
 探検    
只見線が   
   つなぐまち

た ん け ん

ただ み

只見線に乗って歴史・文化を学ぼう
れきし

只見線応援
キャラクター

「キハちゃん」

おうえん

（只見線
かっせいかたいさくきょうぎかい

活性化対策協議会）

只見

福島県
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「キハ40
けい

系」から
な　づ

名付けられ、

只見線の
みりょく

魅力を
はっしん

発信して活動中！

第１章　只見線と
でんげん

電源開発
只見線について知ろう

只見線の歴史を見てみよう

電源開発の歴史を見てみよう

第２章　只見線がつなぐ歴史
只見線が走るのは
どんなところ？

只見線が走るまちと
しゅうへん

周辺のまちの歴史

どんな史跡があるの？

どんなお寺や神社があるの？

先人たちの
こうせき

功績を知ろう

第３章　只見線がつなぐ文化
雪深い

ないりく

内陸ならではの
食文化を知ろう
でんとう

伝統とものづくり
さんぎょう

産業を知ろう

受け
つ

継がれる伝統文化

もくじ

　JR
ただみ

只見線が走る
えんせん

沿線の
ちいき

地域には、
ゆた

豊かな
しぜん

自然や
れきし

歴史ある
たてもの

建物や
しせき

史跡、

古くから
つた

伝わる
しゅうかん

習慣や文化が

あります。

　只見線の歴史と
とも

共に、只見線が

つないできた歴史や文化を
いっしょ

一緒に

学びましょう。

只見線応援
キャラクター

「キハちゃん」

おうえん

（只見線
かっせいかたいさくきょうぎかい

活性化対策協議会）

只見

みんなで学ぼう!

１

２

３

１

２

３

４

５

１

２

３

只見線がはしるまち

西会津 I.C 会津坂下 I.C

新鶴PA 会津若松 I.C

磐
梯
河
東
I.C

猪
苗
代
磐
梯
高
原
I.C

121

294

289

352352

289

252

49

49

118

401

401

401

400

118

磐梯山

会津駒ヶ岳

会津朝日岳

蒲生岳

浅草岳

明神ヶ岳

博士山

駒止峠

銀山峠

N

福満虚空藏
菩薩圓藏寺

若松城（鶴ケ城）

向羽黒山城跡
伊佐須美神社

からむし織の里
しょうわ

恵
隆
寺 

立
木
観
音

いったことがあるまちは
あるかな？

会津若松市
会津美里町

会
津
坂
下
町

只見町

三島町

昭和村

南会津町

西会津町 喜多方市
北塩原村

猪苗代町

檜枝岐村

柳津町

下郷町

湯川村 磐梯町

金山町

至 

郡
山

至 

小
出

会
津
鉄
道

至 

小
出

至 浅草
至 今市

至 須賀川

至 新潟

至 

新
潟

新潟県

群馬県

猪苗代湖

田子倉湖

伊南川

大川

阿賀野川

只見川

若郷湖

奥只見湖

尾瀬沼

檜原湖 小野川湖

秋元湖

田子倉
ダム

柳津
ダム上田

ダム

宮下
ダム本名

ダム

滝
ダム

か
わ
げ
た

い
な
わ
し
ろ

ば
ん
だ
い
ま
ち

ひ
が
し
な
が
は
ら

しおかわ

き
た
か
たやまとお

ぎ
の

のざわ

あいづわかまつ

にし
わかまつ

あいづほんごう

にいつる

ねぎし
あいづ
たかだ

あいづ
ばんげ

と
う
で
ら

あいづやないづ

あいづ
みやした

はやと

あいづ
みずぬま

あいづ
かわぐち

ほんなあ
い
づ
お
お
し
お

あ
い
づ
し
お
ざ
わ

ただみ

あいづわかまつ

にし
わかまつ

あいづほんごう

にいつる

ねぎし
あいづ
たかだ

あいづ
ばんげ

と
う
で
ら

あいづやないづ

あいづ
みやした

はやと

あいづ
みずぬま

あいづ
かわぐち

ほんなあ
い
づ
お
お
し
お

あ
い
づ
し
お
ざ
わ

ただみ

尾瀬国立公園

駒止
湿原

矢ノ原
湿原

恵みの森
癒しの森

龍興寺 ●沼沢湖 ●

荒屋敷遺跡 ●

●
天海大僧正石像

斎藤清美術館 ●

弘安寺
中田観音 ●

● 飯盛山・さざえ堂

白洲次郎記念碑 ●

● 成法寺 観音堂

● 軽井沢
銀山跡

● 法界寺

● 新島八重 生誕の地
● 大山捨松 生誕の地

河
井
継
之
助
記
念
館 

●

水久保城跡
●

滝
沢
川
お
う
穴
群 

●

● 

南
山
義
民

顕
彰
碑

会津藩校日新館

心
清
水
八
幡
神
社 

●

陣
が
峯
城
跡 

●

只見川第3橋りょう（三島町）
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洗戸沢橋りょう（只見町）

●
鮭立の
磨崖仏

只見線ラッピング車両
只見駅 ─ 小出駅間

只見線ラッピング車両
会津若松駅 ─ 会津川口駅間
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只見線
沿線MAP

只見線
沿線MAP
只見線
沿線MAP

えんせんマップえんせんマップえんせんマップ

はじめに

国道・県道
ばんえつ

磐越自動車道

鉄道

只見線

只見線
ふっきゅう

復旧区間

会津鉄道



只見町

三島町
やないづ
柳津 町

あいづばんげ
会津坂下町

あいづみさと
会津美里町 会津若松市

新潟県 魚沼市

１ ２

 福島県
あいづわかまつ

会津若松市にある「会津若松駅」と
にいがた

新潟県
うおぬま

魚沼市に

ある「
こいで

小出駅」を
むす

結ぶ全長135.2km、全36駅のローカル線

です。只見線は
し　き

四季を通じて、只見川や山々の美しい
けしき

景色が

楽しめるため、とても人気があります。

　また、大
しぜん

自然と只見川にかかる
きょう

橋

りょう（鉄橋）と列車は、美しい
ふうけい

風景を作り出すため、写真を
さつえい

撮影す

る方や、海外からの旅行者も多く
おとず

訪

れています。

１ 只見線について知ろう

JR只見線とは

全長135.2kmのローカル線

只見線と電源開発の
れきし

歴史を見てみよう

２ 只見線の歴史を見てみよう

只見線の歴史と今

第１章 只見線と電源開発

1926年（
たいしょう

大正 15年）
 

「
あいづ

会津線」として、
あいづわかまつ

会津若松駅から
あ い づ ば ん げ

会津坂下駅間（21.6㎞）が開業。

1942年（昭和17年） 「只見線」として
にいがた

新潟県
こいで

小出駅から
おおしらかわ

大白川駅間（26.0㎞）が開業。

1957年（昭和32年）
 た ご  くら

田子倉ダム（只見町）
けんせつ

建設の
しざい

資材を
ゆそう

輸送するための鉄道として、会津川口駅から只見駅間

が開通。

1971年（昭和46年） ８月29日、只見駅から大白川駅間

（20.8㎞）が開通。

会津若松駅から只見駅間を会津線か

ら
ぶんり

分離し、『只見線』に
とうごう

統合され、今

の只見線の形である、会津若松駅か

ら小出駅間135.2㎞となりました。

只見線のはじまり

　2011年（
へいせい

平成23年）７月、新潟・福島豪雨災害が

発生し、只見川にかかる第５・６・７
きょう

橋 りょうが流

され、会津川口駅と只見駅間が運行できなくなりまし

た。現在は、代行バスによる
ゆそう

輸送が続いています。

　只見線は、
ちいき

地域の人々の生活や
かんこう

観光にとって大切

な鉄道路線であるため、上下
ぶんり

分離方式で
ふっきゅう

復旧するこ

とが決定し、全線開通を目指し復旧工事が進められて

います。

ごううさいがい

豪雨災害からの
ふっこう

復興
只見線がつなぐ駅

只見

▲ 流された只見川第６橋りょう（
かねやま

金山町）

只見
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や
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み

こ
い
で

〈
ふっきゅう

復旧工事をしている区間〉

金山町

せいれき

西暦（
われき

和暦） 只見線の歴史

ただみ でんげん

▲ 只見川第１橋りょう（
みしま

三島町）
只見川第４橋りょう（

かねやま

金山町）▲

ただみ れきし

只見駅で只見線全線開通を
いわ

祝う人々 ▲

只見線と会津線が統合され、
げんざい

現在の只見線の形になってから、地元を始め多くの
人々に

あい

愛されてきました。

只見線の列車は、
電気じゃなくて

ディーゼル（軽油）で
動くんだよ

上下分離方式とは

福島県が
えきしゃ

駅舎や線路を
かんり

管理し
JRが列車を運行する

ほうほう

方法だよ



電源開発の立役者

白洲 次郎

白洲次郎記念碑（上田ダム）▼

　
せんご

戦後の日本に大きな
えいきょう

影響 を与えた人物で、
しょだい

初代東北電力会長として只見川の電源開発に
じんりょく

尽力しました。

　本名ダム、上田ダム、柳津ダム、片門ダムに

白洲次郎の言葉が
きざ

刻まれた
きねんひ

記念碑が
た

建てられています。

　
ただみ

只見川の電源開発の歴史は1910年（
めいじ

明治43年）に始まります。只見川は山あいにあり、流れが急

で、雨や雪の量も多く
すいりょう

水量が
ほうふ

豊富なため、水力発電所
けんせつ

建設の有力な
こうほ

候補地でした。

　1951年（昭和26年）に、只見
とくていちいきそうごう

特定地域総合開発計画が定められ、
 た ご  くら

田子倉ダムなどの
だいきぼ

大規模ダム・

発電所をはじめ、多くの水力発電所が建設されました。

　田子倉ダムをはじめとする只見川にあるダム全てで、１時間で
さいだい

最大
やく

約170万kWの電力を作り出すことができます。これらの電気は、送

電線・
へんでん

変電所を通して
かんとう

関東地方や東北地方および
にいがた

新潟県の家庭や会社

に送られ、日々の生活に使われています。

３ ４

３ 電源開発の歴史を見てみよう

電源開発の歴史

電気を作り出す水力発電

電気はどこに行く？

いろいろなダム

家庭や会社の電気へ

 た  ご  くら

田子倉ダム（
ただみ

只見町）

最大出力：400,000kW
ダム高さ：145.00m

みやした

宮下ダム（
みしま

三島町）

最大出力：94,000kW
ダム高さ：53.00m

たき

滝ダム（
かねやま

金山町）

最大出力：92,000kW
ダム高さ：46.00m

ほんな

本名ダム（金山町）
最大出力：78,000kW
ダム高さ：51.50m

やないづ

柳津ダム（柳津町）
最大出力：75,000kW
ダム高さ：34.00m

うわだ

上田ダム（金山町）
最大出力：63,900kW
ダム高さ：34.00m

MAP A-３ MAP C-２ MAP B-３

MAP B-２ MAP C-２ MAP B-２

そうちょすいりょう
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橋
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すいけい

水系の水力発電所の高さの
ひかく

比較

田子倉
510.00

滝
354.00

本名
317.00

上田
281.50

宮下
254.50

柳津
215.00

1946年（昭和21年） 「
みやした

宮下ダム」（
みしま

三島町）が
かんせい

完成。

1952年（昭和27年） 「
ぬまざわぬま

沼沢沼発電所」（
かねやま

金山町）が完成。

1953年（昭和28年）
やないづ

柳津ダム（柳津町）と
かたかど

片門ダム（
あいづばんげ

会津坂下町）が完成。

1954年（昭和29年）
ほんな

本名ダム（金山町）と
うわだ

上田ダム（金山町）が完成。

1959年（昭和34年）

1961年（昭和36年）

田子倉ダム（只見町）が完成。

たき

滝ダム（金山町）が完成。

1963年（昭和38年）
おおとり

大鳥ダム（只見町）が完成。

1982年（昭和57年） 第二沼沢発電所（金山町）が完成。

1989年（
へいせい

平成元年） 只見ダム（只見町）が完成。

せいれき

西暦（
われき

和暦） 電源開発の歴史

建設中の田子倉ダム（只見町）▲

▲ 
きゅうしらすていぶあいそうていきょう

旧白洲邸武相荘提供

でんげん れきし

しらす じろう

最寄駅：

ただみ

只見 最寄駅：

あいづみやした

会津宮下 最寄駅：

あいづしおざわ

会津塩沢

最寄駅：

ほんな

本名 最寄駅：

ごうど

郷戸 最寄駅：

あいづなかがわ

会津中川

最寄駅：

あいづなかがわ

会津中川

MAP B-２

※海抜とは：海水面から
はか

測った
りく

陸地の高さのこと

水が高いところから
落ちるほど発電量が多く

なるんだよ

只見川には
たくさんのダムが
あるんだね

１家庭あたり1日に使う電力は
へいきん

平均約13kW。
約13万世帯で１日に
使われる電力を１時間で
作り出しているんだね



最初は
小さなくぼみに
石が入り

水流

くぼみにおちた
石が水流の力で
ぐるんぐるんと回り
おう穴になる

水流

しぜん

自然の
ぞうけい

造形

　会津地方は、日本海側
きこう

気候に
ぞく

属し、また、海から遠く
はな

離れ

た
ないりくせい

内陸性気候のため、夏は暑く冬は寒いという
とくちょう

特徴がありま

す。特に、新潟県との
けんきょう

県境に
い ち

位置する只見町は、
せきせつ

積雪が3m

を
こ

超すこともあり、国の
とくべつ

特別豪雪地帯に指定されています。

会津地方は
日本有数の豪雪地帯

ごうせつ ち たい

あいづ

　金山町には、
やく

約5,600年前に火山活動から生まれたカルデ

ラ湖である「
ぬまざわこ

沼沢湖」や、長い年月をかけてできた「
たきざわ

滝沢川

お う
けつぐん

穴群 」 が あ

り、大自然が作り

出した造形がたく

さんあります。

　おう穴とは、
かわどこ

川床の岩のくぼみ

等に入り
こ

込んだ小石が水流で回転

し、長い年月をかけてなめらか

に、深く削った岩のことです。

自然が作り出したふしぎな地形

沼沢湖（金山町）▶ 滝沢川おう穴群（金山町）▲

●「おう穴群」って
なんだろう？

５ ６

１ 只見線が走るのはどんなところ？

豊かな自然

　
めんせき

面積の９
わり

割が山林の只見町。只見町には広大

なブナの林が数多くあり、トレッキングや自然
かんさつ

観察ができます。

只見のブナ林

　只見川は
 お  ぜ  ぬま

尾瀬沼を
げんりゅう

源流とし、
あ　が

阿賀川に合流し

て
にいがた

新潟県で日本海にそそいでいます。只見川で

は、
つ　ゆ

梅雨の時期から夏にかけて、
かわぎり

川霧を見ること

ができます。川霧は早朝や夕方、雨上がりなど

に、
あたた

暖 かく
しめ

湿った空

気が川に
ひ

冷やされて生

じます。

只見川

只見線が走るまちと
しゅうへん

周辺のまちの
しぜん

自然や歴史を見てみよう

第２章 只見線がつなぐ歴史

只見

高い山々に
かこ

囲まれた
あいづ

会津地方

　会津地方は、会津
ぼんち

盆地を中心に、東には
ばんだいさん

磐梯山と
いなわしろこ

猪苗代湖、西

には
えちごさんみゃく

越後山脈、南は
しもつけ

下野山地、北は
いいで

飯豊山地に囲まれています。

　
ただみ

只見町や
かねやま

金山町、昭和村の山々には、
ごうせつ

豪雪により
く

繰り返し
なだれ

雪崩

で
やまはだ

山肌が
けず

削り取られて作られた
せっしょくちけい

雪食地形が
はったつ

発達しています。そそ

り立つように急な
しゃめん

斜面とナイフのようにするどい
お　ね

尾根が
とくちょう

特徴で

す。こうした
けいかん

景観が
ひ かくてきていひょうこう

比較的低標高で見ることができるのは
めずら

珍 し

いことです。

MAP C-２

MAP B-２

むげんきょう

霧幻峡の
わた

渡し（
かねやま

金山町）▲
めぐ

恵みの森（只見町）▲

雪食地形（只見町）▲

只見線

の四季
▲ 

ねぎし

根岸駅
ふきん

付近（
あいづみさと

会津美里町）
おおし

大志集落ビューポイント（金山町）▲

春 夏

秋 冬

１

2

ただみ れきし

し　き

最寄駅：

はやと

早戸

最寄駅：

あいづおおしお

会津大塩

只見線は
あいづぼんち

会津盆地の
ゆた

豊かな田園
ちたい

地帯、只見川と山々の中を走ります。

走る場所によっていろいろな美しい
けしき

景色を楽しめます。

▲ 
 た  ご くら

田子倉湖（只見町）
あいづにしかた

会津西方駅
ふきん

付近（
みしま

三島町）▲

知ってるかな？

450cm

11月 12月 1月 ２月 ３月 ４月

350cm

250cm

150cm

50cm

2017-18年の
こうせつりょうひかく

降雪量比較
只見町 会津若松市 福島市

スキー場や
雪まつりイベント
も多いよ !

しゅってん

出展：
きしょうちょう

気象庁HP

　2014年、只見町
ぜんいき

全域と
ひのえまたむら

檜枝岐村の一部地域

は、自然環境・野生動植物と人間社会との
きょうせい

共生

を
じつげん

実現するモデル地域であるユネスコエコパー

クに
とうろく

登録されました。

どの
きせつ

季節も美しい
けしき

景色だね

冬に
は

吐く息が
白くなるのと
同じしくみ
なんだね

写真（春・夏・冬）
ほし

星 
けんこう

賢孝氏
ていきょう

提供



最寄駅：

あいづわかまつ

会津若松

７ ８

2 只見線が走るまちと周辺のまちの歴史

「
こ じ き

古事記」にも
あいづ

会津が登場

ぶ　し

武士の時代

　日本で一番古い
じっさい

実際に
そんざい

存在する歴史書であ

る「古事記」には、東北地方で
ゆいいつ

唯一、会津で

の物語が登場します。

　「古事記」には、３～４
せいきごろ

世紀頃に東日本を
おさ

治めるために送り出された２人の
しょうぐん

将軍、「
たけ

建
ぬなかわわけのみこと

沼河別命」と、「
おおひこのみこと

大毘古命」が、
げんざい

現在の会津

の地で出会い、出会った地点が「
みずべ

水辺」だっ

たことから「相津（あいづ）」と
な　づ

名付けられ

たとつづられていま

す。

　これが現在の「会

津」の地名の
ごげん

語源と

されています。

「会津」のはじまり

　会津地方は、山々に
かこ

囲まれた場所ですが、日

本海
がわ

側と太平洋側からの文化が出会う場所とし

て、また東北地方への入口として
さか

栄えていたた

め、仏教文化が入ってくるのも早いものでした。

　平安時代の
はじ

初め頃、
な　ら

奈良の東大寺や
こうふくじ

興福寺で

学んだ
そう

僧・
とくいつ

徳一によって
しょうじょうじ

勝常寺 や
えに ち じ

恵日寺など

多くの寺院が開かれ、仏教文化が会津地方に広

められました。その中でも
とく

特に恵日寺が大きな

力を持つようになりました。 

　こうして会津地方は、東北地方でいち早く仏

教文化が栄えた地として、奈良・京都・
かまくら

鎌倉・
ひらいずみ

平泉 などと
とも

共に仏教の栄えた
ちいき

地域のひとつに

数えられました。

ぶっきょう

仏教文化の時代

ならぬものはならぬものです

　恵日寺の力がおとろえると、会津地方は武

士による支配が始まりました。
あし な　し 

葦名氏に始ま

り、
がもう

蒲生氏、
うえすぎ

上杉氏、
かとう

加藤氏と支配がうつり、
え　ど

江戸時代の大部分は、
ほしな

保科家から
せい

姓を
あらた

改 め

た会津
まつだいら

松平家が治めました。

　江戸時代には、現在の会津地方と
にいがた

新潟県・
とちぎ

栃木県の一部という広大な
りょうち

領地を治めていま

した。その半分ほどは「
みなみやまおくらいりりょう

南山御蔵入領 」と
よ

呼ばれる
ばくふちょっかつりょう

幕府直轄領で、現在の
みなみあいづぐんぜん

南会津郡全
いき

域と
おおぬまぐん

大沼郡の大半、
やないづ

柳津町の一部でした。

武士による支配

ぼしんせんそう

戊辰戦争

　新しい世の中を作ろうとする
しんせいふぐん

新政府軍と、
ば く ふ

幕府中

心の世の中を守り通そうとした
きゅうばくふぐん

旧幕府軍の
たたか

戦 いが

戊辰戦争です。会津藩も旧幕府軍
がわ

側として
はげ

激しい戦

いを
く

繰り広げ、会津でも戦いが行われました。

　会津藩は、１ヶ月におよぶ若松
じょう

城（
つるがじょう

鶴ヶ城）での

戦いに
た

耐えましたが、力に勝る新政府軍に
やぶ

敗れ、

1868年（
めいじ

明治元年）
きゅうれき

旧暦９月22日に
こうふく

降伏しました。

　会津藩の９代
はんしゅ

藩主です。1862年（
ぶんきゅう

文久２

年）、
とくがわ

徳川幕府の
めいれい

命令により京都
しゅごしょく

守護職にな

り、京都の
ちあん

治安を守るために力を
つ

尽くしまし

た。しかし、戊辰戦争で降伏した後、
にっこうとう

日光東
しょうぐう

照宮の
ぐうじ

宮司などをつとめました。

　上級
はんし

藩士の６
さい

歳～９歳の子ども
たち

達は、当時の学校

である会津
はんこうにっしんかん

藩校日新館に通い、
ちいき

地域ごとに「
じゅう

什」と

いうグループを作り
いっしょ

一緒に勉強や遊びをしていまし

た。この「什」には、「什の
おきて

掟 」というルールが

あり、「ならぬことは、ならぬものです」と教えて

いました。

　
げんざい

現在でも
あいづわかまつ

会津若松市内の小学校では什の掟をもと

にした「あいづっこ
せんげん

宣言」を教えています。
▲ 会津藩校日新館（会津若松市）

若松城
てんしゅかく

天守閣東側（会津若松市教育委員会
ていきょう

提供）▲

あいづっこ宣言

一、人をいたわります

二、ありがとうごめんなさいを言います

三、がまんをします

四、
ひきょう

卑怯なふるまいをしません

五、会津を
ほこ

誇り年上を
うやま

敬います

六、
ゆめ

夢に向かってがんばります

やってはならぬ やらねばならぬ ならぬことはならぬものです

MAP D-１

ただみ しゅうへん れきし

まつだいら

松平  
かたもり

容保

「
つ

津」は
水辺を意味する
文字なんだよ

京都守護職は

今で言う
けいさつ

警察の
ようなものだよ

津川 喜多方

会津若松

只見

田島

檜枝岐

五十里

会津藩（23
まんごく

万石）会津藩（23
まんごく

万石）

南山御蔵入領（５万石）南山御蔵入領（５万石）

群馬県

新潟県

福島県

栃木県

山形県



最寄駅：

あいづみやした

会津宮下

最寄駅：

あいづわかまつ

会津若松

MAP C-２

９ 10

３ どんな

史跡があるの？
わかまつじょう

若松城（
つるがじょう

鶴ヶ城）

　国指定史跡の鶴ヶ城は、1384年（
しとくがんねん

至徳元年）

に
あし な  し

葦名氏によって
た

建てられた東黒川館がはじ

まりといわれています。
ぼしんせんそう

戊辰戦争では
やく

約１ヶ

月に
およ

及ぶ
はげ

激しい
たたか

戦 いに
た

耐えた
めいじょう

名城 として知

られました。

MAP D-２

いいもり

飯盛山

　
あいづわかまつ

会津若松市の東にあり、若松
じょうか

城下を見
わた

渡せる小高

い山で、
びゃっこたい

白虎隊十九
し

士の
はか

墓があります。白虎隊は、

戊辰戦争で戦った16才～17才の少年
たち

達で、ここか

ら火に
つつ

包まれる城下を見て
しろ

城が落城したと思い、
わか

若

い命を
ち

散らしたと言われています。

MAP E-２

MAP C-２

　
あいづみさと

会津美里町にある国指定史跡である
やまじろあと

山城跡で

す。
せんごく

戦国時代に会津を
おさ

治めた葦名
もりうじ

盛氏が８年の
さいげつ

歳月をかけて
しろ

城を
きず

築きました。

　山の上にお茶を飲む場所を
もう

設けていたことにちなんで、

その場所で毎年お茶会が開か

れています。

むかいはぐろやまじょうあと

向羽黒山城跡 MAP D-２

　会津銀山街道の名前は、かつて
やないづ

柳津町にあった
かるいざわ

軽井沢銀山に

由来します。
せんごく

戦国時代から
めいじ

明治時代にかけて、日本有数の銀が

とれる山でした。銀山街道は、
あいづわかまつ

会津若松市から
ただみ

只見町にかけ

て、銀などの
ぶっし

物資を運ぶ
じゅうよう

重要な道でした。

あいづぎんざんかいどう

会津銀山街道

　
あいづばんげ

会津坂下町にある平安時代
まっき

末期の
じょうかんあと

城館跡で

す。12
せいき

世紀の城館
いこう

遺構が
のこ

残る
いせき

遺跡としては全

国でも
めずら

珍しく
きちょう

貴重であるとされ、2007年に陣

が峯城跡として国の史跡に指定されました。

じん

陣が
みねじょうあと

峯城跡 MAP D-１

　
みしま

三島町にある
やく

約2,400年前の
じょうもん

縄文時代
ばんき

晩期の
いせき

遺跡

です。
ど　き

土器や
せっき

石器だけでなく、とても
めずら

珍 しい木
せいひん

製品や
うるしぬり

漆塗製品、
せんい

繊維製品といった
いぶつ

遺物も発見さ

れました。縄文時代の
ぎじゅつ

技術を伝える
きちょう

貴重な遺跡で

す。

　
へいせい

平成30年３月に、
いぶつ

遺物589点を国の
じゅうようぶんかざい

重要文化財

として指定することが文部科学
だいじん

大臣に答申されま

した。

あ ら やしき い せ き

荒屋敷遺跡

▲ 軽井沢銀山
あと

跡

（柳津町）

荒屋敷遺跡出土品 
あ

編みカゴ ▶

（三島町教育委員会
ていきょう

提供 ）　

▲ 荒屋敷遺跡
はっくつちょうさ

発掘調査

みずくぼじょうあと

水久保城跡

　
ただみ

只見駅北
がわ

側の
ようがいさん

要害山に
きず

築かれた
やまじろ

山城です。今か

ら500年前
ごろ

頃の只見地方は
やま の うち し

山之内氏が
おさ

治めていま

した。戦国時代の終わりに
だ　て まさむね

伊達政宗が会津まで
せ

攻

め入り水久保城まで来ましたが、攻め落とされな

かったと言われています。

MAP A-３

陣が峯城跡（会津坂下町教育委員会
ていきょう

提供）▲

しせき

最寄駅：

あいづわかまつ

会津若松

最寄駅：

とうでら

塔寺

最寄駅：

あいづほんごう

会津本郷

最寄駅：

たきや

滝谷

最寄駅：

ただみ

只見

▲ 只見駅のうら（北側）にそびえる山が要害山（手前の建物は只見駅）

山の名前である「要害」とは

地形が
けわ

険しく
てき

敵の
こうげき

攻撃を
ふせ

防ぐために
ゆうり

有利な場所という意味なんだよ

げんざい

現在は、県道になっていて
街道を歩くイベントが
行われているよ

てんしゅかく

天守閣の内部は
きちょう

貴重な
しりょう

資料などを

公開している
はくぶつかん

博物館に
なっているよ

山の上に城を建てて

外から
てき

敵が来ないか
かんし

監視していたんだよ



ふくまんこくぞうぼ さつえ ん ぞうじ

福満虚空藏菩薩圓藏寺

えりゅうじ

恵隆寺 
た ち き

立木観音

MAP E-２ 最寄駅：

あいづわかまつ

会津若松

最寄駅：

あいづやないづ

会津柳津

最寄駅：

あいづたかだ

会津高田

鮭立の磨崖仏
　金山町鮭立地区にある会津地方で

ゆいいつ

唯一

の磨崖仏
ぞうぐん

像群です。磨崖仏とは、
しぜん

自然に

ある
きょだい

巨大な石や岩の
かべ

壁に
ちょくせつ　ほ

直接 彫られた

仏像のことです。
ごこくほうじょう

五穀豊穣と
えきびょうたいさん

疫病退散

を
きがん

祈願し作ったものとされています。

MAP C-２

MAP D-２

日本
いさん

遺産「会津の三十三観音めぐり」

11 12

４ どんなお寺や神社があるの？

　
あいづみさと

会津美里町にあり、会津の守り神と

して2000年の
れきし

歴史があります。会津

の地名の由来となった、
こ　じ　き

古事記に登場

する「
たけぬなかわわけのみこと

建沼河別命」と、その父「
おお

大
ひこのみこと

毘古命」が
まつ

祀られています。

い  さ  す  み

伊佐須美神社
MAP D-２

　
あいづばんげ

会津坂下町にある神社で、
みなもとのよりよし

源頼義 、
よしいえ

義家父子に由来する

とされています。神社の中には、「
とうでらはちまんぐうながちょう

塔寺八幡宮長帳 」と
よ

呼ば

れる
こもんじょ

古文書があり、国の
じゅうよう

重要文化
ざい

財に指定されています。

こころしみずはちまん

心清水八幡神社 MAP D-１

　国の
じゅうよう

重要 文化
ざい

財に指定され

た
え　ど

江戸時代中期の
ぶつどう

仏堂です。上

りと下りですれ
ちが

違わないという、

二重らせん
こうぞう

構造になっており、

同じところを通らずに見物でき

る世界でも
めずら

珍しい
たてもの

建物です。

　日本三大虚空蔵のひとつに数

えられている
やないづ

柳津町にある寺で

す。400年前の大
じしん

地震の時に赤

毛の牛が寺を
さいけん

再建する
しざい

資材を運

んでくれたことから「赤べこ
でんせつ

伝説」が
つた

伝わ

っています。

　福島県内に3つしかない
こくほう

国宝

のひとつ「
いちじれんだいほけきょうかいけつ

一字蓮台法華経開結
とも

共」が
しょぞう

所蔵されています。

　
あいづみさと

会津美里町高田地区出身で、
とくがわいえやす

徳川家康に仕えた「
てんかいだいそうじょう

天海大僧正」

が出家した寺です。

さざえ
どう

堂
りゅうこうじ

龍興寺

MAP B-３

MAP D-２

MAP D-１

　
ただみ

只見町にある寺で、観音堂は

国の重要文化財に指定されてい

ます。

　観音堂は、昔の日本と中国の

建物のつくり方をまぜた美しい

建物で、今から500年前の室町

時代の終わり頃の建物と言われ

ています。

　会津ころり三観音のひとつで

す。
ほんぞん

本尊の十一面観音は
えんむす

縁結び

や
あんざん

安産などのご
りやく

利益があるとさ

れ、国の重要文化財に指定され

ています。

　国の重要文化財であり、会津

ころり三観音のひとつです。

　一本の
もくざい

木材から
ほ

彫られた高さ

8.5mの
きょだい

巨大な
せんじゅかんのんりゅうぞう

千手観音立像 が

あります。

じょうほうじ

成法寺 
かんのんどう

観音堂

あいづ

会津の
だいちんじゅ

大鎮守六社

会津ころり三観音とは、

「ぴんぴん、ころり」と
い

逝きたい

という
ねが

願いを
かな

叶えてくれると
しん

信じられているよ

昔の人は、
友人とお寺や神社を
めぐりながら

旅をすることが
楽しみだったんだよ

岩の壁に彫られた仏像 ▲

会津ころり
三観音

会津ころり
三観音

MAP B-３

さけだち まがいぶつ

最寄駅：

ねぎし

根岸

最寄駅：

ただみ

只見

最寄駅：

とうでら

塔寺

こうあんじ

弘安寺 
なかだかんのん

中田観音

最寄駅：

あいづたかだ

会津高田

最寄駅：

とうでら

塔寺

最寄駅：

あいづよこた

会津横田

　
げんざい

現在の福島県と
にいがた

新潟県にまたがる6つの神社で、
れきだい

歴代の会津
はんしゅ

藩主からも
あつ

厚く
しんこう

信仰されていました。

伊佐須美神社（会津美里町）、心清水八幡神社

（会津坂下町）、
す　わ

諏方神社（
あいづわかまつ

会津若松市）、
いわはし

磐椅神

社（
いなわしろ

猪苗代町）、
こがいくに

蚕養国神社（会津若松市）、西

村
はちまんぐう

八幡宮（新潟県
あ　が

阿賀町）

作られた当時は
色が

ぬ

塗られて
いたんだって

知ってるかな？

会津の大鎮守六社



最寄駅：

あいづばんげ

会津坂下

MAP D-１

MAP D-２ 最寄駅：

あいづわかまつ

会津若松

最寄駅：

あいづたかだ

会津高田

　河井継之助は、
ばくまつ

幕末（江戸時代末期）の
えちごながおかはんし

越後長岡藩士です（現在の
にいがた

新潟県）。
ぼしん

戊辰
せんそう

戦争で
じゅうだん

銃弾を受け
あいづわかまつ

会津若松に向かう
とちゅう

途中、
ただみ

只見町で
な

亡くなりました。 

　只見町にある河井継之助
きねん

記念館には、当時の
きちょう

貴重

な
しりょう

資料や、継之助が亡くなった「
しゅうえん

終焉の
ま

間（部

屋）」が当時の
おもかげ

面影を
のこ

残し
ほぞん

保存されています。

かわい

河井 
つぐのすけ

継之助 （1827年～1868年） MAP B-２

いよく

意欲と
じょうねつ

情熱の先人たち

13 14

5 先人たちの功績を知ろう

にいじま

新島 
や　え

八重 （1845年～1932年）

　
ぼしんせんそう

戊辰戦争では
じゅう

銃をかまえて男
たち

達と
いっしょ

一緒に
たたか

戦いました。戊

辰戦争後は、京都に
うつ

移り、
えいご

英語を学ぶなど
めいじ

明治時代の新しい
じょせい

女性教育者として
かつやく

活躍しました。

　2013年に、新島八重を主人公にしたNHK
たいが

大河ドラマ「八

重の
さくら

桜」が放送されました。

MAP D-２

てんかいだいそうじょう

天海大僧正（1536年～1643年）
MAP D-２

さいとう

斎藤 
きよし

清  （1907年～1997年）

　斎藤清は、
めいじ

明治40年に
あいづ

会津で生まれた
せかい

世界
てき

的な
はん が　か

版画家です。2017年には、
な

亡くなって

20年目を
きねん

記念して、国内
かくち

各地で
だいだいてき

大々的に
てんらん

展覧
かい

会が開かれました。

　斎藤清は
どくがく

独学で、様々な作り方を考え出し、

日本の版画のすごさを世界に
しめ

示しました。

MAP C-２

みなみやまおくらいり

南山御蔵入の
ぎみん

義民たち

　1720年（
きょうほう

享保５年）、
ばくふちょっかつりょう

幕府直轄領であった南山御蔵

入
りょう

領で、
ひゃくしょういっき

百姓一揆が起こりました。
ねんぐ

年貢の重さに
た

耐えか

ねた
のうみん

農民らが、幕府に
うった

訴えたところ南山
いったい

一帯に一揆が広

がりましたが、この一揆の
しゅぼうしゃたち

首謀者達は
しょけい

処刑されてしまい

ました。この話は「南山御蔵入
そうどう

騒動」として
か  ぶ  き

歌舞伎など

でも
えん

演じられ語り
つ

継がれています。

MAP B-２

　会津
はんし

藩士中野
ひょうない

平内の
むすめ

娘 で、子ども
たち

達になぎなたや学問を

教えていました。戊辰戦争が始まると、女性だけで
けっせい

結成され

た
ふじょたい

婦女隊として戦いました。なぎなたで男子顔負けの戦いを

しましたが、戦いむなしく
てき

敵がはなった
だんがん

弾丸に
たお

倒れました。

なかの

中野 
たけこ

竹子 （1850年～1868年）　会津藩
かろう

家老の
むすめ

娘で、日本
はつ

初の女子
りゅう

留
がくせい

学生のひとりとしてアメリカへ
わた

渡りまし

た。
けっこん

結婚後、留学
けいけん

経験をいかして、当時

の外交の
ぶたい

舞台だった
ろくめいかん

鹿鳴館の
はな

華とうたわ

れ、日米
しんぜん

親善の先がけとなりました。

おおやま

大山 
すてまつ

捨松 （1860年～1919年） 中野竹子
じゅんせつ

殉節の
ひ

碑（会津若松市）▲

大山捨松生誕の地 ▲
（会津若松市）（国立国会図書館蔵）

（同志社大学
ていきょう

提供）

▲ 南山御蔵入騒動を
げき

劇化した
ひのえまた

檜枝岐歌舞伎

▼ 南山義民
けんしょうひ

顕彰碑（
かねやま

金山町）

天海大僧正
さきぞう

石像（会津美里町）▲

新島八重
せいたん

生誕の地 ▶

（
あいづわかまつ

会津若松市）　

こうせき

最寄駅：

あいづわかまつ

会津若松

最寄駅：

あいづかわぐち

会津川口

最寄駅：

あいづやないづ

会津柳津

▲ © Hisako Watanabe「仲間達（なかまたち）（Ｂ）」斎藤清美術館所蔵

最寄駅：

あいづしおざわ

会津塩沢

　
あいづみさと

会津美里町高田地区に生まれ、
せんごく

戦国

時代
まっき

末期から
え　ど

江戸時代
しょき

初期にかけて
かつやく

活躍した
そうりょ

僧侶です。
とくがわばくふ

徳川幕府の
き　そ

基礎を

つくった
いえやす
家康をはじめ、２代

しょうぐんひでただ

将軍秀忠

３代将軍
いえみつ

家光につかえ、日本全国の
せいじ

政治や
しゅうきょう

宗教のあり方を決める相談役で

した。

、

地域で行われている
歌舞伎の演目にも
なっているよ

やないづまち

柳津町の斎藤清
びじゅつかん

美術館は

斎藤作品コレクション世界一。

版画
いがい

以外にもいろいろな
作品があるよ。

八重の
おっと

夫の
にいじまじょう

新島襄は、
げんざい

現在の
どうししゃ

同志社大学の元となった

同志社
えいがっこう

英学校を設立したよ

あいづばんげ

会津坂下町の
ほうかいじ

法界寺に

お
はか

墓があるよ



　金山町の
た ら ぶ

太郎布高原などに自生している20cmほどの野生

の大根で、金山町の特産品です。強い
から

辛みが特徴で、
かた

固くて

食べられず「あざむかれた」が「アザキ」の
ごげん

語源と言われています。すりおろして、そ

ばの薬味として食べられています。

アザキ大根

15 16

１ 雪深い内陸ならではの食文化を知ろう

受け
つ

継がれる食の
ち　え

知恵と文化

只見線が走るまちと
しゅうへん

周辺のまちの文化を見てみよう

第３章 只見線がつなぐ文化
只見

　正月やお
いわい

祝などの
とくべつ

特別な日のごちそうです。

ホタテの貝柱でだしを取り、一口大に切った
さといも

里芋やにんじんなど、具だくさんで

作ります。家庭ごとに味つけが
ちが

違う

と言われています。

こづゆ

　海から遠い
あいづ

会津地方では、生魚など

が少なかったため、にしんは
きちょう

貴重なタ

ンパク
げん

源として食べられてきました。

にしんの
さんしょうづけ

山椒漬

　全国でも
あいづばんげ

会津坂下町の立川地区でしか作

られていない
でんとうやさい

伝統野菜です。
ふつう

普通のごぼう

は丸い葉をしていますが、立川ごぼうの葉

はアザミのようにギザギザしています。

立川ごぼう

　会津地方は、全国有数のそばの
さんち

産地です。

また、
どくじ

独自のそば打ち道具や
ぎじゅつ

技術など、
すぐ

優

れたそばの食文化が根
づ

付いています。

そば

　
あいづみさと

会津美里町で
さいばい

栽培されている

梅で、
たね

種が小さくて
かにく

果肉が
あつ

厚く、

ゴルフボールほどもある大き

い実が
とくちょう

特徴です。
むろまち

室町時代に

旅をしていた
そうりょ

僧侶が
げんざい

現在の
おおいた

大分

県の梅を持ちこんだのが始まり

と言われています。

　
やないづ

柳津町を代表するまんじゅう

です。
え　ど

江戸時代の終わりごろ、

数々の
さいがい

災害が起こり、二度とこ

のような災害に「あわ」ないよ

うにと、お寺にお
そな

供えしたのが

はじまりと
つた

伝えられています。

　会津地方
こゆう

固有の
しゅるい

種類のにわと

りです。
にくしつ

肉質が良く、
か

噛むほど

に
うまみ

旨味があふれだしてきます。

美しい
おばね

尾羽は、会津地方に伝わ

る
でんとう

伝統行事「会津
ひがん  じ　し

彼岸獅子」の
かざりばね

飾羽に使われています。

たか だ うめ

高田梅

あわまんじゅう
あいづ じ どり

会津地鶏

　金山町の
とくさん

特産品です。皮も果

肉もオレンジ色で、皮がうす

く、ホクホクした食感で
あま

甘みが

強いのが
とくちょう

特徴 です。主に地面

に実をつけない、つり下げ式で

栽培されるのも特徴です。

　
ただみ

只見町では、
きび

厳しく

長い冬の間、もち米と
ばくが

麦芽だけで水あめを

作っていました。あめ

ができると、ご近所や

友人をまねいてふるま

う
じょせいげんてい

女性限定の「あめよ

ばれ」という風習は今

も
のこ

残っています。

おく

奥会津
かねやま

金山赤カボチャ

水あめ

ア
ザ キ 大 根 の

花

そ
ば
の

花を
見たことある

か
な
？

普
通

のご
ぼうの葉

ただみ

ないりく

ちいき

地域によっては、
「ざくざく」や
「つゆじ」とも
よ

呼ばれているよ



2 伝統とものづくり産業を知ろう

ゆた

豊かな
しぜん

自然を活かした産業

受け
つ

継がれる伝統の
わざ

技

　
あいづ

会津地方は全国有数の米
どころ

処とし

て知られています。会津
ぼんち

盆地を中

心に昼は暑く、夜は
すず

涼しい
きこう

気候と

山から流れ
こ

込む
ゆた

豊かな水に
ささ

支えら

れ、米づくりが
いとな

営まれています。

米づくり

　
しっき

漆器が
ほんかくてき

本格的に作られるようになったのは、

1590年（
てんしょう

天正 18年）に
がもううじさと

蒲生氏郷が会津に入り、

会津の前にいた
おうみ

近江（
げん し  が

現滋賀県）から木の
うつわ

器 や

うるしの器などを作る
しょくにん

職人をまねいて、作るよ

うにすすめたのが始まりと言われています。会

津塗は、国の伝統的
こうげい

工芸品に指定されています。

会津
ぬり

塗

17 18

　福島県には50を
こ

超える

日本酒を
つく

造る
くら

蔵があり、
やく

約

半数が会津地方にある蔵で

す。
よ

良い米、良い水、雪深

く寒いという
じょうけん

条件 が酒造

りに
てき

適しています。

酒
づく

造り

　会津地方は
りょうしつ

良質 な桐の産地として知

られています。
ねんりん

年輪がとても細かく、木

目が美しく、
こうたく

光沢があり、
じょうぶ

丈夫で軽いこ

とから日本一の
ひんしつ

品質と言われています。

会津
きり

桐

　
え　ど

江戸時代
しょき

初期に会津
はんしゅ

藩主となった
ほしなまさゆき

保科正之が
めんか

綿花を育てること

をすすめて、会津に根づかせました。生地が
あつ

厚くて
じょうぶ

丈夫で、
しぜん

自然

なたてじま
もよう

模様がすっきりと美しいのが
とくちょう

特徴です。

　近年はデザインも
くふう

工夫され、
いるい

衣類のほかにも、小物類などにも

広く
りよう

利用され人気があります。

あいづもめん

会津木綿

　
あいづみさと

会津美里町本郷地区で作られている国の
でんとうてきこうげい

伝統的工芸品

です。江戸時代に、会津藩主の保科正之が、
おわり

尾張国
せ　と

瀬戸

（
げんあいち

現愛知県）の
や

焼き物
し

師を
やと

雇い入れて、会津本郷焼が
ほん

本
かくてき

格的に作られはじめました。
げんざい

現在は、16の
かまもと

窯元があ

り、それぞれ
こせいゆた

個性豊かな作品をつくりだしています。

会津
ほんごうやき

本郷焼

　会津地方の山あいでとれるヒロロ、山ブド

ウの皮やマタタビのつるなどの植物を
ざいりょう

材料

に作られます。山あいで雪のふる期間の手仕

事として行われ、
にちじょう

日常 の生活に用いるカゴ

やザルなどがつくられてきました。

　作業は
こうてい

工程ごとに分けられてはおらず、作

り手それぞれが材料をとる所から
かんせい

完成まで１

人で取り組んでいます。

　三島町の「
おく

奥会津編み組細工」は、国の伝

統的工芸品に指定されており、毎年６月に
かいさい

開催される「ふるさと会津工人まつり」は、

全国から多くの方が
おとず

訪れています。

あ

編み
くみざ いく

組細工

　昭和村で古くから
さいばい

栽培が
つづ

続けられている「からむ

し」。からむしはイラクサ科の多年草植物です。その

表皮から取り出した
せんい

繊維を糸にし、
お

織るまでの作業行

程の全てが手作業で行われており、
じばた

地機を用いて織ら

れた
せいひん

製品は国の伝統的工芸品に指定されています。

　
やく

約11か月間昭和村に
たいざい

滞在し、からむし栽培から織

りまでの一
れん

連の作業を行う「
おりひめ

織姫・
ひこぼし

彦星」
たいけんせいど

体験制度が

あります。

奥会津昭和からむし
おり

織

会津塗 ▲

▼ 絵付けの様子

▲ 酒造りの様子

◀ 米焼酎

（
ただみ

只見町）

手で
編んでバッグなど

を
作
れ
る
よ

MAP C-３

でんとう さんぎょう

多年草植物とは
根がかれず
毎年葉やくきを
のばす植物
のこと

え　ど

江戸時代中期には

農業の
ほうほう

方法を
つた

伝える
「会津農書」が書かれて、
その内容を覚えやすく
するため、歌農書も
作られたんだよ。

日本酒だけでなく

米
しょうちゅう

焼酎など
いろいろなお酒を
作ってるよ



只見町にある高さ145m、
そうちょすいりょう

総貯水量日本第３
い

位

のダムは○○○○○○です。（ヒント：４ページ、

６文字）

１

只見線の福島県側の始発駅は○○○○○○○

駅です。（ヒント：１ページ、７文字）

1

タテのカギ

2011年の
ごううさいがい

豪雨災害のため運行のできない
あいづ

会津
かわぐち

川口駅と只見駅間は○○○○○○による
ゆそう

輸送が
つづ

続いています。（ヒント：２ページ、６文字）

2

只見町や金山町、昭和村の山々には、
く

繰り返し
なだれ

雪崩によって
やまはだ

山肌が
けず

削り取られてできた「○○○○

○地形」があります。（ヒント：６ページ、５文字）

3

あいづみさと

会津美里町にある国指定
しせき

史跡である
やまじろあと

山城跡の名

前は、「
むかい

向 ○○○○○
じょうあと

城跡」です。（ヒント：９

ページ、５文字）

4

みしま

三島町に
つた

伝わる伝統行事の「三島の○○○○

○」は、国の
じゅうようむけいみんぞく

重要無形民俗 文化
ざい

財に指定されて

います。（ヒント：19ページ、５文字）

5

只見線の
にいがた

新潟県
がわ

側の始発駅は○○○駅です。

（ヒント：１ページ、３文字）

２

ヨコのカギ

新しい世の中を作ろうとする
しんせいふぐん

新政府軍と、
ばくふ

幕府中

心の世の中を守り通そうとした
きゅうばくふぐん

旧幕府軍の
たたか

戦いが

○○○○○○○です。（ヒント：８ページ、７文字）

3

かねやま

金山町の
さけだち

鮭立地区には、
あいづ

会津地方で
ゆいいつ

唯一の
しぜん

自然

にある
きょだい

巨大な石や岩の
かべ

壁に
ちょくせつほ

直接彫られた「鮭立

の○○○○○」があります。（ヒント：12ページ、

５文字）

4

え　ど

江戸時代
まっき

末期の
えちごながおかはんし

越後長岡藩士で、
ぼしんせんそう

戊辰戦争で
じゅうだん

銃弾を受け只見町で
な

亡くなったのは、○○○○

○○○○です。（ヒント：14ページ、８文字）

5

あいづばんげ

会津坂下町でしか作られていない、ギザギザし

た葉を持つ
やさい

野菜は、「○○○○ごぼう」です。（ヒ

ント：15ページ、４文字）

6

やないづ

柳津町を代表する黄色のまんじゅうの名前は、

「○○まんじゅう」です。（ヒント：16ページ、２文

字）

7

昭和村で
でんとうてき

伝統的に受け
つ

継がれてきた「
おく

奥会津昭

和○○○○○○」は、国の伝統的
こうげい

工芸品に指定

されています。（ヒント：18ページ、６文字）

８

会津地方の山あいでとれる植物を使ってカゴや

ザルを作る「○○○○
ざいく

細工」は、雪のふる期間の

手仕事として行われています。（ヒント：18ペー

ジ、４文字）

９

読んで挑戦！

只見線クロスワード
ただみ

ちょうせん

読んで挑戦！

只見線クロスワード
ただみ

ちょうせん

読んで挑戦！

只見線クロスワード
ただみ

ちょうせん

３ 受け継がれる伝統文化

代々守り受け継ぐ
伝統行事

19

きさい

奇祭 
おおたわら

大俵引き

ばんげはついち

坂下初市 大俵引き

　小正月の15日を中心に、
ご

五
こくほうじょう

穀豊穣や
むびょうそくさい

無病息災、厄落とし

などを願い行われる火祭りで

す。国の
じゅうようむけいみんぞく

重要無形民俗文化
ざい

財に

指定されています。

　三島町
たかしみず

高清水地区で受け継が

れ、毎年３月４日に無病息災を

願い手作りの紙
ひな

雛（紙で作った

人形）を
ただみ

只見川に流します。
みしま

三島のサイノカミ

ひな

雛流し

　只見町小林地区に
つた

伝わる伝統

の田植え踊りで、
ほうさく

豊作や家内安

全を願い踊ります。県の無形民

俗文化財に指定されています。

小林
さ お と め お ど

早乙女踊り

　毎年１月に
あいづみさと

会津美里町で行

われる大俵を引き合う
ゆうそう

勇壮な

祭りです。

　
あか

紅組が勝つと商売
はんじょう

繁盛 、白

組が勝つと
ほうさく

豊作になると言わ

れています。

　毎年１月、会津坂下町で
したおび

下帯
すがた

姿 の男たちが東西に分かれ大

俵を引き合います。東が勝つと

米の
ねだん

値段があがり、西が勝つと

豊作になると言われています。

あいづ ひ  がん じ  し

会津彼岸獅子

　会津地方に古くから
つた

伝わる伝統行事で、春の彼岸に

３体の
し　し

獅子が
まい

舞を
ひろう

披露します。春の
おとず

訪れを
いわ

祝い、
ほうさく

豊作

と家内安全を
いの

祈ります。

　数え年13
さい

歳の子どもたち

が、
やないづ

柳津町の
ふくまんこくぞうぼさつえん

福満虚空藏菩薩圓
ぞ う じ

藏寺で
やく

厄を
はら

払い、
ち　え

知恵を
さず

授けて

いただけるように
きがん

祈願します。

十三
こう

講まいり

三島町高清水地区ひな流し ▲

（三島町教育委員会
ていきょう

提供 ）

クロスワードの答え：
A B C D E

● クロスワードの答えは
うら

裏表紙に
けいさい

掲載しています。

只見

でんとうつ

雪と火のまつり ▲

３

2

１

５

４

３

８

１

２

７

５

４

９

６

DE

A B

C

問題のヒントは
この本の中に

かく

隠されているよ！
よく読んでみよう
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