
東海 福島県人会
「同郷のよしみ」という言葉があるが、故郷を一にするつながりほど
強いものはない。そのネットワークを組織化したものが県人会である。
県の特色などを紹介する「県人会シリーズ」の第5回目は福島県。
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東
海
福
島
県
人
会
の
概
要
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

関
本
　
会
の
発
足
は
昭
和
50
年
12
月
。

会
員
は
基
本
的
に
東
海
三
県
（
愛
知
・

岐
阜
・
三
重
）
に
居
住
す
る
福
島
県
出

身
者
と
そ
の
縁
故
者
。
で
す
が
、
福
島

県
出
身
で
な
く
て
も
、
福
島
が
好
き
と

か
、
応
援
し
た
い
と
い
う
方
な
ら
ば
、

ど
な
た
で
も
入
会
で
き
ま
す
。
現
時
点

の
会
員
数
は
約
1
5
0
名
。

主
に
ど
ん
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
の
で

す
か
？

関
本
　
郷
土
福
島
県
の
P
R
と
会
員

ど
う
し
の
親
睦
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

愛
知
県
と
名
古
屋
市
が
9
月
に
共
催
す

る
「
ふ
る
さ
と
全
国
県
人
会
ま
つ
り
」

へ
の
参
加
、
そ
し
て
10
月
の
「
総
会
」

が
主
な
活
動
で
す
。
ま
た
、
会
報
『
ふ

く
し
ま
』
を
年
1
回
発
行
し
、
総
会
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

こ
の
会
報
は
1
0
0
ペ
ー
ジ
も
あ

る
冊
子
で
、
こ
れ
ほ
ど
分
量
の
あ
る

会
報
を
発
行
し
て
い
る
県
人
会
は
、

東
海
福
島
県
人
会
を
お
い
て
他
に
な
い

と
思
い
ま
す
。
会
の
発
足
か
ら
43
年
を

迎
え
ま
し
た
が
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く

毎
年
発
行
し
て
い
る
こ
と
も
誇
れ
る
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

表
紙
を
飾
っ
て
い
る
の
は
、
南
会
津

町
出
身
で
県
人
会
相
談
役
で
あ
る
大
竹

幸
一
画
伯
の
絵
画
。
一
見
、
写
真
に
見

え
ま
す
が
、
非
常
に
細
密
に
描
か
れ
た

油
彩
画
で
す
。
会
報
を
手
に
取
っ
た
人

に
「
油
絵
で
す
よ
」
と
伝
え
る
と
、
み

な
さ
ん
、
び
っ
く
り
さ
れ
ま
す
。

昨
年
は
戊
辰
1
5
0
周
年
。
そ
れ
に

ち
な
ん
だ
論
稿
や
寄
稿
を
募
り
ま
し
た
。

関
本
会
長
さ
ん
が
愛
知
県
に
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
の
は
、い
つ
頃
で
し
ょ
う
か
？

関
本
　
昭
和
40
年
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
知
り
合
い
か
ら
仕
事
を
手
伝
い

に
来
て
く
れ
な
い
か
と
頼
ま
れ
て
、
こ

ち
ら
に
来
て
、
そ
れ
以
来
で
す
。

出
身
は
耶
麻
郡
塩
川
町
。
市
町
村

合
併
で
、
今
は
喜
多
方
市
に
な
っ
て

い
ま
す
。

福
島
県
の
特
徴
は
？

村
上
　
福
島
県
は
、
北
海
道
、
岩
手
県

に
次
ぐ
、
3
番
目
に
面
積
の
広
い
県

で
、
人
口
は
約
1
9
0
万
人
。

東
北
地
方
の
玄
関
口
に
あ
っ
て
、
新

幹
線
を
利
用
す
れ
ば
東
京
か
ら
1
時
間

20
分
程
度
の
距
離
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

県
域
は
、
お
お
む
ね
「
会
津
地
方
」

「
中
通
り
」「
浜
通
り
」
の
三
つ
の
地
域

に
分
け
ら
れ
ま
す
。

会
津
地
方
は
、
内
陸
部
に
あ
っ
て
、

会
津
若
松
市
や
喜
多
方
市
の
あ
る
地

域
。
中
通
り
は
、
東
北
新
幹
線
の
沿
線

に
広
が
っ
て
い
る
地
域
で
、
県
庁
所
在

地
で
あ
る
福
島
市
や
郡
山
市
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
浜
通
り
は
太
平
洋
沿

岸
の
地
域
。
県
内
最
大
の
人
口
を
擁
す

る
い
わ
き
市
な
ど
が
あ
っ
て
、
東
日
本

大
震
災
で
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た

の
は
、
お
も
に
こ
の
地
域
で
す
。

三
つ
の
地
域
を
隔
て
て
い
る
の
が
、

奥
羽
山
脈
と
阿
武
隈
高
地
。
こ
の
ふ
た

つ
の
山
系
が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
風
土
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？

関
本
　
ま
ず
、
気
候
で
す
。
会
津
地
方

は
豪
雪
地
帯
。
2
～
3
メ
ー
ト
ル
の
雪

が
積
も
り
ま
す
か
ら
、
冬
場
は
閉
ざ
さ

れ
ま
す
。
浜
通
り
は
太
平
洋
側
気
候
。

県
人
会
シ
リ
ー
ズ
の
5
回
目
の
今
回
は
、
名
古
屋
市
中
区
に
あ
る
福
島
県
の
名
古
屋

事
務
所
に
お
じ
ゃ
ま
し
て
、
県
人
会
会
長 

関
本
幸
夫
氏
と
、
名
古
屋
事
務
所
所
長 

村
上
利
通
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

東海福島県人会　会長

関本 幸夫 氏

猪苗代湖 表紙は大竹幸一画伯の絵画。写真に見えるが、非常に細密に描かれた油彩画。
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夏
は
あ
ま
り
暑
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

年
間
を
通
し
て
気
温
の
変
動
が
小
さ
い

の
で
、
冬
で
も
そ
れ
ほ
ど
寒
く
あ
り
ま

せ
ん
。
晴
れ
の
日
が
多
く
、
雪
の
日
は

数
え
る
ほ
ど
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
中
通

り
は
、
会
津
地
方
と
浜
通
り
の
中
間
気

候
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。

住
ん
で
い
る
人
た
ち
の
気
質
も
三
者

三
様
。
福
島
県
民
は
、
真
面
目
で
、
義

理
堅
く
て
、我
慢
強
い
。そ
ん
な
イ
メ
ー

ジ
を
一
括
り
に
し
て
抱
く
人
が
多
い
の

で
す
が
、
実
際
に
は
地
域
ご
と
に
強
烈

な
個
性
が
あ
り
ま
す
。
会
津
地
方
は
頑

固
。
中
通
り
は
優
し
い
。
浜
通
り
は
元

気
で
明
る
く
開
放
的
。
福
島
県
内
で

は
、
そ
う
い
う
捉
え
方
が
一
般
的
で
す
。

会
津
地
方
が
頑
固
だ
と
い
う
の
は
、

か
つ
て
会
津
藩
に
あ
っ
た
「
什じ
ゅ
うの

掟お
き
て」

の
精
神
が
底
流
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
什
の
掟
は
七
ヵ
条
か
ら

な
る
子
弟
教
育
の
た
め
の
戒
で
、
末
尾

が
「
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
」
で
締
め

く
く
っ
て
あ
る
文
書
で
す
。

ま
た
、
お
も
し
ろ
い
の
は
「
会
津
の

三
泣
き
」
と
い
う
会
津
人
の
性
格
を
表

す
言
葉
が
あ
る
こ
と
で
す
。
初
め
て
会

津
に
赴
任
し
た
人
は
、
よ
そ
者
に
対
す

る
会
津
人
の
と
っ
つ
き
に
く
さ
に
泣

く
。
や
が
て
、
生
活
に
慣
れ
て
く
る
と
、

今
度
は
会
津
人
の
温
か
な
心
に
泣
く
。

そ
し
て
、
会
津
を
去
る
時
に
、
会
津
人

の
情
の
深
さ
に
心
を
打
た
れ
、
離
れ
が

た
く
て
涙
を
流
す
と
い
う
も
の
で
す
。

じ
つ
は
、
東
海
福
島
県
人
会
の
会
員

の
多
く
は
、
会
津
地
方
の
出
身
者
な
の

で
す
。

ほ
か
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
？

村
上
　
宮
城
県
の
仙
台
市
が
発
展
す
る

ま
で
、
東
北
で
最
も
栄
え
て
い
た
の
が

会
津
地
方
で
す
。
会
津
は
太
平
洋
戦
争

の
空
襲
被
害
も
受
け
て
い
ま
せ
ん
か

ら
、
古
い
街
並
み
が
残
っ
て
い
ま
す
し
、

造
り
酒
屋
な
ど
も
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。

も
と
も
と
交
通
の
往
来
の
盛
ん
な
中

通
り
は
、
他
か
ら
来
る
人
を
受
け
入
れ
、

お
も
て
な
し
を
す
る
文
化
が
発
達
し
て

い
ま
す
。
郡
山
は
、
明
治
維
新
の
後
、

大
久
保
利
通
が
水
路
を
開
き
、
田
ん
ぼ

や
畑
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
人
口
が
増

え
た
都
市
な
の
で
す
。

東
北
地
方
で
工
業
製
品
の
出
荷
額
が

最
も
多
い
の
が
福
島
県
。
そ
の
牽
引
役

に
な
っ
て
い
る
の
が
浜
通
り
の
南
部
で

す
。
明
治
時
代
、
常
磐
炭
坑
が
発
見
さ

れ
、
首
都
圏
か
ら
い
ち
ば
ん
近
い
炭
田

地
に
な
っ
た
こ
と
で
、
常
磐
線
が
敷
か

れ
、
工
業
地
帯
と
し
て
大
い
に
発
展
し

ま
し
た
。

福
島
県
は
モ
モ
が
有
名
で
す
が
、農
産

物
に
は
ど
ん
な
も
の
が
？

村
上
　
地
域
ご
と
の
気
候
を
活
か
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
農
産
物
を
生
産
し
て

い
ま
す
。
種
類
が
多
い
の
で
す
。
産
出

額
が
全
国
ト
ッ
プ
テ
ン
に
入
る
も
の
も

た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
モ
モ
は
2
位
、
ナ

シ
、
キ
ュ
ウ
リ
、
な
め
こ
は
4
位
。
ほ

か
に
も
、
コ
メ
、
ト
マ
ト
、
ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
、
リ
ン
ゴ
な
ど
も
10
位
以
内
に

ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
1
位
の
も
の
が
な
い
た
め
、

知
名
度
が
今
ひ
と
つ
な
の
が
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
断
ト
ツ
の

も
の
が
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
山

形
県
で
す
と
、「
サ
ク
ラ
ン
ボ
で
す
」

と
堂
々
と
P
R
で
き
る
の
で
す
が
、

福
島
県
に
は
そ
う
い
っ
た
も
の
が
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
「
ふ
く
し
ま
の
モ
モ
は
生

産
額
は
2
位
で
す
が
、
味
は
日
本
一
で

す
」
と
P
R
し
て
い
ま
す
。

愛
知
県
の
工
業
生
産
は
日
本
一
。

農
業
は
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
い
印
象

を
受
け
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
農

業
生
産
額
は
福
島
県
の
1
・
5
倍
あ
り

ま
す
。
わ
た
し
は
、
名
古
屋
に
赴
任
し

て
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
ビ
ッ
ク

リ
し
た
も
の
で
す
。

と
く
に
、
東
三
河
に
は
全
国
有
数
の

生
産
を
誇
る
作
物
も
多
く
、
ハ
ウ
ス
栽

培
で
大
規
模
な
園
芸
農
業
を
行
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
農
家
一
戸
あ
た
り
の
生
産

額
は
福
島
県
の
2
倍
強
も
あ
る
。
愛
知

県
は
、
工
業
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
た

効
率
的
な
農
業
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
こ
の
点
は
福
島
県
で
も
見
習
い
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、

先
日
、
愛
教
大
附
属
岡
崎
中
学
校
の
文

化
祭
で
、
飯
舘
村
で
肥
育
し
て
い
る
牛

の
肉
を
食
べ
て
も
ら
う
と
い
う
イ
ベ
ン

ト
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

飯
舘
村
は
畜
産
が
盛
ん
な
地
域
で
し

た
が
、
震
災
に
よ
る
原
発
事
故
の
影
響

な
ど
で
廃
業
し
た
人
や
、
牛
を
ト
ラ
ッ

ク
で
避
難
さ
せ
、
避
難
先
で
血
統
を
残

す
取
組
み
を
し
て
畜
産
を
続
け
て
い
る

人
も
い
ま
す
。
そ
の
飯
舘
村
に
附
属
中

学
2
年
生
の
生
徒
さ
ん
た
ち
30
人
が
、

夏
休
み
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
現
地
の

日新館

福島県名古屋事務所　所長 村上利通 氏

什
の
掟

江
戸
時
代
、
会
津
藩
士
の
子
弟
は
10
歳
に
な
る
と
藩
校
「
日
新
館
」

に
入
学
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
事
前
教
育
と
し
て
、

6
歳
か
ら
9
歳
ま
で
の
間
、
10
人
程
度
の
「
什
」
と
い
う
集
団
に
所
属

し
、藩
士
の
心
構
え
を
身
に
つ
け
、人
と
し
て
の
基
本
を
叩
き
こ
ま
れ
た
。

「
什
の
掟
」
は
そ
の
小
集
団
の
定
め
。
名
君
の
誉
れ
の
高
い
、
初
代

会
津
藩
主 

保
科
正
之
の
教
え
を
受
け
継
い
で
制
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

現
在
は
「
什
の
掟
」
を
基
に
し
た
「
あ
い
づ
っ
こ
宣
言
」
が
あ
り
、

会
津
若
松
市
内
の
子
供
た
ち
は
暗
唱
し
て
い
る
。
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畜
産
農
家
の
人
や
村
の
中
学
生
な
ど
い

ろ
い
ろ
な
方
か
ら
話
を
聞
い
た
そ
う
で

す
。
そ
れ
が
牛
肉
を
食
べ
る
イ
ベ
ン
ト

に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
が
、
じ
つ
は
そ

の
生
徒
さ
ん
た
ち
は
名
古
屋
事
務
所
に

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

食
の
安
全
性
や
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化

に
つ
い
て
の
質
問
を
さ
れ
た
の
で
す
が
、

大
変
に
優
秀
な
生
徒
さ
ん
た
ち
で
し
た

か
ら
、
鋭
い
質
問
に
こ
ち
ら
が
タ
ジ
タ

ジ
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

福
島
県
は
魅
力
の
あ
る
観
光
地
も
少
な

く
な
い
よ
う
で
す
。

関
本
　
鶴
ヶ
城
、
猪
苗
代
湖
、
尾
瀬
。

尾
瀬
は
、
福
島
、
栃
木
、
群
馬
、
新

潟
の
4
県
に
ま
た
が
る
国
立
公
園
で

す
。
メ
イ
ン
ル
ー
ト
が
群
馬
県
側
に
あ

り
ま
す
か
ら
、
尾
瀬
と
い
え
ば
群
馬
県

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
が
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
面
積
範
囲
が
も
っ
と
も
広
い
の

は
福
島
県
側
で
す
。
宿
泊
で
き
る
山
小

屋
も
福
島
県
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
映
画
「
フ
ラ
ガ
ー
ル
」
の
舞

台
と
な
っ
た
い
わ
き
市
に
は
、「
ス
パ

リ
ゾ
ー
ト
ハ
ワ
イ
ア
ン
ズ
」
や
「
ア
ク

ア
マ
リ
ン
ふ
く
し
ま
」
な
ど
、
大
型
観

光
施
設
が
点
在
し
ま
す
。

福
島
県
の
ご
当
地
グ
ル
メ
の
筆
頭
で

あ
る
喜
多
方
ラ
ー
メ
ン
は
、
札
幌
ラ
ー

メ
ン
、
博
多
ラ
ー
メ
ン
と
と
も
に
日
本

三
大
ラ
ー
メ
ン
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

醤
油
ベ
ー
ス
、
太
い
縮
れ
麺
が
特
徴
で
、

朝
食
で
食
べ
ら
れ
る
ほ
ど
あ
っ
さ
り
し

て
い
ま
す
か
ら
、「
朝
ラ
ー
」と
い
っ
て
、

朝
、
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
て
か
ら
出
勤
す

る
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
喜
多
方
ラ
ー

メ
ン
は
、
ご
当
地
ラ
ー
メ
ン
の
先
駆
け

で
す
。
県
内
に
は
、
ほ
か
に
も
個
性
豊

か
な
ラ
ー
メ
ン
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

か
ら
、ラ
ー
メ
ン
は
県
民
の
ソ
ウ
ル
フ
ー

ド
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
、
福
島
県
に
そ
れ
ほ
ど
ラ
ー
メ

ン
が
広
が
っ
た
の
か
。
戦
後
、
大
勢
の

復
員
兵
が
広
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。

村
上
　
偉
人
と
し
て
世
界
的
に
知
ら
れ

て
い
る
の
は
、
細
菌
学
者
の
野
口
英
世

博
士
で
し
ょ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

千
円
札
の
肖
像
画
に
な
っ
て
い
る
博
士

で
す
。
猪
苗
代
湖
畔
の
貧
し
い
農
家
に

生
ま
れ
た
野
口
英
世
博
士
は
、
黄
熱
病

や
梅
毒
の
研
究
で
3
回
も
ノ
ー
ベ
ル
賞

の
候
補
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
作
曲
家
の
古
関
裕
而
さ
ん
。

昭
和
39
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開

会
式
で
鳴
り
響
い
た
「
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
マ
ー
チ
」、
甲
子
園
球
場
に
流
れ

る
全
国
高
等
学
校
野
球
選
手
権
大
会
の

歌
「
栄
冠
は
君
に
輝
く
」
な
ど
の
曲
を

作
っ
た
人
で
す
。
生
涯
で
約
5
0
0
0

曲
を
作
曲
し
、
数
多
く
の
名
曲
を
残
し

て
い
ま
す
。

古
関
さ
ん
の
妻
・
金
子
さ
ん
は
豊
橋

市
の
出
身
。そ
ん
な
関
係
も
あ
っ
て「
豊

橋
市
歌
」
の
作
曲
も
手
が
け
て
い
ま
す
。

現
在
、
福
島
市
と
豊
橋
市
は
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

開
催
さ
れ
る
2
0
2
0
年
に
も
う
一
度

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
マ
ー
チ
」
を
響
か

せ
よ
う
と
企
画
し
て
い
て
、
古
関
夫
婦

の
物
語
を
N
H
K
ド
ラ
マ
に
し
て
も

ら
え
な
い
か
と
、
働
き
か
け
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

三春滝桜： 日本三大桜のひとつに数えられる桜。国の天然記念物に指定。樹齢1000年以上といわれ、滝が流れ落ちるように見える
ことから、滝桜と呼ばれるようになった。

会津絵ろうそく祭り 高湯温泉 野口英世記念館

愛教大附属岡崎中学校 文化祭
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福
島
県
と
東
海
地
方
と
は
、歴
史
的
に

つ
な
が
り
が
深
い
よ
う
で
す
。

関
本
　
会
津
の
礎
を
築
い
た
の
は
、
戦

国
武
将
の
蒲
生
氏
郷
で
す
。
江
州
日

野
に
生
ま
れ
、
伊
勢
松
ヶ
島
城
主
と

な
っ
た
後
、
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
征

伐
に
従
軍
し
、
天
正
18
年
（
1
5
9
0

年
）、
会
津
に
転
封
、
黒
川
城
主
に
な

り
ま
し
た
。

会
津
若
松
は
元
の
名
を
会
津
黒
川

と
言
っ
た
の
で
す
が
、
氏
郷
が
故
郷

日
野
城
の
近
く
に
あ
っ
た
「
若
松
の

森
」
に
ち
な
ん
で
黒
川
を
若
松
に
改

め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

黒
川
城
を
7
層
の
天
守
に
改
修
し
、

城
下
町
を
建
設
し
た
の
も
氏
郷
の
功

績
で
す
。

江
戸
時
代
に
は
三
代
将
軍
徳
川
家
光

の
異
母
弟
で
あ
る
保
科
正
之
が
会
津
若

松
城
主
と
な
り
ま
し
た
。
正
之
は
会
津

松
平
家
の
初
代
藩
主
。
藩
の
憲
法
と
も

い
え
る
『
会
津
家
訓
十
五
箇
条
』
を
定

め
て
い
ま
す
。

そ
の
定
め
に
徳
川
家
に
危
機
が
迫
っ

た
時
に
は
、
宗
家
を
支
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
記
し
て
あ
っ
て
、
会
津
藩
は

そ
の
教
え
を
忠
実
に
守
り
、
幕
末
の
悲

劇
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ

り
ま
す
。
有
名
な
白
虎
隊
の
悲
劇
も
そ

の
ひ
と
つ
で
す
。

ま
た
、
福
島
市
に
あ
っ
た
福
島
藩
。

じ
つ
は
、
刈
谷
市
に
あ
っ
た
刈
谷
藩
と
、

お
互
い
に
飛
び
地
領
を
持
ち
合
う
間
柄

で
し
た
。
今
も
福
島
市
に
は
刈
谷
藩
の

陣
屋
跡
が
残
り
、
刈
谷
市
に
は
福
島
藩

の
陣
屋
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

刈
谷
市
に
は
デ
ン
ソ
ー
の
本
社
が
あ

り
ま
す
が
福
島
県
に
も
工
場
が
あ
り

ま
す
ね
。

村
上
　
従
業
員
6
0
0
人
規
模
の
大
き

な
工
場
で
、
福
島
県
経
済
を
牽
引
し
て

い
ま
す
。

そ
の
工
場
の
竣
工
が
、
東
日
本
大

震
災
・
原
発
事
故
の
直
前
だ
っ
た
の

で
す
。
工
場
を
避
難
所
と
し
て
開
放

し
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
福
島
県
民

が
救
わ
れ
ま
し
た
。
大
変
感
謝
し
て

い
ま
す
。

昔
も
今
も
福
島
県
と
愛
知
県
と
の
絆

は
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
ま

す
ま
す
観
光
や
産
業
、
文
化
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
交
流
が
活
発
に
な
る

よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
し
、
名
古
屋
事

務
所
は
力
い
っ
ぱ
い
そ
の
支
援
を
し
て

い
く
所
存
で
す
。

鶴
ヶ
城

至徳元年（1384年）、葦名直盛によって東黒川館として築かれたのがはじまり。天正18年（1590年）に会津
移封となった蒲生氏郷が本格的な天守閣を備えた城へと改築。名称を「鶴ヶ城」と改めた。
難攻不落の名城と謳われた鶴ヶ城。戊辰戦争で新政府軍が1ヵ月猛攻しても落ちなかった。石垣だけを残して
取り壊されたのは明治7年。
現在の天守閣は昭和40年9月に再建された。平成23年の春、赤瓦への全面葺き替えが行われ、幕末当時の姿に
生まれ変わった。城址公園のほとんどが国指定史跡となっており、春は桜が美しい。平成27年4月、天守閣再建
50周年を記念して、展示室が全面リニューアルされた。

蒲生氏郷像　西光寺蔵、福島県立博物館寄託

保科正之　所蔵者「土津神社」 協力「会津若松市」
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震
災
か
ら
も
う
じ
き
8
年
で
す
。

村
上
　
浜
通
り
は
甚
大
な
被
害
を
受

け
ま
し
た
。
除
染
や
イ
ン
フ
ラ
の
復

旧
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
今
な
お
、

避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
方
が

4
万
3
千
人
あ
ま
り
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

原
子
力
災
害
に
伴
う
避
難
指
示
区
域

に
つ
い
て
は
、
大
部
分
が
解
除
さ
れ
て

い
ま
す
し
、
除
染
や
復
興
事
業
に
よ
り
、

復
興
再
生
は
着
実
に
進
ん
で
い
ま
す
。

県
内
の
放
射
線
量
も
大
幅
に
減
少
し
て

い
ま
す
。

SL磐梯会津路号

復
興
に
向
け
た
取
組
み
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

村
上
　「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー

ス
ト
構
想
」
と
い
う
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
中
心
に
、
世
界
が
注
目
す
る
浜
通

り
の
再
生
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
開
催
さ
れ
る
2
0
2
0
年
を
目
途

に
、
廃
炉
の
研
究
拠
点
、
ロ
ボ
ッ
ト
の

研
究
、
実
証
拠
点
な
ど
の
新
た
な
研
究

産
業
拠
点
を
整
備
し
、
新
技
術
や
新
産

業
を
創
出
し
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

る
産
業
基
盤
の
再
構
築
を
図
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
住
民
の
帰
還
に
加
え
、
新
た
な
住
民

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
画
を
推
進
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
地

域
再
生
を
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

「
ふ
く
し
ま
か
ら
は
じ
め
よ
う
。」
が

ス
ロ
ー
ガ
ン
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
復

興
に
向
け
て
歩
み
は
じ
め
よ
う
。
福
島

か
ら
新
た
な
流
れ
を
創
っ
て
い
こ
う
。

そ
う
し
た
未
来
へ
の
意
志
が
込
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

福
島
県
は
必
ず
立
ち
直
り
ま
す
。
福

島
の
復
興
は
、
新
た
な
社
会
の
可
能
性

を
示
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。

相馬野馬追

雄国沼湿原

写真提供：公益財団法人福島県観光物産交流協会・会津若松市教育委員会
　　　　  会津若松市観光商工部観光課・一般財団法人会津若松観光ビューロー
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