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会報誌に取り上げてほしい場所や
物、人物などのご意見、ご要望をお待
ちしております。事務局までお気軽に
お寄せ下さい。

皆様からのお便りをお待ちしています皆様からのお便りをお待ちしています

vol.11
2017.3

会津ファンクラブ公式会報誌

PRESENT

会津ファンクラブが発足して初めてとなる交流イベント「会津ファンの集い」
を昨年10月に開催しました。遠くは青森県から兵庫県まで会津をこよなく
愛する方々 にご参加いただきました。

宛て先

〒965-0873 会津若松市追手町5-10-2F
一般財団法人会津若松観光ビューロー内「会津ファンクラブ事務局」宛（5/31消印有効）

会津の民芸品（起き上がり小法師、赤べこ、会
津本郷焼きマグカップ）を各1名ずつ3名様に
抽選でプレゼントします。

会員様プレゼント

■お問合せ先：あいづ食の陣実行委員会
　事務局（会津若松市農政課内）TEL.0242-39-1253
■時間、会場は各店舗により異なります。
■詳しくは、あいづ食の陣　http://aizu-shokuno-jin.jp/

24日（月）

15日（土）～
5月7日（日）
（予定）

29日（土）～
5月5日（金）

白虎隊墓前祭

4
月

5
月

観音寺川桜まつり※ライトアップも開催予定

桜の開花時期に合わせ、4月7日（金）から5月
7日（日）の期間を「鶴ヶ城さくらまつり」と称
し、様 な々イベントを開催します。

■会場：鶴ヶ城公園内　■時間：イベントにより異なる
■お問い合わせ先：会津まつり協会 TEL.0242-23-4141

◎鶴ヶ城公園ライトアップ（4月7日～5月7日）◎鶴ヶ城さくらまつり大茶会（4月22日～23日）
◎鶴ヶ城おもてなし市（4月15日～5月7日）◎會津十楽　春の陣（4月8日～5月7日までの土・日・祝日）
◎こども神輿（4月16日）

鶴ヶ城さくらまつり

鶴ヶ城公園ライトアップ

会津若松市内の飲食店・宿
泊施設や直売所などで、旬
の会津産食材を使ったメ
ニューを味わうことができ
ます。4月から6月は「会津ア
スパラガス」です。「あいづ
食の陣」の赤い旗を目印に
ぜひお越し下さい。

期間：4月7日（金）～5月7日（日）

会場：飯盛山　白虎隊士墓前　時間：10:30～
問会津若松市観光課　TEL.0242-39-1251

7日（金）～
5月7日（日）
6月7日（水）

茶室麟閣　月釜
会場：鶴ヶ城公園内　茶室麟閣　時間：10：00～15:00
料金：大人1,000円（入場料込み）小人800円
問鶴ヶ城管理事務所　TEL.0242-27-4005

会場：観音寺川周辺（猪苗代町大字川桁地内）
問猪苗代町観光協会　TEL.0242-62-2048

桜峠さくらまつり
会場：桜峠およびラビスパ裏磐梯施設内
問北塩原村商工観光課　TEL.0241-32-2511

14日（日）
第18回荒城の月市民音楽祭
会場：會津風雅堂　時間：14:00～16:00（開場：13:30）
問荒城の月市民音楽祭実行委員会事務局：鶴ヶ城管理事務所
　TEL.0242-27-4005

12日（金）
愛宕神社祭礼奉納歌舞伎
会場：檜枝岐の舞台　時間：18:00開場　19:00開演
問尾瀬檜枝岐温泉観光協会　TEL.0241-75-2432

28日（日）
炎の郷・向羽黒山城跡　ふれあい茶会
会場：会津美里町本郷地域白鳳山公園内　時間：10：00～15:00
問会津美里町観光協会　TEL.0242-56-4882

10日（土）～
11日（日）

15日（木）～
7月5日（水）

24日（土）～
25日（日）

6
月

ふるさと会津工人まつり
会場：三島町生活工芸館前（大沼郡三島町大字名入字諏訪ノ上）
時間：10日9:00～16:00　11日9:00～15:00
問三島町生活工芸館　TEL.0241-48-5502

あやめ祭り
会場：伊佐須美神社あやめ苑
問会津美里町観光協会　TEL.0242-56-4882

ホタル祭りinきたあいづ
会場：会津若松市やすらぎ広場ホタルの森公園
時間：12:00～21:00
問あいづ商工会北会津　TEL.0242-58-2381

戊辰150年 会津藩の歴史（序章）
会津原寸大図鑑［鐔］

温泉を巡るサムライライン
東武鉄道 新型特急『リバティ会津』

巻頭
特集

平成28年10/22・23に
『会津ファンの集い』が開催されました
平成28年10/22・23に
『会津ファンの集い』が開催されました

歴史のプロフェッショナルであるガイドさんの案
内で、鶴ヶ城から会津藩主松平家墓所、御薬園の
約6キロの道のりを歩き、会津を堪能してもらい
ました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうござ
いました！！

夜の懇親会では、会津の郷土料理や日本酒を味
わっていただき、班対抗のクイズなどで交流を深
めました。参加者の方の中には現在も交流を続け
ている方もいらっしゃいます。

会津ファンの集い開催!!

場所：湯野上温泉駅付近

報告

懇親会

①水を極めるコース
「大川ダム」と「宮泉銘醸㈱」を見学し、会津の水
の豊かさについて学びました。

②漆器を極めるコース
江戸時代から続く会津漆器の工房などを見学し、
会津人から貴重な話をうかがいました。

応募方法

ハガキにて①住所②氏名③連絡先（電話ま
たはメールアドレス）④会津ファンについて
の感想やご要望⑤会津や鶴ヶ城について

の思い⑥会員番号をご記入の上、ご応募ください。※当選は発送
をもって代えさせていただきます。※会員様のみの受付となりま
すので、この機会に是非、ご応募ください。

会津十楽春の陣

あいづ食の陣 アスパラ：4月1日（土）～6月30日（金）

歴史散策

◆オプションツアーも開催◆

ご意見、ご要望
お待ちして
います

つば
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東
武
鉄
道
新
型
5
0
0
系
特
急
「
リ
バ

テ
ィ
」が
4
月
21
日
か
ら
浅
草
―
会
津
田
島

駅
間
の
直
通
運
行
を
開
始
し
ま
す
！
今
ま

で
以
上
に
首
都
圏
か
ら
会
津
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
良
く
な
り
ま
す
。5
0
0
系
車
両
は
、

3
時
間
あ
ま
り
の
時
間
を
お
客
様
に
よ
り

快
適
に
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、最
新

の
ト
イ
レ
設
備
や
各
座
席
に
コ
ン
セ
ン
ト

を
備
え
る
な
ど
、皆
さ
ま
の
旅
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
く
れ
ま
す
。 

　

ま
た
浅
草
―
日
光
―
会
津
を
結
ぶ
ル
ー

ト
は
、江
戸
時
代
に
「
日
光
街
道
・
会
津
西

街
道
」と
し
て
、参
勤
交
代
な
ど
で
も
利
用

さ
れ
た
、と
て
も
重
要
な
道
で
し
た
。そ
の

た
め
、現
在
で
も
街
道
筋
に
は
多
く
の
サ
ム

ラ
イ
の
歴
史
が
残
り
、宿
場
町
で
栄
え
た
街

や
温
泉
街
が
数
多
く
点
在
し
て
い
ま
す
。現

在
で
は
、こ
の
街
道
を
サ
ム
ラ
イ
ル
ー
ト
と

呼
ん
で
い
ま
す
。さ
ら
に
、昔
か
ら
続
い
て

い
る
サ
ム
ラ
イ
に
関
す
る
催
し
物
な
ど
が

沢
山
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
、新
型
特
急
「
リ
バ

テ
ィ
」を
利
用
し
て
会
津
の
旅
を
満
喫
し
ま

せ
ん
か
。

温
泉
を
巡
る
サ
ム
ラ
イ
ラ
イ
ン

東
武
鉄
道 

新
型
特
急
リ
バ
テ
ィ
会
津

巻頭
特集

東武鉄道・野岩鉄道・会津鉄道路線図

新たな特急「Revaty」が誕生!!

至会津若松
JR区間

野岩鉄道

会津鉄道

鬼怒川線

日光線

東武スカイツリー
ライン

会津高原尾瀬口

会
津
田
島

西若松

新藤原

浅　草
押　上

鬼怒川温泉

東武日光

下今市

川治温泉

春日部

大
師
前

西新井

北千住

曳舟

東武動物公園

鬼怒川温泉

湯野上温泉駅

鬼怒太の湯（足湯）

会津田島駅

浅草寺

●湯野上温泉

川治温泉街

戊辰戦争時に、16～17歳の少年たちで編成された白虎隊。
戸ノ口の戦いで敗走し、飯盛山で自刃しました。白虎隊の霊
を慰めるため、飯盛山の白虎隊士墓前で、墓前祭と会津高校
生徒による「白虎隊剣舞」の奉納が行われます。
◆開催時期／4月24日・9月24日
◆問／☎0242-39-1251（会津若松市観光課）

白虎隊墓前祭
白虎隊の歴史を今につたえる・・・

喜多方の「夏の風物詩」と言えば、この「蔵のまち喜多方夏まつ
り」です。庄助踊りや太鼓台競演など迫力満点!7月はレトロ横
丁や花火大会もあり、喜多方の夏は熱く盛り上がります。蔵と
ラーメンとまつり見所満載の喜多方市です。
◆開催時期／8月14・15日（要問い合わせ）
◆問／☎0241-24-5200（喜多方観光物産協会）

蔵のまち喜多方夏まつり
喜多方夏の風物詩

「会津藩公行列」は総勢約500名で構成され、武者姿で練り歩
きます。鶴ヶ城本丸にて出陣式が行われ、行列はまちなかへ出
発します。各所では奴隊による毛槍の所作も披露され、沿道を
埋め尽くす観客の声援の中、祭りはクライマックスを迎えます。
◆開催時期／9月23日（土）
◆問／☎0242-23-4141（会津まつり協会）

会津藩公行列
会津最大のイベント

毎年7月2日の半夏（はんげ）の日に行われ、後白河天皇の第2皇
子・高倉以仁王（もちひとおう）の霊を祀った「高倉神社」の祭礼。
神事を行った後、白装束に黒烏帽子姿の村の男衆らが、神輿を
中心に粛 と々行列をつくり、家内安全、五穀豊穣を祈願します。
◆開催時期／7月2日
◆問／☎0241-68-3611（大内宿観光案内所）

大内宿「半夏まつり」
タイムスリップしたような街並が・・・

鎌倉時代の文治年間、時の領主長沼宗政の祇園信仰により、
この地に祇園の神を居城鎮護の神として祀り、祇園祭の制を
定めた。旧来よりの田島鎮守の田出宇賀神社の祭りと共に行わ
れた事が起源。『西の祇園社、中の津島社、東の田出宇賀社』と
言われ日本三大祇園祭として伝えられています。
◆開催時期/7月22・23・24日
◆問／☎0241-62-3000（南会津町観光物産協会）

日本三大祇園のひとつ「会津田島祇園祭」
800年余年の歴史をもつ祭り

会津地域のイベント紹介

野岩鉄道／場所：湯西川温泉付近

会津鉄道／場所：大川ダム公園付近

会津鉄道／場所：湯野上温泉付近

リバティ会津
浅草ー会津田島間
約3時間10分
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鶴
ヶ
城
の
最
上
階
に
登
る
と
、
天
気
の
い
い
日
に
は
会
津
盆
地
を

ぐ
る
り
と
取
り
囲
む
山
並
み
が
一
望
で
き
る
。
こ
の
山
々
に
囲
ま
れ

た
広
大
な
会
津
盆
地
は
、
自
然
の
豊
か
な
恵
み
に
よ
っ
て
多
く
の
も

の
を
生
み
出
す
。
周
囲
の
山
岳
地
帯
の
険
し
さ
は
、
む
か
し
は
外
部

と
の
交
流
の
障
害
と
な
り
、「
会
津
」
と
い
う
地
域
の
独
自
性
を
つ
く

り
出
し
た
。
そ
の
会
津
の
精
神
面
で
の
特
徴
と
し
て
現
代
で
は
「
頑

固
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
れ
は
「
伝
統

を
守
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
生
ん
だ
の
は
こ
う
し
た

環
境
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
れ
は
「
変
革
を
拒
む
」
こ
と
と
も
表
裏
一
体
と
な
る
。
19
世
紀
初

頭
に
設
立
さ
れ
た
藩
校
日
新
館
は
、
も
と
は
行
き
詰
っ
た
会
津
藩
を

立
て
直
す
た
め
に
田
中
玄
宰
が
行
な
っ
た
藩
政
改
革
の
一
環
で
、
実

学
主
義
を
建
前
と
し
て
い
た
。
し
か
し
玄
宰
と
彼
を
支
え
た
藩
主
松

平
容
頌
が
相
次
い
で
死
去
す
る
と
、
こ
の
精
神
は
従
来
の
朱
子
学
を

重
視
す
る
も
の
へ
い
つ
の
間
に
か
転
換
し
、
幕
末
に
向
け
て
武
士
道

を
貫
く
こ
と
が
加
速
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
皮
肉
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

会
津
藩
の
歴
史
を
書
く
前
に
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
が
、

「
藩
」
と
い
う
概
念
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
支

配
す
る
こ
と
で
あ
り
、
単
に
「
会
津
藩
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
徳

川
家
康
が
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
頃
の
領
主
で
あ
る
蒲
生
秀
行
に
は

じ
ま
り
、
以
後
加
藤
氏
、
保
科
・
松
平
氏
へ
と
時
代
に
よ
っ
て
推
移

す
る
。
し
か
し
一
般
的
に
は
保
科
正
之
が
会
津
入
り
し
た
1
6
4
3

年
に
始
ま
る
会
津
松
平
家
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
指
す
こ

と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
「
会
津
藩
」＝（
会
津
松
平
家
が

支
配
し
た
時
代
）
と
し
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

会
津
松
平
家
の
祖
で
あ
る
保
科
正
之
が
山
形
か
ら
会
津
入
り
し

た
時
は
23
万
石
と
い
う
石
高
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
が
表
わ
す
と
こ

ろ
を
解
説
し
て
み
よ
う
。
む
か
し
は
全
国
的
に
通
用
す
る
価
値
の
基

準
は
「
米
」
だ
っ
た
。
金
銭
は
藩
ご
と
に
使
わ
れ
る
紙
幣
が
異
な
っ

て
い
た
り
し
た
。
税
金
も
「
年
貢
米
」
と
し
て
米
の
量
で
定
め
ら
れ

て
い
た
の
だ
。
ち
な
み
に
１
石
と
は
お
よ
そ
1
8
0
リ
ッ
ト
ル
。
23

万
石
と
い
う
と
、
一
升
瓶
で
二
千
三
百
万
本
分
の
年
貢
米
を
納
め
る

広
さ
の
土
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
字
の
大
小
は
支
配
す
る

土
地
の
広
さ
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
藩
と
し
て
の
経
済
力
の
大
き
さ

も
示
し
て
い
る
。
徳
川
家
康
が
幕
府
を
開
く
ま
で
は
、
各
地
の
戦
国

大
名
た
ち
が
そ
の
力
を
競
い
合
う
な
ど
し
て
お
り
、
そ
の
こ
ろ
会
津

を
支
配
し
て
い
た
上
杉
景
勝
は
庄
内
地
方
（
山
形
県
）
な
ど
ま
で
含

め
た
1
2
0
万
石
と
い
う
、
全
国
第
3
位
の
石
高
を
有
し
て
い
た
。

し
か
し
家
康
が
関
ヶ
原
の
戦
い
で
勝
利
し
て
幕
府
を
開
く
と
、
以
後

は
徐
々
に
各
地
の
大
名
た
ち
の
力
が
削
が
れ
て
い
っ
た
。
諸
大
名
の

力
を
弱
め
る
こ
と
は
幕
府
の
力
が
強
ま
る
こ
と
で
も
あ
り
、
中
央
へ

権
力
を
集
中
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
中
で
保

科
正
之
が
会
津
藩
主
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
周
囲
の
大
名
た
ち
が
減

ら
さ
れ
る
一
方
の
中
で
、
彼
は
信
州
高
遠
3
万
石
か
ら
山
形
20
万
石
、

そ
し
て
会
津
23
万
石
へ
と
異
例
の
出
世
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
正
之
が

3
代
将
軍
徳
川
家
光
の
実
弟
で
あ
っ
た
た
め
で
、
し
か
も
血
統
だ
け

で
な
く
人
材
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
政
治
手
腕
を
発
揮
し
た
こ
と
に
よ

る
信
頼
を
得
て
の
加
増
だ
っ
た
。
以
後
、
幕
末
に
至
る
ま
で
会
津
は

保
科
・（
三
代
よ
り
改
姓
）
松
平
氏
の
支
配
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

保
科
正
之
は
幕
府
の
中
枢
に
い
て
、
会
津
へ
帰
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
将
軍
家
へ
絶
対
忠
誠
を
第
一
に
掲
げ
る
「
会

津
藩
家
訓
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
之
の
意
向
は
藩
の
運
営
に
直

接
反
映
さ
れ
、
幕
末
期
ま
で
会
津
藩
の
精
神
の
支
柱
と
し
て
脈
々
と

受
け
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
十
五
か
条
か
ら
な
る
家
訓
で
は
第
一
条
だ
け
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
よ
う
な
精
神
論
だ
け
で
な
く
、
全
国
に

先
駆
け
て
の
社
会
保
障
制
度
と
な
る
「
社
倉
制
」
を
明
記
す
る
な
ど

多
岐
に
及
ん
で
い
る
。

　

正
之
の
没
後
、
そ
の
子
で
あ
る
正
経
を
経
て
三
代
正
容
の
代
に
松

平
姓
と
葵
の
家
紋
の
使
用
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
葵
紋
は
菊

紋
と
並
ん
で
江
戸
時
代
は
使
用
す
る
こ
と
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い

た
た
め
、
格
別
な
も
の
と
し
て
会
津
藩
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
一
方
で
松
平
姓
を
名
乗
る
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
徳
川

将
軍
家
に
関
係
す
る
一
員
と
し
て
、
い
わ
ば
「
そ
の
他
大
勢
」
的
な

意
味
合
い
が
あ
り
、
保
科
正
之
の
存
在
の
大
き
さ
か
ら
考
え
る
と
保

科
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
ま
ま
の
方
が
他
藩
と
明
ら
か
な
違
い
を
認
識

さ
せ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
幕
府
側
か
ら
す
る
と
、
そ
う
し
た

存
在
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
、
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
幕

藩
体
制
の
権
力
の
集
中
の
弊
害
に
な
る
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
会
津
藩
は
、
将
軍
家
よ
り
二
度
ほ
ど
藩
主
の
正
室
を
迎

え
て
い
る
が
、
特
に
関
係
性
が
高
ま
る
わ
け
で
も
な
く
、
御
家
門
と

い
う
よ
り
は
親
藩
の
一
つ
と
い
う
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
。
幕
府
の
中
枢
を
担
う
老
中
が
譜
代
大
名
た
ち
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
会
津
藩
が
特
別
な
家
格
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
と
て

も
扱
い
に
く
い
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
会
津
藩
主
も
、
正

之
か
ら
の
血
縁
は
七
代
容
衆
で
途
絶
え
、
尾
張
藩
の
高
須
松
平
家
か

ら
八
代
容
敬
を
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

会
津
藩
の
歴
史

戊
辰
一
五
〇
年

會津藩校日新館

（
序
章
）

会津藩　家訓15ヶ条

保科正之公の肖像画（土津神社蔵）

平
成
30（
2
0
1
8
）年
に
戊
辰
1
5
0
年
を
迎
え
る
会
津
若
松

市
。戊
辰
戦
争（
会
津
戦
争
）の
際
に
は
、新
政
府
軍
の
猛
攻
を
受

け
た
会
津
藩
。
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
戊
辰
戦
争
前
と
後
に
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
す
。今
回
は
序
章
と
し
て
、会
津
松
平
家
の
祖
で

あ
る「
保
科
正
之
」に
焦
点
を
あ
て
ま
す
。



＊「会津原寸大図鑑」は会津に関係のあるものをより身近に感じていただけるように、実物大（原寸大）で掲載・紹介するコーナーです。
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鐔　サム
ラ
イ
の
魂
を
最
後
ま
で
持
ち
続
け
た
会

津
藩
で
は
、そ
の
魂
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
刀
つ
く
り
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。名

刀
・
名
刀
匠
も
輩
出
さ
れ
、全
国
的
に
も
有
名
で

あ
る
。会
津
の
刀
匠
を
系
統
的
に
見
る
と
、古
川
・

下
坂
・
三
善
・
中
条
・
鈴
木
の
五
鍛
冶
と
、下
坂
別

家
・
角
・
皆
川
・
村
田
・
若
林
・
長
尾
の
六
家
、そ
の

他
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
こ
れ
ら
の
各
系
統
に
所
属
す
る
刀
工
の
総
数

は
、明
治
初
期
に
至
る
ま
で
百
三
十
余
の
多
く
を

数
え
た
が
、特
に
有
名
な
刀
工
と
い
え
ば
、古
川

兼
定
と
三
善
長
道
だ
ろ
う
か
。新
選
組
副
長
の
土

方
歳
三
が
兼
定
な
ど
会
津
の
刀
を
愛
用
し
て
い

た
の
も
ま
た
、会
津
刀
の
人
気
を
裏
付
け
る
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
会
津
武
士
の
公
式
の
場
で
の
拵
と
い
う
の
は
、

そ
の
気
風
の
よ
う
に
質
実
剛
健
を
旨
と
し
た

シ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、そ
ん
な
彼
ら
も
、

ま
っ
た
く
洒
落
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。な
に
し
ろ
、会
津
に
は
素
晴
ら
し
い

刀
装
具(

刀
剣
の
外
装)

を
製
作
す
る
金
工
師
た

ち（
総
称
し
て
会
津
正
阿
弥
）が
い
た
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
は
鐔
だ
け
で
は
な
く
、目
貫
や
笄
、小
柄
、

縁
頭
な
ど
の
金
具
を
製
作
し
て
い
た
。そ
し
て
、

彼
ら
が
う
み
だ
し
た
芸
術
品
は
会
津
武
士
達
に

愛
さ
れ
、ま
た
現
在
も
そ
の
美
し
さ
で
人
々
を
魅

了
し
て
い
る
。
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※

正
阿
弥
、本
阿
弥
な
ど「
阿
弥
」を
名
乗
る
人
々
は
、室
町
時

代
に
将
軍
に
近
侍
し
た
同
朋
衆
か
ら
起
こ
っ
た
名
称
で
美
術

一
般
を
取
り
扱
っ
た
集
団
で
あ
り
、一
種
の
職
能
集
団
と
し

て
全
国
に
拡
が
っ
た
が
、会
津
正
阿
弥
の
始
ま
り
は
、天
正
18

年（
1
5
9
0
）に
蒲
生
氏
郷
の
会
津
入
り
に
し
た
が
っ
て
京

よ
り
移
っ
て
き
た
金
工
師
達
で
あ
る
。

と
う
し
ょ
う

し
も
さ
か

み

よ
し

か
ね
さ
だ

み

よ
し
な
が
み
ち

こ
し
ら
え

し
ょ
う

め

ぬ
き

ふ
ち
が
し
ら

こ

づ
か

こ
う
が
い

あ

み

つ
ば


