
夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
空
の
通
ひ
路
は

　
　
　か
た
へ
涼
し
き
風
や
吹
く
ら
む

夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
空
の
通
ひ
路
は

　
　
　か
た
へ
涼
し
き
風
や
吹
く
ら
む
古
今
和
歌
集

　凡
河
内
躬
恒

お
お
し
こ
う
ち
の
み
つ
ね

写真：菅家洋子写真：菅家洋子

あ
だ
花
の
よ
う
な
盆
の
賑
わ
い
も
な
く

ひ
っ
そ
り
と
夏
が
逝
く

食
を
繋
ぐ
野
菜
が
溢
れ

草
々
が
高
く
繁
茂
す
る

風
の
道
は
　
夏
の
後
ろ
姿

あ
だ
花
の
よ
う
な
盆
の
賑
わ
い
も
な
く

ひ
っ
そ
り
と
夏
が
逝
く

食
を
繋
ぐ
野
菜
が
溢
れ

草
々
が
高
く
繁
茂
す
る

風
の
道
は
　
夏
の
後
ろ
姿

2020年 夏



奥
会
津
の
ブ
ナ
の
森
は
「
も
の
の
け
の
森
」

写
真
・
文　
新
国　
勇

人
気
ア
ニ
メ
「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
と
「
も
の
の
け
姫
」
は
、
人
と
森
林
と

の
関
係
が
う
ま
く
描
か
れ
て
い
る
。ト
ト
ロ
は
人
家
周
辺
の
里
山
の
森
に
す
む
。

一
方
、
も
の
の
け
姫
は
人
が
近
づ
け
な
い
奥
山
の
森
が
舞
台
だ
。
こ
れ
を
例
に

と
れ
ば
、
奥
会
津
に
広
が
る
ブ
ナ
の
森
は
人
の
手
が
及
ば
な
い
自
然
林
で
あ
り

「
も
の
の
け
の
森
」
と
い
え
る
。
自
然
林
は
国
内
の
森
林
面
積
の
一
割
ほ
ど
し

か
な
く
日
本
の
宝
で
あ
る
。
自
然
林
以
外
の
森
は
人
が
育
て
た「
ト
ト
ロ
の
森
」

で
、
杉
の
人
工
林
や
コ
ナ
ラ
な
ど
の
二
次
林
か
ら
で
き
て
い
る
。
奥
会
津
の
ブ

ナ
の
森
は
、
世
界
に
冠
た
る
「
も
の
の
け
の
森
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

徳
一
清
水（
古
杉
ノ
井
）と

地
蔵
様
の
お
祭
り

柳
津
町
の
大
野
集
落
は
尾
根
の
上

近
く
に
あ
り
、
徳
一
が
虚
空
蔵
堂
を

造
作
し
た
と
き
の
樹
木
を
伐
採
し
た

人
た
ち
の
住
む
場
所
だ
っ
た
と
い
う

伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
。

盛
夏
の
炎
熱
に
苦
し
む
伐
採
の

人
々
の
た
め
に
、
徳
一
が
加
治
を
行

う
と
清
水
が
湧
き
出
し
、
の
ど
を
潤

す
こ
と
が
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
清
水
の
そ
ば
に
、
徳
一

は
光
泉
寺
を
建
て
ま
し
た
。
地
蔵
堂

の
清
水
は
、
現
在
は
近
く
に
移
さ
れ

ま
し
た
が
、
清
冽
な
水
は
大
切
に
維

持
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
蔵
堂
の
六
体
の
地
蔵
様
は
、
子

ど
も
を
守
る
た
め
に
い
つ
も
は
家
々

を
回
り
、
お
祭
り
の
日
に
堂
に
戻
っ

て
く
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
柳
津
町

の
大
野
集
落
に
夏
の
終
わ
り
を
告
げ

る
、つ
つ
ま
し
や
か
な
お
祭
り
で
す
。

（
写
真
・
文
・
菅
家
博
昭
）

奥
会
津
の
神
々

本
名
の
発
電
所
か
ら
国
道
と
別
れ
、
霧
来
川

に
沿
っ
て
崖
沿
い
の
砂
利
道
を
二
キ
ロ
程
行
く

と
、
茅
屋
根
の
集
落
が
あ
っ
た
。
今
は
無
人
と

な
っ
た
三
条
で
あ
る
。
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
冬
、

一
人
の
屈
強
な
お
の
こ
が
物
資
や
郵
便
物
の
運

搬
を
し
て
集
落
は
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ
れ
て
い

た
が
、
彼
の
亡
き
後
、
村
人
は
こ
の
集
落
を
離

れ
た
。
上
の
家
の
裏
手
か
ら
望
む
こ
の
写
真
に

全
戸
が
写
っ
て
い
る
。

昭
和
五
十
六
年
六
月　
金
山
町
・
三
条

写
真
・
文　
竹
島
善
一

奥
会
津
の
自
然
誌

奥
会
津
の
自
然
誌

奥
会
津
の
自
然
誌
　
　
㈠

後
継
ぎ
始
動
！
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月
田
　
祥よ

し
ひ
ろ拓
さ
ん
　
平
成
五
年
生

茉ま

ゆ祐
さ
ん
　
平
成
五
年
生

祥
拓
さ
ん
は
南
会
津
高
校
卒
、
宇

都
宮
大
学
農
学
部
卒
業
後
、
実
家
の

南
会
津
町
南
郷
に
戻
っ
て
、
同
級
生

だ
っ
た
奥
さ
ん
と
共
に
月
田
農
園
を

継
い
で
い
る
。

祥
拓
さ
ん
：
都
会
よ
り
も
実
家
を
継

ぎ
た
い
な
、
と
思
い
ま
し
た
。

カ
ラ
ー
の
栽
培
、
ヒ
メ
サ
ユ
リ
な

ど
の
山
野
草
、
ク
サ
レ
ダ
マ
、
エ
ビ

ガ
ラ
イ
チ
ゴ
な
ど
の
栽
培
に
勤
し
む
。

父
の
礼
次
郎
さ
ん
は
、「
息
子
の

専
攻
を
知
り
、
オ
レ
の
姿
を
見
て
い

て
く
れ
た
の
か
、
と
感
動
し
た
。
実

家
に
戻
っ
て
き
て
く
れ
て
嬉
し
か
っ

た
。
林
業
は
一
代
で
は
す
ま
な
い
の

で
、
親
父
が
喜
ん
で
い
る
と
思
う
」

と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
す
。

現
在
、親
子
４
人
で
「
月
田
農
園
」

を
運
営
し
て
い
る
。

昭
和
村
大
芦
集
落
の
家
々
で
は
、

古
い
打
ち
物
の
菓
子
木
型
が
使
わ
れ

て
き
た
。
固
い
ハ
ナ
ノ
キ
（
カ
エ
デ

属
）
の
木
型
は
、
す
り
減
る
ほ
ど
に

使
い
込
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
一

枚
型
で
、
薄
い
作
り
の
菓
子
だ
っ
た

よ
う
だ
。
季
節
ご
と
の
ハ
レ
の
日
に

感
謝
や
祈
り
を
託
し
て
、
貴
重
だ
っ

た
砂
糖
を
大
切
に
美
し
く
飾
り
、
捧

げ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
馬
場
　
遥は

る
き希
さ
ん

（
平
成
十
年
生
）

当
時
小
学
五
年
生

馬
場
　
政
之
さ
ん

（
昭
和
二
十
年
生
）

政
之
さ
ん
：
孫
の
遥
希
に
語
っ
た
こ
と

は
、
私
が
父
や
祖
父
か
ら
寝
物
語
の
よ

う
に
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、

だ
い
た
い
は
覚
え
て
い
ま
す
。

Ｑ
：
四
世
代
の
ご
夫
婦
の
写
真
で
す
ね
。

政
之
さ
ん
：
県
内
で
も
珍
し
か
っ
た
こ

と
で
、
県
庁
か
ら
撮
影
に
来
た
時
の
写

真
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

二
代
目
は
、〝
八
升
カ
メ
〞
っ
て
い
う

あ
だ
名
が
村
中
に
響
き
渡
っ
て
い
た
大

酒
飲
み
の
豪
傑
。
カ
メ
ジ
と
い
う
名
前

で
し
た
。
日
露
戦
争
に
行
っ
た
傷
痍
軍

人
で
、
国
か
県
か
ら
手
当
て
が
出
る
と

い
う
話
が
あ
っ
た
時
に
、「
お
国
の
た
め

に
戦
っ
て
、
国
か
ら
金
を
も
ら
う
こ
と

は
出
来
な
い
」
と
断
っ
た
ん
で
す
。

三
代
目
は
、
鬼
の
軍
曹
な
ど
と
言
わ

れ
た
軍
人
で
教
官
で
し
た
。
で
も
、
す

ご
く
気
持
ち
が
優
し
い
人
で
、
こ
っ
ち

か
ら
行
っ
た
人
た
ち
に
は
、
親
切
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
教
え
る
時
は
厳
し
い
が
、

面
倒
見
は
良
か
っ
た
。
銃
剣
道
で
全
国

大
会
へ
行
っ
た
人
で
、
私
は
剣
道
を
教

え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

四
代
目
が
親
父
で
、
水
稲
栽
培
の
農

業
一
筋
、
ミ
ノ
を
か
ぶ
せ
る
と
見
え
な

く
な
る
よ
う
な
小
さ
な
田
を
作
っ
た
り
、

水
の
か
か
る
と
こ
ろ
は
山
奥
ま
で
水
田

を
作
っ
た
り
、
一
生
懸
命
で
し
た
。
か

わ
い
そ
う
で
か
わ
い
そ
う
で
、
私
も
小

学
生
の
頃
か
ら
だ
い
ぶ
手
伝
い
ま
し
た
、

助
け
た
か
っ
た
。
中
学
の
頃
は
、
日
の

出
る
前
か
ら
一
人
で
稲
刈
り
に
行
っ
て
、

そ
れ
か
ら
学
校
に
行
き
ま
し
た
。

遥
希
さ
ん
：
学
校
で
戊
辰
戦
争
や
日
露

戦
争
の
授
業
が
あ
り
ま
し
た
。
教
科
書

に
は
な
い
生
々
し
い
話
を
じ
い
ち
ゃ
ん

か
ら
聞
く
こ
と
が
出
来
て
、
興
味
を
持

ち
ま
し
た
。
馬
場
家
は
、
よ
く
み
ん
な

生
き
て
い
た
な
ぁ
、
と
。

Ｑ
：
昨
年
、
結
婚
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、

遥
希
さ
ん
の
現
在
の
夢
は
？

遥
希
さ
ん
：
今
、
准
看
護
師
な
の
で
、

正
看
護
師
の
資
格
を
取
り
た
い
で
す
。

じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
た
め
に

な
る
こ
と
を
し
た
い
の
と
、
地
元
に
は

高
齢
者
の
方
が
多
い
の
で
地
元
に
貢
献

で
き
れ
ば
い
い
な
、
と
思
い
ま
す
。
勤

務
先
の
「
昭
和
ホ
ー
ム
」
で
は
、
入
所

者
の
方
か
ら
「
孫
み
て
ぇ
だ
な
ぁ
…
」
っ

て
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

政
之
さ
ん
：
小
さ
い
時
か
ら
、
看
護
師
っ

て
言
っ
て
い
ま
し
た
。

写
真
・
文
責
：
菅　

敬
浩

お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
の
戦
争
の
時
代

昭
和
村
立
昭
和
小
学
校
　
五
年
　
馬
場
　
遥
希

落
雁
の
木
型

落
雁
の
木
型

後
継
ぎ
始
動
！

菊花はきな粉、葉はカラムシの葉の汁で色
付け。砂糖とわずかの白玉粉で固めた。

大
芦
地
区
・
五
十
嵐
宇
吉
氏
（
故
人
）
蔵
。

現
在
は
昭
和
村
教
育
委
員
会
に
寄
贈
。

こ
の
写
真
は
、
馬
場
家
の
夫
婦
四
代

の
め
ず
ら
し
い
写
真
だ
。
昭
和
十
九
年

の
写
真
だ
が
、
県
内
で
も
四
代
夫
婦
が

元
気
な
家
族
は
無
か
っ
た
だ
ぁ
。

一
番
年
寄
り
の
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ

ち
ゃ
ん
は
九
十
一
歳
、
こ
の
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
じ
い
ち
ゃ
ん
が
十
八
歳
の
時
、
戊

辰
戦
争
が
あ
っ
て
、
佐
倉
に
も
官
軍
が

せ
め
て
き
て
糸
沢
ち
ゅ
う
と
こ
に
ば
あ

ち
ゃ
ん
は
逃
げ
て
行
っ
た
だ
ぁ
。年
と
っ

て
九
十
歳
の
頃
、
認
知
症
に
な
っ
て
、

と
な
り
家
に
「
敵
が
来
た
か
ら
た
す
け

て
く
ろ
」
と
、
よ
く
逃
げ
て
行
っ
た
だ

と
ぉ
。
じ
い
ち
ゃ
ん
は
よ
く
父
ち
ゃ
ん

か
ら
話
を
聞
い
た
。

二
番
目
の
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
日
露
戦

争
に
行
っ
て
き
た
ん
だ
。
三
番
目
の
じ

い
ち
ゃ
ん
と
一
番
若
い
じ
い
ち
ゃ
ん
は

太
平
洋
戦
争
に
行
っ
た
人
だ
ぁ
。
じ
い

ち
ゃ
ん
は
一
番
若
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
は

ら
の
中
に
い
た
だ
ぁ
。
馬
場
家
の
初
代

か
ら
四
代
目
の
人
た
ち
の
写
真
で
大
切

な
記
念
写
真
だ
ぁ
。

遥
希
の
母
ち
ゃ
ん
は
六
代
目
。
遥
希

は
七
代
目
と
な
る
わ
け
や
ぁ
。

私
は
、
祖
父
か
ら
こ
の
話
を
聞
い
て

思
い
ま
し
た
。
昔
は
、
戊
辰
戦
争
や
日

露
戦
争
な
ど
の
色
々
な
戦
争
が
あ
っ
て

も
だ
れ
も
、
馬
場
家
で
は
亡
く
な
っ
た

人
が
い
な
い
と
い
う
の
が
び
っ
く
り
し

ま
し
た
。
ど
う
し
て
亡
く
な
っ
た
人
が

い
な
か
っ
た
の
か
不
思
議
に
思
い
ま
し

た
が
人
の
命
が
な
く
な
ら
な
く
て
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
話

を
聞
い
て
昔
の
戦
争
と
い
う
事
実
が
わ

か
り
よ
か
っ
た
で
す
。

取
材
ノ
ート



七
月
十
七
日
。
春
に
福

島
県
立
博
物
館
長
を
退
任

さ
れ
た
赤
坂
憲
雄
さ
ん
と

柳
津
町
大
野
・
猪
鼻
・
塩

野
・
軽
井
沢
・
鳥
屋
、
三

島
町
滝
谷
、
昭
和
村
大
岐

を
歩
い
た
。
感
染
症
拡
大

の
た
め
平
常
の
む
ら
歩
き

は
で
き
な
い
た
め
、
マ
ス

ク
を
付
け
て
、
村
人
に
は

交
わ
ら
ず
、
む
ら
の
な
か

の
社
寺
や
石
造
物
、
風
景

を
観
察
し
た
。
感
染
症
の

収
束
を
見
て
地
域
の
皆
さ

ん
に
話
を
う
か
が
う
予
定

で
あ
る
。

奥
会
津
地
域
の
村
々
は

　
　
大
　
野

柳
津
町
大
野
は
銀
山
川
の
右
岸
の

標
高
四
一
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
尾
根

上
に
位
置
す
る
村
落
。

そ
の
東
手
の
大
柳
川
の
東
か
ら
会

津
盆
地
と
接
す
る
。
会
津
盆
地
は
、

里さ
と
だ
い
ら
平
と
呼
ぶ
。

『
風
土
記
』
の
内
容
を
現
代
語
に
改

め
紹
介
す
る
と
「
清
水
、
村
中
に
あ

り
、
昔
、
徳
一
が
加
持
に
よ
り
湧
出
、

今
に
至
る
ま
で
水
多
く
清
冷
な
り
」、

「（
光
泉
寺
の
縁
起
に
）
昔
大
同
年
中

に
徳
一
が
こ
の
地
に
来
り
、
柳
津
村

に
虚
空
蔵
堂
を
建
て
し
と
き
、
こ
の

山
中
よ
り
材
木
を
伐
ら
せ
た
。
盛
夏

の
時
に
て
人
夫
炎
熱
に
苦
し
み
か
つ

水
に
渇
き
、
徳
一
は
六
株
あ
る
喬
木

の
下
で
加
持
し
た
と
こ
ろ
、
た
ち
ま

ち
清
泉
が
湧
き
出
し
諸
人
の
渇
き
を

只
見
線

会
津
柳
津
駅

只
見
川

銀
山
川

252

郷戸駅
53

小柳津

不
動
川

大野黒滝

猪鼻

塩野

銀山

軽井沢

柳津町

猪苗代湖

福
島
県

大野集落の中心にある棚田

現
在
、
湧
出
地
点
か
ら
東
側
に
移
さ
れ
て
い
る
清
水
（
こ
の
伝

説
に
つ
い
て
は
「
地
蔵
様
祭
り
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

熊
野
神
社
裏
に
は
村
中
の
祠

が
合
祀
さ
れ
て
い
る
。

光泉寺と旧清水跡
白山神社

過
去
の
い
く
つ
か
の
記
録

の
な
か
に
そ
の
村
勢
を
伝

え
て
い
る
。

「
邑む

ら

鏡か
が
み」
や
藩
・
幕
府
出

先
に
提
出
し
た
「
書か

き
あ
げ上
」

に
、
か
つ
て
の
む
ら
の
姿

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

奥
会
津
の
村
々
を
歩
く

際
に
は
、
会
津
藩
が
編
纂

し
た『
新
編
会
津
風
土
記
』

（
文
化
六
年
、
一
八
〇
九

年
）
を
道
先
案
内
の
書
と

し
て
い
る
。
こ
こ
に
は

二
〇
〇
年
前
の
村
の
姿
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。

地蔵堂

㈠ 

柳
津
町

む
ら
を
あ
る
く



癒
や
し
て
蘇
生
の
思
い
を
し
た
（
後

略
）」現在

の
大
野
に
は
、
二
十
数
戸
の

村
落
の
北
端
と
南
端
に
熊
野
神
社
が

鎮
座
し
、
西
手
に
白
山
神
社
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。

村
の
中
央
に
は
光
泉
寺
と
地
蔵
堂

が
あ
り
、
か
つ
て
の
湧
水
地
点
も
保

存
さ
れ
て
い
る
。

『
柳
津
町
誌
集
落
編
』（
一
九
七
七

年
）で
は
東
に
三
日
月
神
社
が
あ
る
、

と
し
て
い
る
。
村
を
歩
い
た
だ
け
な

の
で
今
後
、
大
野
の
皆
さ
ん
に
話
を

聞
い
て
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

赤
坂
さ
ん
は
村
を
歩
い
て
、
湧
水

を
起
点
と
し
て
水
田
（
稲
作
）
を
集

落
内
に
擁
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し

た
い
、
と
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
。
光

泉
寺
か
ら
東
を
望
み
水
田
と
村
落
を

斎
藤
清
さ
ん
が
版
画
に
し
て
い
る
。

そ
の
水
田
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

津
の
人
々
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
と
今

を
繋
ぎ
、
村
々
に
新
し
い
風
景
を
見

つ
け
る
旅
が
始
ま
っ
た
。

文
・
菅
家
博
昭

写
真
・
菅　

敬
浩

 

　
鳥
　
屋

西
向
き
の
斜
面
に
家
屋
が
並
ぶ
鳥

屋
は
、
土
手
一
面
を
か
ら
む
し
が

覆
っ
て
い
る

村
々
に
は
、
現
在
で
は
見
え
な
い

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
ら
に

敬
意
を
払
い
、
留
意
し
つ
つ
、
奥
会

棚田（1995年撮影）
明治時代に建造されたレンガの煙突が
残る軽井沢銀山跡地

集落の中心に建てられた銀山労働者
慰霊の碑

古峰神社の石柱が建つ毘沙門堂

こて絵を施した土蔵土手一面に繁茂するからむし

画家・斎藤清がここを描いている

 

　
軽 
井 
沢

　
　
銀
山
跡

軽
井
沢
集
落
は
、
か
つ
て
は
採
掘

の
技
術
者
た
ち
で
賑
わ
い
、
山
の
斜

面
は
隅
々
ま
で
て
い
ね
い
に
開
墾

し
、
利
用
さ
れ
て
い
た
。

植
田
雅
夫
さ
ん
（
昭
和
十
三
年

生
）
に
話
を
う
か
が
う
と
、
か
つ
て

二
十
八
戸
ほ
ど
あ
っ
た
軽
井
沢
は
現

住
七
戸
で
あ
る
、
と
い
う
。

※�

調
査
の
詳
細
は
、
新
た
な
形
で
お
伝
え

し
ま
す
。



ク
イ
ズ

村
歩
き

クイズに答えて奥会津の地場産品を貰おう！

問題　柳津町大野集落にある神社の名前は何でしょう。
　　ヒント：「令和の奥会津風土記」を参照してください。

たくさんのご応募ありがとうございました！

ご希望の方は事務局まで発送先（ご住所・お名前）をご連絡ください。

　問い合せ先：奥会津書房
TEL.0241-52-3580      FAX.0241-52-3581

E-mail : oab@topaz.ocn.ne.jp

奥会津だより
定期読者募集中

お便りコーナー奥会津

お便りコーナー

だより

正解者の中から抽選で５名様に、昭和村の「染めかすみ草」をプレ
ゼントいたします。
● 応募方法：官製ハガキに奥会津だより
の感想、住所、氏名、電話番号を明記の
上、答えをお書きください。
●あて先：〒969-7511
福島県大沼郡三島町大字宮下字中乙田979
　奥会津書房 宛
●応募締切：2020年9月30日消印有効 
※当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせて頂きます。  ※クイズの答えは次号117号で発表いたします。

◎115号 「腹くっちぃ」 の答え：腹いっぱい

●オオイヌノフグリがこんなにキレイだったんだと表紙で目
が止まり、野ニンジン食べてみたいと思いました。（中略）
次号もドキドキです！（本宮市：S.Yさん）
●奥会津だよりを読むと、なぜか真面目に頑張ろうと思い、
毎日の生活があらためて大切に思います。貴紙が改編される
ようですが、楽しみです。応援しています。
（栃木県矢板市：S.Mさん）
●毎号、只見育ちの母の仏前に供えさせてもらっています。
奇岩の杜、写真から神々しさが伝わり、見ているだけで森の
中に入って、鳥の声でも聞こえるような気になりました。一
度行ってみたいです。（会津若松市：H.Kさん）
●会津の文化・風習など目新しいことばかりです。いつも楽
しく読ませていただいています。（田村郡：Y.Aさん）
●中学生の僕が知らない昔の話や郷土料理を見ることができ
て、いつも楽しんでいます。表紙の写真に感動してから、読
んでいます。（金山町：T.H君）
●表紙の写真と注釈と記事がとても良い。コンパクトにまと
まっていて毎号楽しみです。（会津若松市：O.Hさん）

今年度は、年 3 回の発行とな
ります。また、新シリーズ、「令
和の奥会津風土記」が始まりまし
た。民俗学者で学習院大教授の赤
坂憲雄氏とともに、埋もれた地域
の歴史や民俗を訪ね歩き、奥会津
地域の未来に新しい風景を見よう
という試みです。この村歩きには
只見川電源流域振興協議会の担当
職員、当該地域の若人も加わり、
伝え繋ぐための実践的な試みも行
われています。

奥会津振興センターからのお知らせ

「奥会津だより」について

コロナ禍の影響により、各
種イベントが中止や延期を余
儀なくされています。今後、
奥会津との健やかな交流が継
続できるよう、様々な方面か
ら計画を見直し、新たな形で
ご案内ができるよう、地域一
丸となって取り組んでいます。
新しい取り組みで楽しい企
画がご案内できる日を、どう
ぞ今しばらくお待ちください。

イベント情報について

7 月 9日より、これまでの三島町役場から、福島県大沼郡金山町
大字中川字上居平 933 番地（東北電力奥会津水力館「みお里」）に
事務所を移転いたしました。

奥会津地域の水力
発電の歴史や地域産
品などの紹介等、ご見
学いただくことがで
きる施設の一角です。
只見川を見下ろしな
がらのご休憩にもぜ
ひご利用ください。

奥会津振興センターの事務所移転について

発　行：只見川電源流域振興協議会（柳津町・三島町・金山町・昭和村・只見町・南会津町（南郷、伊南、舘岩地域）・檜枝岐村）
発行日：8月31日発行（年3回発行 )  事務局：〒968-0006  福島県大沼郡金山町大字中川字上居平 933 番地 奥会津振興センター内
TEL.0241-42-7125 http://www.okuaizu.net   webmaster@okuaizu.net
編集・問合せ先：奥会津書房　福島県大沼郡三島町宮下　TEL.0241-52-3580

★只見川電源流域振興協議会は、福島県只見川流域の７町村の活性化と振興を図るために活動している団体です。
この冊子は電源立地地域対策交付金の事業により作成されています。




