
御
蔵
入
三
十
三
観
音
御
詠
歌

衆
生︵
こ
の
世
に
生
き
る
全
て
︶を
救
済
す
る
霊
験
あ
ら
た
か
な

観
音
様
、た
だ
た
だ
一
心
に
祈
る
こ
の
私
を
救
っ
て
く
だ
さ
い

梁
取・
成
法
寺
観
音
堂／
聖
観
世
音

曹
洞
宗
　佛
地
山
成
法
寺

南
会
津
町
只
見
町
大
字
梁
取
字
仏
地 

1
8
6
4-

1

た
だ
恃
め

　
も
ら
さ
ず
救
ふ

　
梁
取
の

誓
ひ
あ
ら
た
に

　
祈
る
こ
の
身
を

⦿

一
番
札
所・
地
図 

№
C-

3 

一
滴
の
儚
い
露
の
よ
う
な
我
が
身
な
が
ら
、
実
り
︵
御
法
︶

の
種
を
蒔
き
、
や
が
て
そ
れ
が
林
と
な
り
天
に
伸
び
て
い
く

よ
う
観
音
さ
ま
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る

小
林・
新
福
寺／
聖
観
世
音

真
言
宗
　林
光
山
新
福
寺

南
会
津
町
只
見
町
大
字
小
林
字
七
十
苅 

8
8
1

露
の
身
や

　
み
の
り
の
た
ね
を

　
ま
き
そ
め
て

末
こ
ば
や
し
と

　
祈
る
ほ
と
け
を

⦿

三
番
札
所・
地
図 

№
B-

3 

無
明
の
や
み
︵
煩
悩
︶
に
捕
ら
わ
れ
た
迷
い
の
世
界
を
次
々

と
照
ら
し
、
救
っ
て
く
れ
る
黒
谷
の
観
音
の
頼
も
し
さ
よ

黒
谷・
瀧
泉
寺／
聖
観
世
音

真
言
宗
　巌
風
山
龍
泉
寺

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
黒
谷
字
町 

4
8
2

暗
き
よ
り

　
く
ら
き
を
照
ら
す

　
黒
谷
の

ほ
と
け
の
誓
い

　
た
の
も
し
き
か
な

⦿

四
番
札
所・
地
図 

№
B-

3 

心
の
清
い
も
の
住
む
所
が
浄
土
と
い
う
考
え
方
に
あ
る
よ
う

に
、
巡
礼
の
旅
の
決
心
も
浄
土
へ
赴
く
標
で
あ
る

楢
戸
堂／
聖
観
世
音

宗
派
不
詳
　南
会
津
郡
只
見
町
大
字
黒
谷
字
町 

4
8
2

楢
戸
よ
り

　
浄
土
へ
通
る

　
旅
ご
ろ
も

思
い
た
つ
こ
そ

　
道
し
る
べ
な
れ

⦿

五
番
札
所・
地
図 

№
B-

3 

迷
い
の
世
界
か
ら
浮
島
へ
遥
々
と
尋
ね
て
仏
を
拝
む
こ
と
が

で
き
た
、
こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
な
い

布
澤・
浮
島
堂／
如
意
輪
観
世
音

曹
洞
宗
　迦
玉
山
龍
泉
寺

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
布
沢
字
浮
島 

1
1
5
7

は
る
ば
る
と

　
尋
ね
て
参
る

　
浮
島
の

ほ
と
け
を
拝
む

　
身
こ
そ
う
れ
し
き

⦿

六
番
札
所・
地
図 

№
C-

3 

儚
い
人
の
命
を
憐
み
、慈
し
む
観
音
の
眼
が
、人
を
顧
み
る
と

き
、人
は
、充
実
し
た
人
生
が
永
く
続
く
こ
と
を
信
じ
る
の
だ

佐
倉・
観
音
寺／
十
一
面
観
世
音

曹
洞
宗
　慈
眼
山
　観
音
寺

南
会
津
郡
昭
和
村
大
字
佐
倉
字
馬
場
7
2
3

あ
わ
れ
み
の

　
ま
な
こ
に
人
を

　
か
へ
り
み
て

か
く
も
命
の

　
か
ぎ
り
な
か
り
き

⦿

七
番
札
所・
地
図 

№
D-

3 

仏
の
教
え
が
松
風
と
一
体
に
な
っ
て
絶
え
る
事
の
な
い
観
音

堂
に
、入
相︵
夕
暮
れ
︶の
鐘
が
鳴
り
響
い
て
い
る

東
尾
岐・
観
音
堂／
聖
観
世
音

曹
洞
宗
　遅
沢
山
長
泉
寺

会
津
美
里
町
東
尾
岐
　（
老
朽
化
に
よ
り
、全
壊
し
て
い
る
）

法
の
声

　
い
つ
も
た
え
ざ
る

　
松
風
に

い
り
あ
ひ
ひ
び
く

　
観
音
の
堂

⦿

八
番
札
所・
地
図 

№
E-

3 

世
の
人
を
救
わ
ん
と
す
る
観
音
の
慈
悲
が
あ
ら
た
か
で
あ
る

こ
と
を
人
は
皆
望
ん
で
や
ま
な
い
の
で
あ
る

永
井
野・
長
福
寺
観
音
堂／
聖
観
世
音

曹
洞
宗
　虎
嶽
山
長
福
寺

会
津
美
里
町
永
井
野
字
下
町 

1
5
4
5

み
な
人
の

　
願
ふ
心
は

　
永
井
野
の

大
悲
の
光

　
あ
ら
た
な
る
ら
ん

⦿
九
番
札
所・
地
図 

№
E-

2 

仏
を
知
る
者
も
知
ら
な
い
者
も
共
に
導
い
て
も
ら
お
う
と
自

然
と
手
を
合
わ
せ
て
祈
っ
て
し
ま
う
観
音
さ
ま
で
あ
る

小
野
観
音
堂／
十
一
面
観
世
音

曹
洞
宗
　東
国
山
万
願
寺

下
郷
町
大
字
湯
野
上
字
堂
ノ
後
甲
3
8
6
番
地

お
の
づ
か
ら

　
頼
み
を
か
く
る

　
観
世
音

み
ち
び
き
給
へ

　
知
る
も
知
ら
ぬ
も

⦿

十
番
札
所・
地
図 

№
E-

3 
中
妻
と
訊
い
て
き
た
が
、
迷
い
の
世
の
中
に
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
多

く
の
人
を
救
い
そ
の
苦
悩
を
除
く
頼
も
し
い
観
音
様
の
お
堂
で
あ
っ
た

中
之
澤
観
音
堂／
聖
観
世
音

真
言
宗
　忠
照
寺
旭
田
寺

下
郷
町
大
字
中
妻
字
観
音
前
2
2
8
番
地

中
つ
ま
と

　
尋
ね
き
ぬ
れ
ば

　
中
之
沢

我
が
世
の
中
の

　
誓
ひ
た
の
も
し

⦿

十
一
番
札
所・
地
図 

№
E-

3 

極
楽
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
と
聞
い
て
尋
ね
て
き
て
み
れ

ば
、
な
る
ほ
ど
高
野
こ
そ
が
極
楽
だ
と
思
え
る
よ
う
な
厳
か
さ
よ

高
野
観
音
堂／
馬
頭
観
世
音

真
言
宗
　金
光
山
薬
師
寺
　南
会
津
郡
南
会
津
町
高
野

極
楽
は

　
い
づ
く
と
尋
ね

　
行
く
見
れ
ば

こ
こ
も
高
野
と

　
お
も
ほ
ゆ
る
哉

⦿

十
七
番
札
所・
地
図 

№
D-

4 

い
つ
の
世
で
か
結
び
置
い
た
帯
の
つ
な
が
り
を
た
ど
っ
て
帯

沢
に
来
た
か
ら
こ
そ
、
巡
り
合
え
た
観
音
の
慈
悲
に
は
格
別

に
深
い
も
の
が
あ
る

帯
澤
観
音
堂／
聖
観
世
音

真
言
宗
　雲
閉
山
常
楽
院
　南
会
津
町
金
井
沢
字
後
ノ
堂

い
つ
の
世
に

　
結
び
お
き
に
し

　
帯
澤
へ

巡
り
逢
ふ
こ
そ

　
め
ぐ
み
深
け
れ

⦿

十
八
番
札
所・
地
図 

№
D-

4 

あ
ち
こ
ち
と
め
ぐ
り
来
て
、
た
ど
り
着
い
た
南
泉
寺
の
観
音

堂
に
は
大
悲
の
光
が
絶
え
る
こ
と
な
く
闇
を
照
ら
し
て
い
る

大
豆
渡・
南
泉
寺
観
音
堂／
聖
観
世
音

浄
土
真
宗
　松
見
山
南
泉
寺
　南
会
津
町
静
川
上
沢
田
乙

西
東

　
め
ぐ
り
て
来
た
る

　
南
泉
寺

大
悲
の
光

　
四
季
に
た
え
な
く

⦿

十
九
番
札
所・
地
図 

№
D-

4 

高
天
原
の
天
の
岩
戸
を
神
々
が
押
し
開
い
た
よ
う
に
法
の
力

は
川
島
の
岩
戸
を
開
い
た
。
あ
ま
ね
く
光
が
後
の
世
ま
で
照

ら
し
続
け
て
く
れ
る
こ
と
を
祈
る

川
島・
岩
戸
堂／
聖
観
世
音

旧
修
験
　金
地
山
南
照
寺
　南
会
津
郡
南
会
津
町
藤
生

め
ぐ
り
来
て

　
天
の
岩
戸
を

　
開
く
な
る

法
の
力
ぞ

　
後
の
世
ま
で
も

⦿

二
十
番
札
所・
地
図 

№
D-

4 

誓
願
あ
ら
た
か
な
観
音
様
、
私
た
ち
と
観
音
の
手
を
結
ぶ
糸

を
離
さ
ず
に
導
い
て
く
だ
さ
い

糸
澤・
龍
福
寺／
馬
頭
観
世
音

真
言
宗
　熊
野
山
龍
福
寺
　南
会
津
町
糸
沢
居
平
１
８
８
０

御
手
の
糸

　
み
ち
び
き
給
へ

　
観
世
音

大
慈
大
悲
の

　
誓
ひ
あ
ら
た
に

⦿

二
十
一
番
札
所・
地
図 

№
D-

5 

生
死
の
海
に
迷
い
苦
し
む
人
々
を
救
う
波
羅
蜜
の
舟
が
、
塩

ノ
原
の
観
音
の
慈
悲
で
悟
り
の
彼
岸
に
渡
し
て
く
れ
る

鹽
野
原・
泉
光
寺／
千
手
観
世
音

浄
土
真
宗
　千
楽
山
泉
光
寺
　南
会
津
町
塩
ノ
原
字
昆
布
沢
5
2
8

法
の
舟

　
生
死
の
海
を

　
わ
た
り
来
て

彼
の
岸
に
行
く

　
し
ほ
の
原
か
な

⦿

二
十
二
番
札
所・
地
図 

№
C-

5 

誓
願
あ
ら
た
か
な
小
塩
寺
の
観
音
様
、
ど
う
か
私
た
ち
を
極

楽
浄
土
へ
導
い
て
く
だ
さ
い

小
塩・
観
音
堂／
如
意
輪
観
世
音

小
塩
観
音
堂（
町
民
所
有
）
　南
会
津
町
小
塩

参
り
来
て

　
願
ひ
を
か
く
る

　
小
塩
寺

み
ち
び
き
給
へ

　
弥
陀
の
浄
土
へ

⦿

二
十
三
番
札
所・
地
図 

№
C-

4 

仏
の
教
え
が
こ
の
地
に
根
付
き
、
青
柳
の
枝
が
張
り
、
葉
が

茂
る
よ
う
に
栄
え
て
来
世
ま
で
続
く
で
あ
ろ
う

青
柳・
青
柳
観
音
堂／
聖
観
世
音

青
柳
観
世
音
堂（
町
民
所
有
）
　南
会
津
町
青
柳

青
柳
や

　
い
と
も
か
し
こ
き

　
法
の
道

枝
も
栄
え
て

　
い
く
よ
へ
ぬ
ら
ん

⦿

二
十
六
番
札
所・
地
図 

№
C-

4 

苦
し
み
の
無
い
極
楽
へ
と
、
道
を
踏
み
外
さ
ず
観
音
の
誓
願

の
も
と
建
て
ら
れ
た
大
橋
を
渡
る
こ
と
が
で
き
、
こ
ん
な
に

嬉
し
い
こ
と
は
無
い

大
橋
清
水
堂／
千
手
観
世
音

大
橋
清
水
堂（
町
民
所
有
）
　南
会
津
町
大
橋

極
楽
の

　
道
は
迷
は
ず

　
渡
り
行
く

法
の
誓
ひ
に

　
逢
ふ
は
大
橋

⦿

二
十
七
番
札
所・
地
図 

№
C-

4 

思
い
立
っ
て
参
る
と
、
山
口
に
は
は
っ
き
り
と
法
の
道
が
敷

か
れ
て
お
り
、山
の
上
の
月
も
迷
い
の
雲
を
吹
き
払
っ
て
煌
々

と
輝
い
て
い
る

山
口・
山
崎
堂／
如
意
輪
観
世
音

浄
土
真
宗
　来
迦
山
安
照
寺
　南
会
津
町
山
口

お
も
ひ
た
つ

　
山
口
し
る
き

　
法
の
道

迷
ひ
の
雲
も

　
晴
る
る
月
影

⦿

二
十
八
番
札
所・
地
図 

№
C-

4 

松
誉
堂
の
笠
松
が
、
永
久
に
緑
豊
か
で
あ
る
の
は
、
永
久
不

変
の
貴
い
御
法
が
こ
こ
に
あ
る
標
で
あ
る
。

鴇
巣・
松
譽
堂／
准
胝
観
世
音

松
譽
堂（
町
民
所
有
）
　南
会
津
町
鴇
巣
字
村
中

常
磐
な
る

　
松
誉
の
堂
の

　
笠
松
は

絶
え
ぬ
御
法
の

　
し
る
し
な
り
け
り

⦿

二
十
九
番
札
所・
地
図 

№
C-

4 

永
い
間
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
つ
く
り
お
い
た
罪
だ
が
、

小
野
島
の
法
の
一
声
で
そ
の
罪
も
消
え
る
で
あ
ろ
う

小
野
島・
岩
戸
堂／
聖
観
世
音

岩
戸
堂（
町
民
所
有
）
　南
会
津
町
小
野
島

小
野
島
や

　
お
の
が
さ
ま
ざ
ま

　
つ
く
り
お
く

罪
も
消
え
な
ん

　
法
の
一
声

⦿

三
十
番
札
所・
地
図 

№
C-

3 

富
山
堂
を
拝
む
と
、
富
山
の
木
々
の
か
げ
の
よ
う
に
深
く
尊

い
仏
の
お
か
げ
、
恵
が
あ
る

富
山・
富
山
堂／
聖
観
世
音

真
言
宗
　明
王
山
不
動
寺
　南
会
津
町
富
山

伏
し
を
が
む

　
利
生
も
深
き

　
富
山
の

め
ぐ
み
尊
き

　
木
々
の
か
げ
か
な

⦿

三
十
一
番
札
所
・地
図 

№
C-

3 

衆
生
を
教
化
済
度
す
る
下
山
の
観
音
に
参
れ
ば
、
誰
で
も
極

楽
浄
土
に
行
く
可
能
性
が
あ
る

下
山・
観
音
寺
／
聖
観
世
音

真
言
宗
　南
照
山
観
音
寺
　南
会
津
町
下
山

下
化
衆
生

　
水
の
月
照
る

　
下
山
に

の
ぼ
る
菩
提
の

　
種
や
植
ゑ
け
ん

⦿

三
十
二
番
札
所
・地
図 

№
C-

3 

三
十
三
観
音
の
打
ち
止
め
地
、
法
の
一
声
に
前
世
の
罪
も
現

世
の
行
い
も
消
え
て
い
く
。
濁
り
の
無
い
泉
の
よ
う
に
澄
ん

だ
和
泉
田
の
観
音
の
慈
悲

和
泉
田・
泉
光
堂
／
千
手
観
世
音

泉
光
堂（
町
民
所
有
）
　南
会
津
町
和
泉
田
字
寺
田

一
声
に

　
罪
も
報
い
も

　
消
え
ぬ
べ
し

濁
り
に
じ
ま
ぬ

　
和
泉
田
の
寺

⦿

三
十
三
番
札
所
・地
図 

№
C-

3 

名
は
ふ
る
ま
ち
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
御
法
の
も
と
で
は
前
世
の

報
い
も
現
世
の
罪
業
も
淡
雪
と
な
っ
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う

古
町
栄
耀
堂／
千
手
観
世
音

浄
土
宗
　成
宝
山
善
導
寺

南
会
津
郡
南
会
津
町
古
町
字
東
居
平
73

ふ
る
ま
ち
と

　
名
に
は
呼
べ
ど
も

御
法
に
は

　
罪
も
報
い
も

　
消
ゆ
る
淡
雪

⦿

二
十
四
番
札
所・
地
図 

№
C-

4 

照
る
ほ
ど
の
標
茅
が
原
な
の
だ
か
ら
、
大
悲
の
光
に
浴
さ
な

い
者
は
い
な
い

古
町・
照
國
寺／
聖
観
世
音

時
宗
　金
光
山
照
國
寺
　南
会
津
町
古
町
字
小
沼
2
0
2
5

照
る
程
の

　
国
は
標
茅
が

　
原
な
れ
ば

誰
か
誓
ひ
の

　
影
に
も
る
べ
き

⦿

二
十
五
番
札
所・
地
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仏
の
教
え
に
巡
り
合
っ
て
薬
師
寺
に
参
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後
生
善
処
︵
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極
楽
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に
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ま
れ
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を
願
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で
あ
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薬
師
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如
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光
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生
死
の
海
に
迷
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苦
し
ん
で
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救
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波
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蜜
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島
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里
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ろ
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と
な
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後
の
世
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も

救
っ
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ほ
し
い
と
祈
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徳
昌
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山
徳
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観
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誓
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満
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全
て
の
人
が

二
世
安
楽
を
願
う
で
あ
ろ
う

鹽
生
観
音
堂／
聖
観
世
音

真
言
宗
　忠
照
寺
旭
田
寺（
元
長
福
寺
）

下
郷
町
大
字
塩
生
字
上
ノ
原 

1
2
0
4
番
地

尋
ね
き
て

　
願
ひ
も
満
つ
る

　
鹽
生
の

二
世
安
楽
と

　
誰
か
祈
ら
ん

⦿

十
二
番
札
所・
地
図 

№
E-

4 

観
音
山
の
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野
を
は
る
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と
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っ
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く
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と
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嶽
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観
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観
音
沼
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ら
れ
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地
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と
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鳥
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母
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悲
深
さ
を
象
徴
す
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八
乙
女
の
観
音
さ
ま
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そ
の

誓
願
が
潮
の
ご
と
く
満
ち
て
い
る

鹽
ノ
岐・
八
乙
女
観
音
堂／
聖
観
世
音

浄
土
真
宗
　幽
遠
山
妙
雲
寺

南
会
津
町
只
見
町
大
字
塩
ノ
岐
下
八
乙
女 
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ち
ち
は
は
の

　
め
ぐ
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塩
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ま
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御蔵入
三十三観音
とは

会津三十三観音札
所が寛永20(1648)
年に設けられ、南
山御蔵入領でも札
所設立の気運が高
まった。そこで元

禄11(1689)年に12日間をかけ三十三霊
場を巡ったことを始まりとして、聖観音
像19、千手観音像5、如意輪観音像4、
十一面観音像2、馬頭観音像2、准胝観
音像1をまわる御蔵入三十三観音が制定
されました。
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駅
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り
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駐
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無
し

只
見
駅
よ
り
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で
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／
駐
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よ
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国指定重要文化財（建造物） 国指定重要文化財（建造物）

国指定重要文化財（建造物） 国指定重要文化財（建造物）

木造千手観音座像／慈恩寺（町指定有形文化財）

南山
御蔵入の
戊辰戦争
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福島県

会
津
若
松
●

交通の
ご案内

御蔵入三十三観音エリアへは東北自動車道で西那須

野塩原ICか白河IC、関越自動車道で小出ICからそれぞ

れ国道を通るルートとなります。また、電車・バスでは

東武線直通の特急リバティで会津高原尾瀬口駅や会

津田島駅、また、上越新幹線浦佐駅＋JR只見線只見駅からのバスやタク

シーのご利用でアクセスできます。詳細は中面の各観光案内所にお問

い合わせ下さい。

御蔵入三十三所

お問い
合わせ

元
禄
十
一
年
制
定

車での
アクセス

電車での
アクセス

〈東北道白河ICから〉
●下郷・約40km ●田島・約52km

〈東北道西那須野塩原ICから〉
●田島・約52km ●檜枝岐・約100km

〈関越道小出ICから〉●只見・約60km

東武鉄道浅草駅から会津田島駅まで特急リバティ利用
最短3時間９分
上越新幹線東京駅からJR只見線只見駅まで
約３時間半（要乗換え）

会津高原ふるさと推進協議会事務局
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字西町甲4331　南会津地方広域行政センター内
電話番号0241-62-0054・FAX番号0241-62-0115 　http://www.aizukougen.jp/

●下郷町商工観光係0241-69-1144　●南会津町商工観光課0241-62-6200
●只見町観光商工課0241-82-5240　●檜枝岐村企画観光課0241-75-2503

慶応3年（1867年）
◆10月14日〈新暦11月9日〉
　大政奉還がおこなわれる

慶応4年（1868年）
◆1月3日〈新暦1月27日〉
　鳥羽伏見の戦い「戊辰戦争突入」

◆5月2日〈新暦6月21日〉
河井継之助と西軍軍艦岩村精一郎
が小千谷で会談

◆7月29日〈新暦9月15日〉
北越戦争にて長岡城落城。
河井継之助一行が会津へ。

◆8月5日〈新暦9月20日〉
河井継之助一行が八十里越を越え
只見に到着する

◆8月16日〈新暦10月1日〉
　矢沢宗益宅で河井継之助が没する

◆8月21日〈新暦10月6日〉
母成峠より西軍が会津城下に攻め
入る

◆8月23日〈新暦10月8日〉
　会津若松城籠城戦が始まる

◆8月29日〈新暦10月14日〉
　新政府軍が田島を占領

◆9月9日〈新暦10月24日〉
農兵隊が西軍から田島陣屋奪還

◆9月20日〈新暦11月4日〉
　牛首へつりの銃撃戦
　木伏・大橋での交戦（～21日）

◆9月21日〈新暦11月5日〉
　朴木での交戦

◆9月22日〈新暦11月6日〉
　会津若松城落城

◆9月23日〈新暦11月7日〉
　入小屋の戦い

◆9月24日〈新暦11月8日〉
　滝原の戦い・大芦の奇襲戦

◆9月25日〈新暦11月9日〉
　叶津の戦い

◆9月26日〈新暦11月10日〉
会津若松城落城の知らせが届くこと
により、南会津の会津戊辰戦争終結

南会津
戊辰戦争年表

　文久２年、会津藩の藩主、松
平容保公が京都守護職を受け本
陣を金戒光明寺におきました。
その際守護職の役料として南山
御蔵入地の幕府領分五万石を拝
領することになり、それから明治
を迎えるまで南会津は会津藩領
となりました。
　戊辰戦争は慶応４年（1868）
１月の鳥羽伏見の戦いから翌明
治２年、函館五稜郭の戦いまで
をいいますが、そのなかで特に
会津藩領内での戦いを会津戦争
と言います。鳥羽伏見の戦いで
会津藩を含む幕府軍は敗退し、
戦いは北陸・東北各地へと広がっ
てゆきました。南会津以南の戦
いでは３月に日光口にむけ、山川
大蔵（浩）が率いる会津藩士約
1000 名で会津城下から出発し、
下野街道を南下したことから始ま
りました。同年４月には宇都宮城
を落城させていた旧幕府軍陸軍
奉行大鳥圭介（播州赤穂出身・
函館五稜郭まで戦う）率いる東
軍（旧幕府軍）が西軍（新政府軍）
の攻撃により宇都宮城を奪い返
され、今市まで後退させられまし

た。近くには日光東照宮があり
日光での戦いを控え、軍を今の
南会津町田島に移し、ここで総
督・大鳥圭介、副総督・山川
大蔵を中心とした総勢1300名の
会津軍旧幕府軍混成部隊が編
成されました。混成部隊は改め
て進軍し、今市小佐越周辺で板
垣退助率いる西軍（土佐藩・彦
根藩）約1200名と衝突しました。
しかし装備に勝る西軍に混成部
隊の攻撃は二度にわたり跳ね返
され、南会津方面の藤原に拠点
を移し、そこでは地形を利用し、
佐賀藩が主力となった西軍を敗
退させるなど一進一退の攻防が
続き、この戦いは持久戦となっ
てゆきます。
　しかし、各地での戦いは西軍
優位で進んでいました。慶応４
年５月２日長岡藩軍事総督・河
井継之助と西軍・軍艦岩村精一
郎が小千谷にて会談を行うが決
裂し、北越戦争が始まりました。
軍備に勝る西軍に長岡藩は抵抗
を続け、一度奪われた長岡城を
奪い返すなど拮抗した戦いを続
けましたが、7月29日に長岡城
はついに落城。河井継之助をは
じめとする長岡藩兵士や避難民
などは八十里越の峠を越え只見
町に到着しましたが、戦闘によ
る怪我の影響で河井継之助は只
見の地で没しました。
　このように、西軍は越後方面

から八十里越を抜け、南からは尾瀬
や山王峠をうかがい、ひたひたと会
津の地に迫ってきました。そこでつ
いに閏8月21日西軍は二本松から母
成峠を破り会津若松城下に進軍し、
二日後の23日には会津若松城（鶴ヶ
城）での籠城戦が始まりました。
　そのため兵力を会津若松城下に
集結しなければならなくなり、奥会
津の正規部隊のほとんどを城下へも
どしました。そこで、手薄になった
日光口では西軍（芸州藩・備前藩・
宇都宮藩）約1100名が侵攻し、栗
山村から湯西川を抜け山王峠を越
えて29日には奥会津統治の拠点、
田島陣屋を占拠しました。西軍は翌
日には100名程の守備兵を陣屋に残
し大内に向け進軍し占領しました
が、その後大内は会津藩士佐川官
兵衛率いる部隊が奪還します。そ
の後会津藩の徴兵に呼応した田島
組一戸一人ずつの農兵が9月9日に田

島陣屋を奪還しました。大内と田島
陣屋を奪還した東軍は長岡藩の敗
走兵を追い八十里越の峠を侵攻して
きた西軍（信州兵中心）約2000名
の中の伊南川筋に布陣した部隊に
対し駒止側と舘岩回りの二方面から
攻める作戦をとり、9月20日早朝よ
り牛首へつり（内川）での銃撃戦
から木伏・大橋での交戦、21日に
は朴木（耻風）での交戦と、続く
23日の入小屋（東）の戦いで西軍
を滝原方面へと敗走させました。そ
の後東軍は追撃の手を緩めず、9月
24日には滝原の戦いと大芦の奇襲
戦、25日には叶津の戦いで西軍を

7

5

6

2
4

3

1

▲博士山

▲朝日岳

会津鉄道

JR只見線

甲子道路

至白河

至日光

水門番所

白岩番所

芦ノ原番所

叶津番所 叶津9/25 滝原9/24

鶴ヶ城

大芦
9/24

入小屋（東）9/23

針生

立岩（舘岩）

大橋

木伏9/20～21

朴木（耻風）9/21

牛首へつり（内川）
9/20～21

野際番所

東軍（会津軍）

西軍（新政府軍）
横川番所檜枝岐番所

▲七ヶ岳

駒ヶ岳▲

▲旭岳

▲那須岳

▲小野岳

▲丸山岳

沼沢湖

田子倉湖

追い込みました。しかし南会津での
戦闘の最中の9月22日には会津若松
城は開城し、会津藩は降伏していま
した。会津若松城落城の知らせが
田島に届けられ、ここにおいて南会
津での戊辰戦争は終結を迎えまし
た。

はじ　かぜ
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289

289

289

401

401

118

118

121

352

252

400

400

❶ 牛首へつりでの銃撃戦
八十里越峠から叶津番所を越えて南会津
（南山御役知）に入ってきた西軍と東軍が
銃撃戦を展開、撃ち合いは数時間に及んだ
が勝敗はつきませんでした。

❷ 木伏・大橋での交戦
20日、東軍が木伏まで進軍し、押し返して
きた西軍と交戦。翌21日、東軍は大橋まで
西軍を追い詰めるも決め手に欠き勝敗は
つきませんでした。

❸ 朴木での交戦
朴木に進軍した西軍（高遠・飯山藩）を東軍
50名が銃撃し朴木で双方撃ち合いとなり、
西軍は滝原方面へと敗走しました。

❹ 入小屋の戦い
針生にいた東軍が入小屋にて背後から西
軍を襲撃し、西軍は後退します。さらに両
方の山から包囲され、滝原方面へと敗走し
ました。

❺ 滝原の戦い
滝原村にて陣を取っていた西軍（加賀藩）
と攻め込んできた東軍が戦いを繰り広げ
ましたが親衛隊や富山兵が加賀藩隊に援
軍として加わり、双方に多くの死傷者を出
す戦いとなりました。

❻ 大芦の奇襲戦
大芦村にて陣を取っていた西軍（加賀藩・
高崎藩）を東軍が早朝に奇襲し、不意を突
かれた西軍は応戦をすることができませ
んでした。

❼ 叶津の戦い
進軍した東軍が、入小屋から敗走し叶津に
陣を取っていた西軍を攻撃した。そのため
西軍は川口方面へと敗走しました。

戦いの足跡

戊辰の役古戦場（昭和村）

大内宿（下郷町）

叶津番所（只見町）

うし  くび

ほお  のき

おお  あし

福島特定原子力施設地域振興交付金事業
木造聖観音菩薩坐像／成法寺（県指定重要文化財）
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会津只見考古館
■時間／9：00～16：00
■料金／大　人 300円
　　　　高校生150円　　　　　
　小　中 100円
■休み／月・11月下旬～4月中旬

至郡山至郡山

至須賀川

至白河

甲子トンネル

蝉トンネル

中山トンネル

至今市

至喜多方
至新潟

至新潟

至西会津

至
小
出

会津坂下 I.C

会津若松 I.C

磐越自動車道

●西若松駅

●本郷駅

芦ノ牧温泉駅●

●湯野上温泉駅

●
下郷町役場

会津下郷駅●

●養鱒公園駅

●塔のへつり

●会津高原尾瀬口駅

●山の駅 沼山峠

●尾瀬沼ヒュッテ

七ヶ岳登山口駅●

会
津
田
島
駅
●

●会津山村道場駅

●会津荒海駅

●中荒井駅

舘岩支局●

只見町役場●

伊南支局

南郷支局

会
津
高
田
駅
●

●会津若松駅

●会津柳津駅

●
会
津
坂
下
駅

●会津宮下駅

会津川口駅●

只見駅●

尾瀬沼

若郷湖

大内ダム

田子倉湖

●七日町駅

下郷町

田島

会津若松

会津美里町

昭和村

舘岩

只見町

檜枝岐村

矢ノ原湿原●

からむし工芸博物館●

●長福寺

●伊佐須美神社

●仁王寺

東尾岐観音堂〈廃寺〉
工事中のため
通り抜け不可

駒止湿原●

●会津高原たかつえスキー場

歌舞伎伝承館
75-2432（観光案内所）

●だいくらスキー場

南泉寺楼門●

●南郷スキー場

●会津高原高畑スキー場

●福満虚空藏菩薩圓藏寺

鶴ヶ城

東山温泉

芦ノ牧温泉

湯野上温泉

会津鬼怒川線

会津鉄道

只見線不通区間

只見線

只見線

只見線

磐
越
西
線

磐
越
西
線
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▲浅草岳

▲朝日岳

七ヶ岳▲

会津駒ヶ岳▲

三ツ岩岳▲

▲博士山

三本槍岳▲

三倉山▲

帝釈山▲

▲小野岳

▲斎藤山
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15

16

20
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2

布澤 浮島堂

佐倉 観音寺

大岩観音堂 ［仁王寺］

永井野 長福寺観音堂

小野観音堂
［万願寺］

中之澤 観音堂［旭田寺］

鹽生 観音堂 ［旭田寺（元長福寺）］

南倉澤 嶽観音堂
［學圓寺］

田島 薬師寺

田島 徳昌寺

田島 慈恩寺

川島 岩戸堂［南照寺］

鹽野原 泉光寺

六地蔵●

古町
栄耀堂［善導寺］

古町
照國寺小塩観音堂

21

22

23

青柳 青柳観音堂

大橋清水堂

鴇巣 松譽堂
山口山崎堂

［安照寺］

26

27 28

29

小野島 岩戸堂

富山 富山堂［不動院］
下山観音寺［観音寺］

和泉田 泉光堂
30

31
32

33

25

24

糸澤 龍福寺

高野観音堂［薬師寺］

帯澤観音堂［常楽院］

大豆渡南泉寺観音堂

梁取 成法寺観音堂
小林 新福寺

黒谷 瀧泉寺

楢戸 楢戸堂

鹽ノ岐 八乙女観音堂［妙雲寺］

N

阿賀川

●県立南会津病院

●
南
会
津
町
役
場

●
田
島
陣
屋
跡

会津鉄道
会津田島駅

熊野神社
田出宇賀神社

至会津若松至昭和村

至
南
郷

至今市 鴫山城跡

会津田島
祇園会館

●

●
旧南会津
郡役所

まちの駅
南会津ふるさと物産館
● ●

御
蔵
入

　
交
流
館

びわのかげ●
運動公園

大内宿
町並み展示館
■営業時間／9：00～16：30
■料金／大人250円
　　　　中学生以下150円
■休み／年末年始
☎0241-68-2657
本陣を復元し、生活用具を
展示しています。

半夏祭継承
打倒平氏の挙兵に失敗した
高倉宮以仁王の逃避行伝説
が会津高原一帯に描かれて
います。
大内宿の半夏祭りはそのシ
ンボル民俗。

前沢ふるさと公園前沢ふるさと公園前沢ふるさと公園
曲家資料館曲家資料館曲家資料館
■営業時間／8：30～17：00
■料金／大人300円
　　　　高校生以下150円
■休み／11月中旬～4月中旬
伊達政宗の会津侵攻で滅ぼ
された会津武士の落人集落。
資料館は典型的な奥会津の
民家。
────────────
国重要伝統的建造物群保存
地区（山村集落）
管理棟・72-8977

歌舞伎伝承館
「花駒座」

■営業時間／9：00～16：00
■土日祝日／8：00～17：00
■休み／11月～4月

歴史民俗資料館
■営業時間／9：00～17：00
■料金／無料

奥会津博物館
伊南館
■営業時間／9：15～16：00
■料金／大人300円
　　　　高校生200円

小中100円
■休み／月～木・11/1～4月末
麻・カラムシ・絹の繊維・織物業
を中心に展示しています。

駒止湿原●駒止湿原●駒止湿原●駒止湿原●駒止湿原●

帯澤観音堂

奥会津博物館
南郷館
■営業時間／9：00～16：00
■料金／大人300円
　　　　高校生200円

小中100円
■休み／11月下旬～4月中旬
伊南川の魚ろう用具などを中
心に展示しています。

永田西国三十三観音
　　（南会津町田島）●

会津田島祇園会館
■営業時間／9：00～16：30
■料金／大人500円
　　　　小人300円
■休み／冬期の火曜日
祇園際をマルチ映像・ジオラ
マ・ロボットで再現。国無形
民俗文化財の歴史を通年見
聞できます。

旧南会津郡役所
■営業時間／9：00～16：00
■料金／大　人 200円
　　　 高校生150円　　
　　　　小　中 100円
■休み／火曜日
和洋折衷の擬洋風建築物。
町歴史資料を展示。

奥会津博物館
■営業時間／9：00～16：00
■料金／大　人 300円
　　　  高校生 200円　　
　　　　小　中 100円
■休み／火曜日
約5000点の国重要文化財
を含む、２万3000点の民具
を収蔵。茶屋・馬屋・染屋な
どを移築保存。

叶津番所
（旧長谷部家住宅）
■時間／10：00～16：00
■料金／大人500円
　　　　小人300円
■休み／火・冬期は予約制

旧五十嵐家住宅
■時間／10：00～16：00
■料金／無料
■休み／火・11月下旬～4月中旬

大内宿

栗生沢三ツ獅子

高野三匹獅子

久川城跡

奥会津博物館

奥会津博物館伊南館

奥会津博物館南郷館

要害山（水久保城跡）

前沢曲家集落

奥会津博物館舘岩館

大桃の舞台

国重文 檜枝岐の舞台

歴史の道百選
下野街道と
氷玉峠
遊歩百選、愛称「大内
宿こぶしライン」

道の駅
しもごう

道の駅
きらら 289

日本百名山那須五岳の 1
一等三角点百名山
うつくしま百名山

一等三角点百名山
うつくしま百名山

花の百名山
うつくしま百名山

日本百名山
新・花の百名山
うつくしま百名山
一等三角点百名山

新・花の百名山
うつくしま百名山
一等三角点百名山

うつくしま百名山

日本百名山
うつくしま百名山

うつくしま百名山

中世会津の四家、河原田氏の

うつくしま百名山

うつくしま百名山

1917m

1888m

1636m

▲田代山
1971m

2060m

2065m

窓明山▲
うつくしま百名山

うつくしま百名山

1842m

燧ヶ岳▲
2356m

2133m

1278m

▲蒲生岳
828m

1585m

道の駅
たじま

道の駅 番屋道の駅
尾瀬

国重文
奥会津民具の宝庫
国民俗文化財の山村生産用具

山の駅 沼山峠

尾瀬の地名
発祥伝説
打倒平氏の拳兵に失敗した
後白河天皇の皇子、高倉宮
以仁王の逃避行にお供した
尾瀬大納言物語。

河井継之助記念館
■時間／10：00～16：30
■料金／大人300円
　　　　小人150円
■休み／木・11月下旬～4月中旬
幕末の越後長岡藩の総監。戊辰北
越戦争で攻撃を受けた長岡藩士千
数人を率いて八十里越から会津へ
向かう途中、この地で亡くなる。

国重文

会津田島
祇園祭
重要無形民俗
文化財

伊南

南郷

南会津町 田島エリア拡大図

●檜枝岐村役場

●

〒

〒

●

会津川口駅

　奥
会
津
の
高
倉
宮
以
仁
王

　高た
か
く
ら
の
み
や
も
ち
ひ
と
お
う

倉
宮
以
仁
王
は
、
後
白
河
天
皇
の
第
二
皇
子
。

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
年
）
春
、
源
三
位
源
頼
政

ら
と
と
も
に
、
平
家
追
討
の
軍
を
あ
げ
た
が
、
宇

治
平
等
院
の
戦
い
で
破
れ
た
（
治
承
の
変
）。

　史
実
で
は
そ
の
時
流
れ
矢
に
当
た
っ
て
亡
く
な

ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
様
々
な
経

緯
を
経
て
奥
会
津
を
た
ど
り
新
潟
県
小
国
へ
逃
れ

ら
れ
た
。

　奥
会
津
各
地
に

は
高
倉
宮
以
仁
王

逃
亡
の
記
録
や
史

跡
・
資
料
・
ゆ
か

り
の
地
名
が
多
数

残
っ
て
い
る
。

　【史
跡
・
遺
跡
・
ゆ
か
り
の
地
名
】

●
尾
瀬
沼
／
お
供
の
尾
瀬
中
納
言
が
こ
の
地
で
亡
く
な
っ

た
（
檜
枝
岐
村
）

●
矢
櫃
峠
／
お
供
の
参
川
少
将
が
倒
れ
、
一
行
は

矢
櫃
を
下
し
て
休
ん
だ
。
流
れ
る
沢
は
参
川
沢

　（檜
枝
岐
村
）

●
御
前
梨
・
安
宮
清
水
／
宮
様
が
食
さ
れ
た
梨
と

清
水
。（
檜
枝
岐
村
）

●
香
取
神
社
と
宮
沢
村
／
宮
様
の
夢
に
一
の
宮
明

神
が
現
れ
、
大
杉
よ
り
戻
ら
れ
た
と
い
う
伝
え
。

尾
白
根
は
杉
岸
村
と
改
め
ら
れ
、
流
れ
る
沢
は
宮

沢
に
な
っ
た
。（
南
会
津
町
伊
南
）

●
木
賊
権
現
／
木
賊
温
泉
入
口
に
あ
り
、
御
神
体

は
育
つ
石
。
戦
の
神
で
も
あ
る
。
宮
様
は
こ
こ
を

参
拝
（
代
参
）
さ
れ
た
。（
南
会
津
町
舘
岩
）

●
竹
杖
原
と
中
山
峠
／
峠
越
え
の
と
き
竹
の
杖
の
代

わ
り
に
芝
栗
の
杖
を
使
わ
れ
た
り
、
実
を
食
べ
て

歌
を
詠
ま
れ
た
。
現
在
の
高
杖（
南
会
津
町
舘
岩
）

●
氷
玉
峠
（
火
玉
峠
・
高
峯
峠
）
　高
峯
峠
越
え
の

途
中
で
暴
風
雨
と
な
り
一
行
は
大
内
に
引
き
返
す
。

平
家
方
石
川
有
光
勢
が
待
ち
伏
せ
て
お
り
、
突
然

火
の
玉
が
空
か
ら
降
っ
て
き
た
と
い
う
。
以
後
火

玉
峠
と
な
り
、
氷
玉
峠
と
な
る
。（
下
郷
町
）

●
高
倉
神
社
／
宮

様
と
ゆ
か
り
の

深
い
大
内
に
あ

る
。
毎
年
七
月

二
日
に
は
古
式

床
し
く
半は
ん
げ夏
祭

が
行
わ
れ
る
。

宮
様
の
愛
馬
・
名
馬
連
銭
芦
毛
も
祀
ら
れ
て
い

る
。（
下
郷
町
）

●
桜
木
姫
の
墓
／
（
下
郷
町
）
大
内

●
和
泉
田
／
京
都
の
和
泉
境
に
似
て
い
る
こ
と
で

つ
け
ら
れ
た
。（
南
会
津
町
南
郷
）

●
九く
ぐ
り
ゅ
う

九
生
／
「
今
の
我
が
身
は
、
地
に
く
ぐ
る
竜

で
あ
る
」
と
村
人
に
話
さ
れ
た
こ
と
か
ら
つ
け
ら

れ
た
地
名
、
若
宮
八
幡
宮
を
勧
請
さ
れ
た
。（
只

見
町
）

●
唱と
の
う
が
さ
き

ヶ
崎
古
戦
場
／
平
家
方
石
川
有
光
勢
と
戦
っ

た
場
所
。
宮
様
方
の
圧
勝
で
、
宮
様
方
の
将
渡
辺

（
渡
部
）
長
七
唱
の
名
に
あ
や
か
っ
て
つ
け
ら
れ

た
。（
只
見
町
）

●
龍
王
院
／
唱
ヶ
崎
の
戦
い
の
と
き
宮
様
が
移
ら

れ
た
修
験
院
。
紅
梅
御
前
の
法
要
も
行
っ
た
。

　（只
見
町
）

●
猿
楽
・
御
所
平
／
八
十
里
越
に
あ
る
地
名
。
休

息
の
お
り
猿
楽
が
演
じ
ら
れ
た
。
ま
た
野
宿
さ
れ

た
場
所
。（
只
見
町
）

　祇
園
祭
を
残
し
た
長
沼
氏

　南
会
津
町
田
島
に
居
城
の
あ
っ
た
長
沼
氏
は
、

河
原
田
氏
、
山
内
氏
と
同
じ
く
、
頼
朝
に
よ
り
南

会
津
町
田
島
、
下
郷
町
あ
た
り
に
領
地
を
与
え
ら

れ
た
。

　若
松
の
芦
名
氏
と
は
同
盟
、
対
立
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
最
後
は
伊
達
氏
に
つ
き
、
伊
達
氏
と
河

　● 

皇
子
逃
亡
伝
説

原
田
氏
、
山
内
氏
と

の
戦
い
で
は
先
陣
を

き
っ
た
。

　

南
会
津
町
田
島
の
鴫

山
城
を
居
城
と
し
、

祇
園
祭
り
を
盛
ん
に

し
、
産
業
復
興
に
努

め
た
。
伊
達
氏
が
米

沢
に
去
る
と
そ
の
臣

下
に
な
り
同
行
し
た
。

〔
長
沼
氏
関
連
〕

●
鴫し

ぎ
や
ま
じ
ょ
う

山
城
／
南
会
津

町
田
島
中
心
部
の

愛
宕
山
に
あ
る
。

長
沼
氏
の
本
城
。

遊
歩
道
が
頂
上
ま

で
あ
る
。

●
徳
昌
寺
／
長
沼
家

の
菩
提
寺
。
15
番

札
所

（
南
会
津
町
田
島
）

●
田た

出て

宇う

賀が

神
社
・

熊く
ま

野の

神
社
／
田
島

祇
園
祭
は
、
こ
の

両
神
社
の
合
同
祭

と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
。

（
南
会
津
町
田
島
）

●
教き
ょ
う
林り
ん
寺じ

／
長
沼
氏
ゆ
か
り
の
寺
。

　（南
会
津
町
田
島
）

●
薬
師
寺
／
長
沼
氏
の
祈
願
寺
。
14
番
札
所

　（南
会
津
町
田
島
）

　檜
枝
岐
歌
舞
伎

　檜
枝
岐
村
民
で
組
織
さ
れ
る
「
千
葉
之
家
花
駒

座
」
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
伝
統
の
農
民
歌
舞
伎
。

　寛
政
年
間

（
一
七
八
九
〜

一
八
〇
〇
年
）

に
伝
え
ら
れ

た
と
い
わ
れ

る
が
、
明
確

な
記
録
は
な

い
。
年
3
回

の
定
期
公
演

が
檜
枝
岐
村

の
歌
舞
伎
舞

台
で
行
わ
れ

て
い
る
。

　五
月
十
二
日

　八
月
十
八
日

　九
月
第
一
土
曜

日
の
3
回
。
五
月
と
八
月
の
公
演
は
奉
納
歌
舞
伎

で
、
九
月
の
公
演
は
有
料
。

　演
目
も
多
く
代
表
的
な
も
の
は
「
奥
州
安
達
ケ

原
・
袖
萩
祭
文
の
段
」「
鎌
倉
三
代
記
・
三
浦
別
れ

の
段
」
な
ど
。

　歌
舞
伎
の
舞
台
も
国
重
文
指
定
に
な
っ
て
い
る
。

　ま
た
農
民
歌
舞
伎
は
江
戸
時
代
後
半
か
ら
盛
ん

に
な
り
、
当
時
の
奥
会
津
地
方
で
は
至
る
と
こ
ろ

で
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九

年
）
南
会
津
町
南
郷
で
近
郷
の
歌
舞
伎
七
座
に
よ

る
競
演
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。

　し
か
し
現
存
す
る
の
は
檜
枝
岐
歌
舞
伎
だ
け
で
、

わ
ず
か
に
南
会
津
町
伊
南
の
大
桃
地
区
に
舞
台
が

残
っ
て
い
る
。

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド

　イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
（
一
八
三
一
〜
一
九
〇
四

年
）
イ
ギ
リ
ス
人
の
女
性
旅
行
家
。
明
治
十
一
年

（
一
八
七
八
年
）
47
歳
の
と
き
日
本
を
訪
れ
、
六
月

か
ら
九
月
に
か
け
て
日
光
、
会
津
、
裏
日
本
か
ら

北
海
道
ま
で
旅
行
し
た
。

　旅
行
記
は
「
日
本
奥
地
紀
行
」
と
し
て
出
版
さ

れ
た
。
コ
ー
ス
は
山
王
峠
（
南
会
津
町
田
島
）
か

ら
南
会
津
町
田
島
、

下
郷
町
、
大
内
宿
、

会
津
美
里
町
、
会

津
坂
下
町
、
西
会

津
町
を
通
っ
て
新

潟
県
阿
賀
町
へ
抜

け
て
い
る
。

　南
山
御
蔵
入
騒
動

　享
保
五
年
十
一
月
（
一
七
二
〇
年
）
南み
な
み
や
ま
お
く
ら
い
り

山
御
蔵
入

の
農
民
が
百
姓
一
揆
を
お
こ
し
た
。
一
揆
は
南
山

御
蔵
入
19
組
二
七
一
ヵ
村
の
農
民
た
ち
が
結
束
し

て
驚
く
べ
き
組
織
性
と
行
動
力
を
発
揮
し
大
い
に

盛
り
上
が
り
、
徳
川
幕
府
を
震
撼
さ
せ
た
。
し
か

し
幕
府
は
一
揆
の
首
謀
者
6
名
の
処
刑
（
他
に
9

名
の
牢
死
）
と
三
百
名
を
越
す
農
民
を
処
罰
す
る

な
ど
し
て
こ
の
一
揆
を
鎮
圧
し
た
。

　南
山
御
蔵
入
は
当
時
、
幕
府
の
直
轄
地
で
あ
り

南
会
津
町
田
島
に
代
官
所
が
置
か
れ
て
い
た
。
南

山
御
蔵
入
は
現
在
の
南
会
津
町
、
下
郷
町
、
檜
枝

岐
村
、
只
見
町
、
金
山
町
、
昭
和
村
、
三
島
町
、

柳
津
町
、
会
津
美
里
町
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　一
揆
は
享
保
五
年
十
一
月
に
下
郷
の
農
民
約

八
百
名
が
田
島
代
官
所
に
直
訴
し
た
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。

　翌
享
保
六
年
一
月
（
一
七
二
一
年
）
15
人
の
農

民
代
表
が
江
戸
に
上
り
、
幕
府
の
勘
定
奉
行
所
へ

直
訴
、
続
い
て
第
二
陣
18
人
も
上
京
し
大
い
に
気

勢
を
あ
げ
た
。

　当
初
幕
府
は
こ
の
直
訴
を
軽
視
し
て
い
た
が
、

一
向
に
へ
こ
た
れ
る
様
子
が
な
く
、
逆
に
気
勢
が

上
が
っ
て
い
く
こ
と
に
驚
き
、
つ
い
に
本
格
的
な

対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　江
戸
か
ら
遠
く
離
れ
た
雪
国
奥
会
津
の
農
民
達

が
、
一
糸
の
乱
れ
も
な
く
団
結
し
て
行
動
す
る
背

景
に
は
、
南
山
御
蔵
入
二
七
一
ヵ
村
の
周
到
な
計

画
と
組
織
化
、
支
援
体
制
が
整
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

　享
保
六
年
四
月
幕
府
は
つ
い
に
取
り
調
べ
を
開

始
し
た
。
南
山
御
蔵
入
の
郷

ご
う
が
し
ら頭

18
名
と
名
主
等
95

名
が
江
戸
に
呼
ば
れ
取
り
調
べ
ら
れ
た
。

　つ
い
で
九
月
に
は
幕
府
の
役
人
が
田
島
に
派
遣

さ
れ
、
会
津
藩
の
警
護
の
下
、
領
内
全
村
を
二
ヵ

月
も
か
け
て
、
く
ま
な
く
取
り
調
べ
た
。

　こ
の
一
連
の
取
り
調
べ
の
目
的
は
団
結
し
た
農

民
た
ち
を
分
断
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
一

揆
の
指
導
的
役
割
を
担
っ
た
名
主
達
を
江
戸
に
引

き
止
め
て
お
い
て
行
わ
れ
た
。

　そ
の
結
果
6
名
が
一
揆
の
首
謀
者
と
し
て
江
戸

で
処
刑
さ
れ
た
。（
喜
四
郎
は
田
島
町
に
戻
っ
て
い

る
と
こ
ろ
を
逮
捕
さ
れ
処
刑
）

　そ
の
他
に
江
戸
の
獄
中
で
9
名
が
死
亡
し
て
お

り
、
こ
の
一
揆
で
は
15
人
が
命
を
落
と
し
た
。

　一
揆
の
背
景
と
し
て
は
も
と
も
と
山
間
の
雪
国

で
生
産
力
の
低
い
こ
の
地
方
で
、
年
貢
が
厳
し
く

取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
へ
の
不
満
。
そ
の
支
払
い

方
法
の
改
善
要
求
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
郷
頭
制
度

の
廃
止
要
求
な
ど
も
あ
っ
た
。

　厳
し
い
処
罰
の
あ
と
こ
の
地
域
は
会
津
藩
の
預

か
り
領
と
な
り
、
年
貢
を
江
戸
ま
で
運
ぶ
廻
米
制

度
が
無
く
な
り
、
ま
た
年
貢
の
支
払
い
方
法
も
改

善
さ
れ
る
な
ど
、
直
訴
の
内
容
が
わ
ず
か
に
実
現

さ
れ
た
。

　奥
会
津
の
人
々
に
よ
っ
て
代
々
語
り
伝
え
ら
れ
、

今
で
も
『
南
山
義
民
』
と
し
て
郷
土
の
誇
り
と
な
っ

て
い
る
。

〔
史
跡
・
遺
跡
な
ど
〕

●
南
山
義
民
碑
（
南
会
津
町
田
島
）

●
丸
山
公
園
（
南
会
津
町
田
島
）

　義
民
の
碑
、
喜
四
郎
の
墓
、
土
井
晩
翠
歌
碑

な
ど
が
あ
る
。

●
土
井
晩
翠
歌
碑
（
南
会
津
町
田
島
）

●
田
島
陣
屋
跡
（
南
会
津
町
田
島
）
現
在
の
南
会

津
町
役
場
付
近
に
あ
た
る
。

●
安
照
寺
（
南
会
津
町
南
郷
）

●
瀧
泉
寺
（
只
見
町
黒
谷
）
4
番
札
所

　● 

幕
府
に
反
逆
し
た
農
民
達

　● 

明
治
初
期
の
奥
会
津
を
歩
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
女
性

　● 

伝
統
二
百
余
年

　● 

南
山
の
勇
将
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祇園祭（南会津町田島）

下野街道（下郷町）

田出宇賀神社・熊野神社（南会津町田島）

檜枝岐歌舞伎（檜枝岐村）

南泉寺楼門／南会津町田島 D-4
（県指定重要文化財）

六地蔵／檜枝岐村

前沢曲屋集落／南会津町舘岩 C-5

大内宿／下郷町 E-3

永田西国三十三観音
南会津町田島 D-4

木造阿弥陀如来坐像／善導寺  C-4
（県指定重要文化財）

千手観音立像／大橋清水堂
（町指定有形文化財）

半夏祭（下郷町）

高倉神社（下郷町）

うつくしま百名山

●檜枝岐村役場檜枝岐村役場

六地蔵／檜枝岐村六地蔵／檜枝岐村六地蔵／檜枝岐村六地蔵／檜枝岐村

前沢曲屋集落／南会津町舘岩 C-5

大内宿／下郷町 E-3

南泉寺楼門／南会津町田島 D-4

主要
連絡先
一覧

千手観音立像／大橋清水堂

永田西国三十三観音

写真協力：小林宗一


