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只見線MAP

　東
北
エ
ネ
ル
ギ
ー
懇
談
会
で
は
、福
島
県
の
復
興
支
援
を
目

的
と
し
て
、地
域
の
商
工
会
議
所
な
ど
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、

福
島
の
魅
力
を
、冊
子
と
特
設
サ
イ
ト
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　今
回
は
会
津
地
方
の
観
光
支
援
と
し
て
、電
気
新
聞
特
別
号

「
ま
る
ご
と
福
島 

F
u
k
u
ま
る 

〜
会
津・
喜
多
方
エ
リ
ア
〜
」

（
タ
ブ
ロ
イ
ド
判
8
ペ
ー
ジ
）を
発
行
し
ま
し
た
。

　本
誌
の
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
、「
F
u
k
u
ま
る
」誌
面
の
一
部

を
転
載
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。「
ひ
ろ
ば
」読
者
の
皆
さ
ま
も
、

ぜ
ひ
会
津
・
喜
多
方
エ
リ
ア
の
観
光
・
文
化
情
報
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

　
福
島
県
の
会
津
若
松
駅
と
新
潟
県
の
小
出
駅
を
つ
な
ぐ
全

長
約
1
3
5
㎞
の
只
見
線
。東
日
本
大
震
災
後
の
2
0
1
1
年

7
月
の
豪
雨
被
害
で
一
部
区
間
が
不
通
に
な
り
ま
し
た
が
、

2
0
2
2
年
10
月
に
全
線
運
転
再
開
し
ま
し
た
。只
見
線
は

地
域
の
大
切
な
交
通
手
段
で
あ
る
一
方
、ロ
ー
カ
ル
鉄
道
な

ら
で
は
の
風
情
や
四
季
折
々
の
豊
か
な
自
然
が
楽
し
め
る

た
め
、国
内
だ
け
で
な
く
海
外
か
ら
の
観
光
客
も
数
多
く
訪

れ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、奥
会
津
郷
土
写
真
家
の
星
賢
孝
さ
ん

お
す
す
め
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

只見線を代表する撮影スポットの一つ。星さんは
冬だけでなく、「川霧の第一只見川橋梁も大好き」と
話します。

只見線の橋梁は、それぞれ
個性がありますが、第三只
見川橋梁は、「昔から非常
に良いポイント。紅葉も川
霧も楽しめる」と星さんは
強調します。

星さんが最近注目するのが、このスポット。
ザイルを担ぎ、２時間かけて道なき道を登
る必要はありますが、「整備して上級の登
山コースにすれば、みんな行きたくなるの
では」と期待。

ファンの間では、「大志ビューポイント」と呼ばれる人気スポット
です。星さんは「真っ赤になった夕日もおすすめ」と言います。

「会津のマッターホルン」と呼ばれる蒲生岳をバック
に、列車を撮影できる絶好のスポット。星さんは見晴
らしが良くなるよう地元住民が撮影環境を整備し、
「最高のスポットになった」とか。

企画：東北エネルギー懇談会
協力： 福島商工会議所・会津若松商工会議所・会津喜多方商工会議所・会津若松観光ビューロー・
　　　七日町通りまちなみ協議会・喜多方観光物産協会・福島県観光交流課・福島県生活交通課
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福島の魅力をまるごと紹介！

只
見
線
を

撮
る

楽
し
む

写真・奥会津郷土写真家 星賢孝氏 

只見線の魅力を写真として
SNSなどで発信し、海外の
観光客を日本に呼び込む
インバウンド推進の立役者。金山町在住。地元の建
設会社に47年間勤め、在職中から独学で写真に
取り組み、奥会津郷土写真家として活躍しています。

星賢孝さん

奥会津郷土写真家
ほしけんこう
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不純物などを取り除く品質検査の工程

喜多方は全国的にラーメンで有名ですが、独自の食文化も魅力です。

会津藩に納めてきた北塩原の山塩は希少性や味わいが評価される一方で喜多方は街並みや豊かな自然も見どころです。

季節に合わせ、様々な花や紅葉は見逃せません。そこで、注目される絶景・味を紹介します。

会
津
の
茶
道
文
化 

歴
史
を
ひ
も
と
く

現代に息づく茶道

　城
下
町
で
あ
る
会
津
若
松
の
基

礎
を
築
い
た
戦
国
武
将
の
蒲
生
氏

郷
。実
は
千
利
休
を
師
と
仰
ぐ
一
流

の
茶
人
で
し
た
。そ
の
当
時
に
創

建
さ
れ
た
と
伝
わ
る
の
が
、鶴
ヶ
城

内
の
茶
室「
麟
閣
」で
す
。そ
う
し

た
歴
史
に
思
い
を
は
せ
、現
在
は
、

大
正
浪
漫
調
の
ま
ち
づ
く
り
で
観

光
客
が
集
ま
る
市
中
心
部
の
七
日

町
通
り
は
、抹
茶
と
ス
イ
ー
ツ
を

提
供
す
る
カ
フ
ェ
も
多
く
、気
軽
に

茶
の
湯
の
世
界
を
楽
し
め
ま
す
。

会
津
の
茶
道
を
巡
る
過
去
・
現
在
・

未
来
を
紹
介
し
ま
す
。

　
戦
国
時
代
、会
津
は
葦
名
家
が
長
年
治
め
、

伊
達
政
宗
入
府
後
、豊
臣
秀
吉
の
命
を
受
け
、

1
5
9
0
年
に
松
阪
か
ら
移
封
さ
れ
た
の
が

蒲
生
氏
郷
で
す
。氏
郷
は
秀
吉
の
右
腕
と
し

て
活
躍
し
た
有
能
な
武
将
で
あ
り
、キ
リ
シ
タ

ン
大
名
で
し
た
。領
主
と
し
て
鶴
ヶ
城
を
築

き
、「
若
松
」の
地
名
を
使
い
始
め
、ま
ち
づ
く

り
や
商
工
業
の
発
展
な
ど
に
尽
力
し
ま
し
た
。

　
茶
人
で
も
あ
る
氏
郷

は
、「
利
休
七
哲
」と
呼

ば
れ
る
武
将
の
弟
子
の

中
で
は
筆
頭
に
挙
げ
ら

れ
、茶
の
湯
に
精
通
し
て

い
ま
し
た
。秀
吉
の
逆

鱗
に
触
れ
て
利
休
が
切

腹
し
た
際
に
は
、氏
郷
は

利
休
の
茶
道
が
途
絶
え

る
の
を
危
惧
し
、継
承

者
の
子
で
あ
る
千
少
庵

を
会
津
に
か
く
ま
い
、

「
千
家
再
興
」に
心
を
砕

い
た
と
さ
れ
ま
す
。そ
の

か
い
あ
っ
て
、少
庵
の
孫

の
世
代
、現
代
に
つ
な
が

る
武
者
小
路
千
家
、表

千
家
、裏
千
家
の
三
千

家
が
興
さ
れ
ま
し
た
。

 

茶
室「
麟
閣
」は
、少
庵

が
氏
郷
の
た
め
に
建
て

た
と
伝
わ
り
、長
く
鶴
ヶ

城
内
で
大
切
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。し
か

し
、戊
辰
戦
争
後
に
鶴
ヶ
城
が
取
り
壊
さ
れ

る
時
に
は
、こ
の
茶
室
も
同
時
に
失
わ
れ
な

い
よ
う
、地
元
の
茶
人
で
あ
る
森
川
善
兵
衛

が
自
宅
に
移
築
し
保
全
に
努
め
ま
し
た
。

そ
れ
が
1
9
9
0
年
、市
制
90
周
年
を
記
念

し
て
現
在
の
場
所
に
移
築
さ
れ
、現
在
は
多

く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
会
津
若
松
は
、蒲
生
氏
郷
、千
利
休
、そ

の
子
で
あ
る
千
少
庵
ら
に
ま
つ
わ
る
茶

道
の
歴
史
が
刻
ま
れ
た
場
所
で
す
。今
は

茶
の
湯
を
親
し
め
る
の
は
、茶
室「
麟
閣
」

や
江
戸
時
代
の
領
主
の
別
荘
と
し
て
使

用
さ
れ
た「
御
薬
園
」（
国
指
定
名
勝
会

津
松
平
氏
庭
園
）な
ど
が
有
名
で
す
。

　「
麟
閣
」に
は
観
光
客
が
詰
め
か
け
、時

に
は
茶
室
で
会
津
の
茶
道
文
化
や「
麟

閣
」の
歴
史
を
学
び
な
が
ら
、抹
茶
と
菓

子
を
楽
し
み
、気
軽
に
茶
道
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
も
。ま
た
敷
地
内

に
は
抹
茶
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
お

茶
席
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、七
日
町
通
り
ま
ち
な
み
協
議
会

で
は
、市
民
が
茶
の
湯
を
も
っ
と
気
軽
に

楽
し
み
、観
光
に
も
つ
な
げ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。氏
郷
の
茶
道
に

ま
つ
わ
る
歴
史
を
広
く
紹

介
し
、レ
ト
ロ
な
雰
囲
気

が
人
気
の
七
日
町
を「
茶

の
湯
の
街
」に
す
る
た
め
、

抹
茶
を
気
軽
に
味
わ
え
る

イ
ベ
ン
ト
や
茶
道
無
料
体

験
教
室
を
行
っ
て
い
ま
す
。

会津の茶道
茶道文化に魅せられて

「麟閣」を望む
お茶席で提供される
抹茶と菓子

鶴ヶ城の天守と走長屋

天守近くにある麟閣

「麟閣」で催されている茶会の様子

蒲生氏郷画像（模写）会津図書館蔵

過去・現在・未来

絶景と郷土の味を楽しむ

絶景を
・
日
中
線
し
だ
れ
桜
並
木

・
長
床
の
大
イ
チ
ョ
ウ

・
会
津
山
塩
と
は

　
喜
多
方
は
春
か
ら
秋
に
か
け
て
様
々
な

花
が
楽
し
め
、秋
に
は
紅
葉
が
お
す
す
め
で

す
。春
は
桜
が
イ
チ
押
し
。代
表
的
な
観
光

ス
ポ
ッ
ト
が
日
中
線
の
し
だ
れ
桜
並
木
で
す
。

日
中
線
は
喜
多
方
駅
か
ら
旧
熱
塩
加
納
村

（
現
喜
多
方
市
）の
熱
塩
駅
ま
で
の
11・
6
㎞

を
つ
な
い
だ
路
線
で
、1
9
3
8
年
に
開
業

し
ま
し
た
。そ
の
後
、幾
多
の
変
遷
の
中
で

利
用
客
は
伸
び
悩
み
、貨
物
営
業
も
安
定
せ

ず
、赤
字
路
線
か
ら
の
脱
却
が
か
な
わ
ず

1
9
8
4
年
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
全
線
廃
止

と
な
り
ま
し
た
。

 

そ
の
後
、日
中
線
の
跡
地
の
一
部
が
遊
歩

道
と
し
て
残
さ
れ
、喜
多
方
駅
か
ら
徒
歩

約
５
分
の
遊
歩
道
入
口
か
ら
全
長
約
３
㎞
の

区
間
に
は
、約
1
0
0
0
本
の
し
だ
れ
桜
が

植
栽
さ
れ
ま
し
た
。長
い
冬
か
ら
春
の
到
来

を
告
げ
る
満
開
の
桜
を
一
目
見
よ
う
と
、毎
年

大
勢
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、春
は
福
寿
草
や
菜
の
花
、夏
は

ア
ジ
サ
イ
や
シ
ョ
ウ
ブ
、ひ
ま
わ
り
な
ど
が
喜

多
方
の
各
所
で
見
ご
ろ
を
迎
え
ま
す
。初
夏

の
雄
国
沼
湿
原
は
ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
、レ
ン
ゲ

ツ
ツ
ジ
な
ど
の
高
山
植
物
が
楽
し
め
ま
す
。

　
秋
は
長
床
の
大
イ
チ
ョ
ウ
が
注
目
で
す
。

1
0
5
5
年
源
頼
義
の
勧
進
と
さ
れ
る
新
宮

熊
野
神
社
は
熊
野
三
山
を
ま
つ
り
、内
部
に

仕
切
り
や
建
具
が
な
く
吹
き
抜
け
構
造
が
特

徴
の
拝
殿
の
長
床
が
有
名
で
す
。こ
こ
は
修

験
者
の
道
場
と
し
て
、ま
た
神
楽
な
ど
の
祭

礼
に
も
使
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。そ
の
長
床

の
傍
ら
に
根
を
下
ろ
す
の
が
樹
齢
8
5
0
年

と
い
わ
れ
る
神
木
の
大
イ
チ
ョ
ウ
。秋
の
紅

葉
の
季
節
に
は
、長
床
の
周
り
が
お
び
た
だ

し
い
落
ち
葉
で
黄
色
の
じ
ゅ
う
た
ん
の
よ
う

に
見
え
る
ほ
ど
。恒
例
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
、

幻
想
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
す
。

喜多方・北塩原を
　
会
津
山
塩
は
、磐
梯
山
の
ふ
も
と
、弘

法
大
師
の
開
湯
伝
説
が
あ
る
北
塩
原
村

の
大
塩
裏
磐
梯
温
泉
の
源
泉
を
利
用
し

て
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
。太
古
の
海
水
が

グ
リ
ー
ン
タ
ー
フ
と
呼
ば
れ
る
地
層
に

閉
じ
込
め
ら
れ
、高
温
の
地
下
水
に
溶

け
出
し
た
高
濃
度
の
温
泉
水
を
煮
詰
め

て
作
り
ま
す
。海
水
と
は
異
な
る
特
殊

な
泉
質
で
、独
特
な
風
味
が
特
徴
で
す
。

そ
の
歴
史
は
古
く
、江
戸
時
代
は
盛
ん

に
製
造
さ
れ
て
会
津
藩
に
納
め
ら
れ
、明

治
時
代
に
は
皇
室
に
も
献
上
。そ
の
後
、

塩
の
専
売
制
度
下
で
製
造
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、2
0
0
5
年
に
試
験
製
造
を

始
め
、2
0
0
7
年
に
会
津
山
塩
企
業
組

合
を
設
立
、製
造
を
本
格
的
に
再
開
し

ま
し
た
。

長床の大イチョウは紅葉の時期の喜多方では一番の
おすすめ

日中線のしだれ桜とかつて運行されていたSL
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