
作
に
挑
戦
す
る
な
ど
、
会
津
木
綿
の
魅

力
を
引
き
出
し
て
い
ま
す
。
昨
年
オ
ー
プ
ン
し
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
に
は
、
会
津
木
綿
を
使
っ
た
洋
服
か
ら
小
物
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
商
品
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
工
場
見
学
も
で

き
る
の
で
、
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

◉
と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
…
山
田
木
綿
織
元（
七
日
町
11

－

５
　
☎
22
・
１
６
３
２
）

途
絶
え
た
技
術
の
復
活

　
㈱
は
ら
っ
ぱ
は
、
社
長
の
急
逝
で
廃
業

し
た
㈱
原
山
織
物
工
場
か
ら
事
業
を
継
承

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
㈱
原
山
織
物
工
場

の
染
め
は
、
急
逝
し
た
社
長
の
み
が
担
当

し
て
い
た
た
め
、
そ
の
技
術
は
途
絶
え
て

し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
㈱
は
ら
っ
ぱ
現
社

長
の「
㈱
原
山
織
物
工
場
の
技
術
を
残
し

て
い
き
た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
で
、
現

在
、
途
絶
え
て
い
た
染
め
の
技
術
の
完
全

復
活
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
子
ど
も
用
の
ズ
ボ
ン
や
ト
ー
ト
バ

ッ
グ
、
エ
プ
ロ
ン
な
ど
普
段
使
い
で
き
る

も
の
の
ほ
か
、
ア
パ
レ
ル
ブ
ラ
ン
ド
と
の

製
品
開
発
を
す
る
な
ど
積
極
的
に
会
津
木

綿
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

◉
と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
…
㈱
は
ら
っ
ぱ

（
日
吉
町
４

－

25
　
☎
36
・
７
９
０
３
）

若手の染め職人に

インタビュー

12

会津木綿の制服で

おもてなししています

普段から会津木綿を

愛用しています

美
工
堂
で
は
、
㈱
は
ら
っ
ぱ
の
会

津
木
綿
を
使
っ
た
商
品
を
数
多
く

取
り
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。
丈
夫
で

着
心
地
が
良
く
、
お
手
入
れ
も
楽

で
、
な
ん
と
言
っ
て
も
お
し
ゃ

れ
！ 

ス
タ
ッ
フ
も
普
段
か
ら
愛

用
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
皆
さ
ん

も
一
着
ど
う
で
す
か
。
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地
域
で
受
け
継
が
れ
る
獅
子
舞

 宝探し⑥

天寧獅子保存会

 宝探し⑦

小松獅子保存会

宝探し⑧

本滝沢獅子保存会

毎年、春分の日に鶴ケ城で舞を披露しています。左が太夫獅子、真ん中が雌獅子、
右が雄獅子です。今年は獅子頭を修繕しました

1今年３月に戊辰１５０周年を記念して、御薬園で舞を披露しました2太夫獅子と
小僧が踊る「弊

へい

舞
まい

」の一幕です

勇壮な獅子舞を踊るのは、あどけなさが残る中学
生です

天寧獅子保存会
副会長　小林 雅芳さん
会　長　若林 謙一さん
副会長　木村 善行さん

小松獅子保存会
星野 春華さん

小松獅子保存会

髙野 悦男さん　心
し

暖
のん

くん（５歳）

天寧獅子保存会
若林 大

ひろ

樹
き

さん

お秀茶屋
（東山町石山天寧）

佐藤 竜太郎さん

地
域
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
る

　
天
寧
の
獅
子
舞
は
、
昔
は
天
寧
地
区

に
住
む
長
男
の
み
が
継
承
す
る
し
き
た

り
で
し
た
。
し
か
し
、
時
の
流
れ
と
と

も
に
、
長
男
の
み
で
の
継
承
は
難
し
く

な
り
、
現
在
は
天
寧
地
区
以
外
の
人
で

も
獅
子
舞
が
好
き
な
人
で
あ
れ
ば
入
会

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
18
人
の
会
員

地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
継
承
す
る
伝
統
芸
能

　
か
つ
て
後
継
者
の
不
足
な
ど
で
、
一
時
期
途
絶
え
て
い
た
本

滝
沢
の
獅
子
舞
は
、
昭
和
54
年
ご
ろ
に
当
時
の
区
長
の
尽
力
で
、

小
・
中
学
生
が
踊
り
を
、
大
人
が
お
は
や
し
を
す
る
形
式
で
復

活
し
ま
し
た
。
踊
り
手
の
子
ど
も
た
ち
は
、
大
人
に
な
る
と
次

の
世
代
に
踊
り
を
教
え
つ
つ
、
お
は
や
し
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

工
夫
し
な
が
ら
地
域
の
中
で
伝
統
芸
能
を
継
承
し
て
い
る
本
滝

沢
獅
子
保
存
会
。
春
彼
岸
に
町
内
の
家
々
を
回
っ
て
春
の
訪
れ

を
告
げ
た
り
、
地
域
の
文
化
祭
で
披
露
し
た
り
と
地
域
に
根
ざ

し
た
活
動
を
し
て
い
ま
す
。 時

代
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
、

地
域
の
み
ん
な
で
後
継
者
を
育
成
　

　
小
松
獅
子
保
存
会
は
、
地
域
で
伝
統
芸
能
を
継
承
し
て
い
く
た

め
、
小
松
地
区
と
東
小
松
地
区
の
全
て
の
家
庭
が
会
員
に
な
っ
て

い
て
、
そ
の
中
か
ら
獅
子
団
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
後
継

者
の
育
成
の
た
め
、
18
年
前
か
ら
川
南
小
学
校
で
地
域
の
子
ど
も

た
ち
に
獅
子
舞
を
教
え
て
い
ま
す
。
そ
の
努
力
が
実
を
結
び
、
今

年
初
め
て
、
川
南
小
学
校
で
教
わ
っ
た
１
期
生
の
女
性
が
獅
子
団

に
加
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
代
々
男
性
が
芸
を
継
承
し
、

獅
子
団
と
し
て
活
動
し
て
き
た
の
で
、
女
性
が
獅
子
団
に
入
る
こ

と
も
初
め
て
の
こ
と
。
地
域
の
中
で
大
切
に
守
ら
れ
、
育
ま
れ
て

き
た
伝
統
芸
能
に
新
た
な
風
が
吹
き
込
ま
れ
ま
し
た
。

で
活
動
し
て
い
る
天
寧
獅
子
保
存
会
。

公
演
当
日
に
誰
か
が
欠
け
て
も
披
露
で

き
る
よ
う
、
そ
し
て
後
世
に
踊
れ
る
曲

を
残
し
て
い
く
た
め
に
、
会
員
の
皆
さ

ん
は
、
一
人
で
複
数
の
役
割
を
こ
な
せ

る
よ
う
練
習
を
積
ん
で
い
ま
す
。毎
年
、

春
彼
岸
に
は
天
寧
地
区
を
は
じ
め
市
内

各
地
、
約
２
０
０
カ
所
を
回
っ
て
春
の

訪
れ
を
告
げ
て
い
ま
す
。

獅
子
団
で
は
、
太
鼓
を
担
当
し
て
い

ま
す
。
小
学
校
の
と
き
に
ク
ラ
ブ
活

動
で
獅
子
舞
を
習
っ
て
、
ず
っ
と
か
っ

こ
い
い
な
と
憧
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
女
性
が
獅
子
団
に
入
っ
た
例

が
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
が
芸
を
披

露
す
る
こ
と
は
な
い
ん
だ
ろ
う
な
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
み

ん
な
の
お
手
伝
い
が
で
き
た
ら
い
い

な
と
、
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

女
性
で
も
獅
子
団
で
活
動
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
、
う
れ
し
い
で
す
。

左から

12

復活した宝を守る　

　私が小学４年生の

ときに獅子舞が復活

したんです。だから

こそ、途絶えさせた

くないという強い思

いで活動しています。

伝統芸能が地域の架け橋に　

　どこの地区でも同じだと思

いますが、天寧地区も青年会

などがなくなり、地域の人た

ちのつながりが昔と比べると

希薄になっています。だから

こそ、地域の中で継承してき

た獅子舞は後生に残していき

たいと思います。獅子舞が地

域のみんなをつなぐ架け橋に

なり、世代間交流ができる場

になっていけばいいですね。

川南小学校 校長
横山 譲治先生

本滝沢獅子保存会
会長 雪下 明広さん

保存会の皆さんに

インタビュー

校長先生に

インタビュー
保存会の人に

インタビュー

川南小卒の

　　初の女性団員の声

弊舞を一緒に踊った

祖父と孫の声

若手の後継者の声
天寧地区の人の声

今の子どもたちは塾や部活で忙しくて

後継者の確保が難しい。一人でも多く

入会してくれたらうれしいです。

地域の宝を大切にする心を　

　子どもたちが地域の伝統芸能を

学ぶことで、誇るべきものがある

ことを実感するとともに、他の地

域や国へ行っても、そこで大切に

されている宝を尊重しようとする

心が育まれると考えます。また、

学んだ伝統芸能を披露し喜んでもらう経験は、地域の

中で役立っていることを実感し、地域の人々と子ども

たちとの双方向の関係を築くと期待しています。

担
当
は
雌
獅
子
で
す
。

歴
史
に「
天
寧
獅
子
」

の
名
を
残
せ
る
よ
う
、

継
承
し
て
い
き
ま
す
。

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
見
て
い
た

の
で
、
毎
年
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。
天
寧
の
獅
子
舞
を

見
る
と
、「
今
年
が
始
ま
っ
た
」

と
実
感
す
る
ん
で
す
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
踊

れ
て
楽
し
か
っ
た
よ
。
家
で

も
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
教
え
て

く
れ
た
し
、
練
習
は
大
変

じ
ゃ
な
か
っ
た
。
大
き
く

な
っ
た
ら
、
僕
も
獅
子
舞
を

踊
り
た
い
な
。

太
夫
獅
子
を
専
門
に
踊
っ
て
い
ま
す
。

今
、
70
歳
な
ん
で
す
が
、
こ
の
年
齢
ま

で
踊
れ
て
、
何
よ
り
、
自
分
の
孫
と
一

緒
に「
弊
舞
」を
踊
れ
て
幸
せ
で
す
。
息

子
も
獅
子
団
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
親

子
三
代
で
入
団
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
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◉特集：さあ、「宝」探しに行こう！

会津若松駅

会津若松駅のシンボル、あかべこの前から歩き始めました

夏に短大生がアイデアを出して開催した「水カ
フェ」の会場になった駅前の公園です

江戸時代にタイムスリップした気分になります

キカイダーが気になった香澄
ちゃんは、お店の人の話に聞
き入っていました（パーラーキャ
ンドルで）

１

２西
洋
風
の
建
物
に
興
味
津
々

な
様
子（
会
津
迎
賓
館
で
）

木
の
も
の
づ
く
り
体
験
や
、
本
格
的
な
キ
ッ
チ
ン
で
ま
ま

ご
と
が
で
き
る
カ
フ
ェ
で
童
心
に
返
っ
て
楽
し
み
ま
し
た

（Lotus W
ood

 V
illage

で
）

路地には地域の皆さんが取り付
けた板塀が貼られていました

路地を抜けると神明神社にたどり
着きます。みんなでお参りしました

おさすり地蔵や蒲生氏郷公のお墓にお参りしました。たくさん歩いて、少し疲れ
気味の皆さんでした（興徳寺で）

江戸末期の店蔵で、美しい会津漆器に出
会いました。このお店には、戊辰戦争で
西軍によって切りつけられた大黒柱があり
ます（鈴木屋利兵衛で）

大町四ツ角
大町通り

大町通り

中央通り

野口英世青春通り

神明通り

竹
細
工 

竹
藤（
中
央
一
丁
目
２

－

７
）

　

１
６
２
４（
寛
永
元
）
年
創
業
の
竹

藤
の
店
舗
は
江
戸
末
期
の
建
物
で
約

１
８
０
年
前
の
も
の
で
す
。
竹
細
工

や
唐
人
凧
の
お
店
で
す
。

蔵を利用したカフェの店内は、アンティー
ク雑貨が置いてあって、みんな興味津々
の様子でした（あんてぃーくCafe 中の蔵
で）

'

秀島くん

香澄ちゃん優姫ちゃん
理菜ちゃん

ず
っ
と
前
か
ら

気
に
な
っ
て
た

ん
で
す
。

女
子
三
人
は
、
蔵
を
利
用
し
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
お
し
ゃ

れ
な
漆
器
や
漆
を
使
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
を
見
て
楽

し
み
ま
し
た（
坂
本
こ
れ
く
し
ょ
ん
で
）

あ
い
づ
食
の
陣
に
も
参
加
す
る
こ
と
が

多
い
ベ
ー
グ
ル
専
門
店
で
休
憩
し
ま
し

た
。
秀
島
く
ん
は
、
昼
食
ま
で
待
ち
き

れ
ず
に
、
早
速
食
べ
て
い
ま
し
た（
會

ベ
ー
グ
ル
で
）

【
ま
ち
な
か
の
宝
探
し
番
外
編
】

スタート！

ゴール！

懐かしい！

昔からあるよね。

夏にここでイベン
トやったよね～！

ステキな
建物ね！

楽
し
い
♪　

子
ど

も
の
と
き
に
来

た
か
っ
た
な
。

お客さんからも
らったんだよ！

この色、きれい。
おしゃれ～！

３

４

５

６

７

代々福西家によって守られてきた蔵は、アンテナショップやまちの情報発信をする場所、
カフェなどとして生まれ変わりました。母屋の見学もできます（福西本店で）

地域の宝に
なってほしい

　福西本店の建

物は、私が生ま

れ育った場所で

す。昔から自分

たちだけで使っ

まちの情報を
発信します

　塩蔵２９２４は、

情報交流スペー

ス「 ふ く ふ く 」

とカフェ「甘味

処しお蔵」にな

福西家１３代目
福西 伊佐男さん

㈱まちづくり会津
稲村 久美さん

ているのを「もったいないな」と感

じていました。福西家で守ってき

た宝が、これからはまちの皆さん

に愛される場所になってもらえれ

ば幸いですね。

っています。「ふくふく」では、地

域のさまざまな情報を発信してい

きますので、ぜひご活用ください。

皆さんに、気軽に立ち寄ってもら

いたいですね。

大町周辺の

宝探しに行く
ぞ～

簡単にかわいい小物
が作れるから、また
来たいなぁ。

来 年は、 就 職 活 動
…。うまくいきますよ
うに！

どれもおいしそう
で、迷っちゃうね。

なんか雰囲気がい
いよね～。

次はあっちに行っ
てみましょう。

探検しているみたい。
こんな道あったんだ～。

食べちゃってい
いですか？

まだ、お昼にな
らないよ～。

市
役
所
通
り

1415

８

９

１０

１１

ゆっくりご覧くださ
いね～。

ま
ち
な
か
の
宝
探
し【
大
町
編
】　

会
津
大
学
短
期
大
学
部
の
学
生
の
皆
さ
ん
に

ま
ち
な
か
を
歩
い
て
も
ら
い
、
面
白
い
も
の
や

す
て
き
だ
な
と
思
う
も
の
を
探
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。
そ
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。
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◉特集：さあ、「宝」探しに行こう！

七日町駅

会津１７市町村のアンテナショップ（駅カフェ）が入って
いる七日町駅から歩き始めました

あ
な
た
の「
宝
」探
し
の
始
ま
り
で
す

　

こ
の
特
集
で
紹
介
し
た「
宝
」は
ほ
ん
の
一
部
で
す
。
市
内
に
は
、
も
っ

と
も
っ
と
隠
れ
た「
宝
」が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
学
生
時
代
の
甘
酸
っ
ぱ

い
思
い
出
の
場
所
だ
っ
た
り
、
子
ど
も
が
散
歩
中
に
ふ
と
気
付
い
た
も
の

だ
っ
た
り
、
通
勤
・
通
学
途
中
で
発
見
し
た
美
し
い
風
景
だ
っ
た
り
…
。

自
分
だ
け
が
知
っ
て
い
る
本
市
の
魅
力
は
皆
さ
ん
の
日
常
の
中
に
も
た
く

さ
ん
あ
る
は
ず
。
こ
う
し
た
自
分
だ
け
の「
宝
」
っ
て
、

何
だ
か
誰
か
に
教
え
て
あ
げ
た
く
な
り
ま
せ
ん
か
。

さ
あ
、
カ
メ
ラ
を
片
手
に

　
　
　
　

「
宝
」探
し
に
行
き
ま
し
ょ
う
♪

本町通りから路地を入ると、真っ
赤な鳥居が目に入ります

美しい白漆喰の壁が印象的です

　

江
戸
時
代
の
赤
瓦
と
白
漆
喰
の
酒
蔵

は
、
現
在
喫
茶
と
雑
貨
販
売
の
店
舗
、
ギ
ャ

ラ
リ
ー
な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
市
の
歴
史
的
景
観
指
定
建
造
物
で
す
。

　

毎
年
、
小
舘
稲
荷
神
社
の
お
日
市
で
は
、

地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
み
こ
し
を
担
い
で
商

店
街
を
練
り
歩
く
な
ど
、
地
域
の
皆
さ
ん
か

ら
愛
さ
れ
続
け
る
神
社
で
す
。

会
州
一
蔵（
相
生
町
７

－
　

）

小
館
稲
荷
神
社（
本
町
８

－
　

）
22

17

ど
れ
も
ほ
し
く

な
っ
ち
ゃ
う
ね
。

湊
町
の
伝
統

料
理
で
す
よ
。

き
れ
い
に
で
き
た

ら
、
誰
に
あ
げ
よ

う
か
な
～
。

フィリピンのパンなどを味わえるカ
フェです。店内で勉強することも
できます（ｂａｓｋｅｔ．で）

白フクロウに一目ぼれした秀島くん
は、フクロウの手乗りに初挑戦しま
した（鷹匠カフェで）

田
中
稲
荷
神
社
に
到
着
し

ま
し
た
。
毎
年
７
月
10
日

に
開
か
れ
る
お
日
市「
ほ
お

ず
き
市
」の
神
様
と
し
て
、

地
域
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す

【まちなかの宝探し番外編】

スタート
！

新選組隊士の斎藤一のお墓に
お参りしました（阿弥陀寺で）

会津木綿のかわいらしい小物やすてきな洋
服に夢中です（もめん絲

いと

で）

おしゃれな米屋を発見し、新米を試食しました。「会
津米はうまいね～」と三人（ＣＯＣＯＫＡＲＡで）

大
和
町
通
り
で
は
、
か

つ
て
の
柳
並
木
の
ま
ち

な
み
を
復
活
さ
せ
る

た
め
に
、
ま
ち
の
み
ん

な
で
通
り
に
柳
を
植

樹
し
ま
し
た

会
津
木
綿
を
貼
り
付
け
た
紙
製
品

が
た
く
さ
ん
あ
る
お
店
を
発
見
し

ま
し
た
。
琉
花
ち
ゃ
ん
は
、「
こ

れ
も
か
わ
い
い
！ 

こ
れ
も
す
て

き
！
」と
興
味
津
々
の
様
子
で
し
た

（
㈲
桐
屋
紙
器
工
業
所
で
）

会
津
伝
統
の
絵
ろ
う
そ
く
の
絵

付
け
体
験
が
で
き
ま
す（
ほ
し
ば

ん
絵
ろ
う
そ
く
店
で
）

この冬から、「蔵
くら

人
びと

」として酒
造りに参加する若い女性に出
会いました（鶴乃江酒造㈱で）

湊町伝統の「豆富もち」が食べら
れるカフェを発見しました。歩い
て小腹がすいた秀島くんは、お
いしいお餅に大満足でした。こ
のお店は、あいづ食の陣・秋の
参加店です（なぬか町茶房「結」
もちカフェで）

まちなかは
　お宝がいっぱい　　　

　まちなかには歴史
的な価値のある建物
や戦跡などの観光ス
ポットや、伝統文化
の見学や体験できる
場所などのほか、食
事や買い物などが楽

鶴ケ城ボランティア
ガイド

大竹 一永さん
しめるところもたくさんあり、さまざまな楽しみ方に応えることができる場所だと思います。まちなかを散策したことがない人は、ぜひ一度歩いてほしいと思います。何度も行っている人には、大通りから奥に入った裏通りもお勧めです。昭和時代のどこか懐かしいレトロな雰囲気を味わうことができます。最近は、新しくできるお店も多く、まちなかへ行く度に新たな魅力に出会えます。ぜひ多くの人にまちなかでの宝探しを楽しんでほしいですね。

N

ゴール！

琉花ちゃん
美紗ちゃん

秀島くん

七日町周辺の
　宝探しに行くぞ～

観光案内のプロに
インタビュー

１

２

５

６

３

４

７

８

１０

９

七日町通り

桂
林
寺
町
通
り

大
和
町
通
り

私
は
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ

ケ
ー
ス
が
気
に
入
り

ま
し
た
。
ど
れ
も
、

お
し
ゃ
れ
な
色
で
す
。

これ、
かわいい。

おいしそうで
すね～。

1617

初めて間近でフクロウ
見ましたよ～。

日本酒、お父
さんに飲ませて
あげたいな～。

ど
う
？
似
合
う

か
な
～
。

ス
テ
キ

だ
よ

～
。
似
合
う
。 ま

ち
な
か
の
宝
探
し【
七
日
町
編
】


