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お
い
し
い
も
の
を
食
べ
て
も
ら
う
。
日
当

た
り
の
良
い
と
こ
ろ
に
あ
る
手
入
れ
さ

れ
た
桑
園
。
太
陽
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
み
ど

り
に
輝
く
肉
厚
な
桑
の
葉
。
天
然
の
桑
を
食
べ

る
と「
蚕か

い
こ」の
育
ち
が
良
い
。

か
ぜ
通
し
を
良
く
し
て
あ
げ
る
。
空
調
機

器
を
使
う
わ
け
で
は
な
く
、
換
気
を
し

て
風
を
通
す
。
高
温
多
湿
に
な
ら
な
い
よ
う
、

ま
た
、
低
温
に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
手
を
か
け

る
。
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
。

ウ
イ
ル
ス
が「
蚕
」に
来
な
い
よ
う
消
石
灰
を
床

に
ま
く
。

い
つ
で
も
見
守
っ
て
い
て
あ
げ
る
。
赤

ち
ゃ
ん
の
と
き
に
は
、
小
さ
く
ち
ぎ
っ

た
桑
の
葉
し
か
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た「
蚕
」が
、

大
き
く
な
り
、
枝
に
つ
い
た
大
き
な
桑
の
葉
を

食
べ
る
よ
う
に
な
る
。「
蚕
」は
、
自
ら
桑
の
葉

を
探
し
に
旅
に
出
る
こ
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら

「
蚕
」が
い
る
と
こ
ろ
に
桑
の
葉
を
運
ん
で
あ
げ

る
。
ま
る
で
小
さ
な
こ
ど
も
を
育
て
る
母
親
の

よ
う
に
。

こ
ど
も
だ
っ
た「
蚕
」は
大
き
く
な
り
、
や

が
て
繭ま
ゆ

を
つ
く
る
。
大
切
に
育
て
上
げ

ら
れ
た「
蚕
」は
、
繭
に
姿
を
変
え
て
、
旅
立
っ

て
い
く
。

様々
な
も
の
を
紡
ぐ
た
め
に
。
時
代
も
、

地
域
の
人
も
、
そ
し
て
、
心
も
。
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の
ど
か
な
農
村
に
広
が
る
田
ん
ぼ
や
畑
。

ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
風
景
の
中
に「
蚕
」

の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。
お
米
を
作
る
傍
ら
で
、

生
活
の
一
部
と
し
て
養
蚕
が
営
ま
れ
て
い
ま
し

た
。は

る
か
昔
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
養
蚕

は
こ
の
地
に
も
伝
播
し
、
平
安
時
代
、

「
蚕
」の
繭
か
ら
紡
い
だ
糸
で
織
ら
れ
た
絹
は
、

「
安
達
絹
」と
し
て
都
に
も
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

「
ま
ゆ
み
紙
」と
呼
ば
れ
た
和
紙
や「
安
達
駒
」と

呼
ば
れ
た
馬
と
と
も
に
二
本
松
、
安
達
地
域
を

代
表
す
る
産
物
と
な
り
ま
し
た
。

な
が
く
続
い
た
武
家
政
治
の
時
代
に
は
、

中
国
大
陸
で
生
産
さ
れ
た
唐
糸
や
ポ
ル

ト
ガ
ル
商
船
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
生
糸
に

押
さ
れ
、
ま
た
、
蚕
飼
育
を
奨
励
し
た
信
夫
・

伊
達
地
方
と
は
異
な
り
、
二
本
松
藩
は
、
夏
蚕

飼
育
は
農
作
業
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
姿
勢
を

崩
さ
ず
、
海
外
貿
易
に
よ
る
養
蚕
好
景
気
の
波

に
乗
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
時
代
が
明
治
を
迎
え
た
頃
、
二

本
松
に
製
糸
工
場
が
稼
働
を
は
じ
め
、

幾
度
か
危
機
は
あ
っ
た
も
の
の
、
大
正
時
代
に

製
糸
工
場
を
営
ん
で
い
だ
双
松
館
は
、
５
０
０

人
以
上
の
職
工
を
雇
い
、
ま
た
、
優
良
養
蚕
家

と
し
て
表
彰
さ
れ
る
人
も
多
く
、
最
優
等
糸
を

生
産
す
る
工
場
と
し
て
、
好
景
気
と
と
も
に
発

展
し
て
い
き
ま
し
た
。
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今
で
は
少
な
く
な
っ
た
養
蚕
農
家
で
す
が
、

50
年
前
に
は
、
県
内
で
３
万
戸
以
上
、
市
内

で
も
多
く
の
方
が
養
蚕
に
携
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
安
齋
農
園
を
営
む
安
齋
孝
行
さ
ん（
式

部
内
）は
、
15
歳
で
養
蚕
に
携
わ
り
、
そ
の

キ
ャ
リ
ア
は
50
年
以
上
。
今
年
も「
蚕
」を
育

て
て
い
ま
す
。

　

蚕
は
、
卵
か
ら
か
え
り
、
４
回
脱
皮
し
、

糸
を
吐
き
、
繭
を
作
り
サ
ナ
ギ
に
な
り
ま
す
。

卵
は
小
さ
く
、
２
千
個
で
お
よ
そ
１
グ
ラ
ム

の
重
さ
。

　
専
用
の
紙
の
上
に
産
み
付
け
ら
れ
た
卵
は
、

孵ふ

化
す
る
と「
１
齢
幼
虫
」と
呼
ば
れ
ま
す
。

脱
皮
を
す
る
ご
と
に
、
２
齢
、
３
齢
…
と
呼

び
名
が
変
わ
り
、
５
齢
に
な
る
と
、
間
も
な

く
糸
を
吐
き
始
め
ま
す
。

　

安
齋
農
園
に
や
っ
て
く
る
蚕
は「
２
齢
幼

虫
」。
そ
れ
ま
で
は
、
田
村
市
都
路
地
区
に

あ
る
稚
蚕
飼
育
所（
Ｊ
Ａ
ふ
く
し
ま
さ
く
ら

運
営
・
写
真
１
）で
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
稚
蚕
飼
育
所
に
は
、
福
島
県
内
に
と

ど
ま
ら
ず
、
遠
く
三
陸
地
方
か
ら
も
蚕
を
買

い
付
け
に
や
っ
て
き
ま
す
。
人
工
飼
料
で
育

て
る
稚
蚕
飼
育
所
も
あ
る
中
、
こ
こ
で
育
つ

蚕
は
、
天
然
の
桑
を
与
え
ら
れ
て
大
切
に
育

て
ら
れ
て
い
ま
す
。
安
齋
さ
ん
に
よ
る
と
蚕

の
成
長
は「
桑
育
に
は
か
な
わ
な
い
」と
の
こ

と
。
元
気
に
育
っ
た
蚕
の
幼
虫
が
、
良
い
繭
、

良
い
糸
を
作
る
の
に
は
か
か
せ
ま
せ
ん
。

　
安
齋
農
園
に
や
っ
て
き
た
蚕
は
、
専
用
の

カ
ゴ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
日
は
16
万
頭

が
、
孝
行
さ
ん
と
妻
・
と
く
子
さ
ん
に
よ
っ

て
手
際
よ
く
カ
ゴ
に
移
さ
れ
ま
し
た
。（
写

真
２
）

　
そ
し
て
、
大
切
に
育
て
ら
れ
ま
す
。

　
蚕
は「
頭と
う
」と
数
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
蚕
が

人
間
に
飼
わ
れ
て
い
る
家
畜
で
あ
る
た
め
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
蚕
は
野
生
生
物
と
し
て

は
存
在
せ
ず
、
人
間
の
管
理
な
し
に
は
生
き

て
い
け
ま
せ
ん
。
繭
に
な
る
と「
粒り
ゅ
う」と

数
え

ら
れ
ま
す
。

　
蚕
は
、
良
質
な
桑
を
好
み
ま
す
。
孝
行
さ

ん
は「
桑
を
た
く
さ
ん
食
べ
る
と
、
食
べ
る

分
だ
け
大
き
く
育
つ
。
大
き
く
育
っ
て
い
く

の
を
見
る
こ
と
は
、
養
蚕
の
楽
し
み
の
ひ
と

つ
で
す
ね
」と
話
し
て
く
れ
ま
す
。

　

安
齋
農
園
の
桑
園
は
１
町
５
反
歩（
１
・

５
ヘ
ク
タ
ー
ル
）ほ
ど
。
日
当
た
り
の
良
い

畑
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
な
る
に

つ
れ
、
桑
の
葉
を
た
く
さ
ん
食
べ
る
よ
う
に

な
る
蚕
。
蚕
に
大
き
く
育
っ
て
も
ら
う
た
め

に
も
、
多
く
の
桑
を
育
て
、
手
入
れ
を
し
、

そ
し
て
、
良
質
な
桑
の
葉
を
蚕
に
届
け
ま
す
。

（
写
真
３
・
５
）

　
「
お
蚕
様
」と
呼
ば
れ
、
大
切
に
育
て
ら
れ

る
蚕
。
そ
ん
な
蚕
に
と
っ
て
の
神
様
と
も
い

わ
れ
る
の
が「
猫
」。
養
蚕
農
家
と
猫
は
、

切
っ
て
も
切
れ
な
い
大
切
な
関
係
で
す
。

時代を紡ぐ時代を紡ぐ

「「蚕蚕」とともに50年」とともに50年

１２３
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実
は
、
蚕
に
と
っ
て
の
天
敵
は
ネ
ズ
ミ
。

ネ
ズ
ミ
は
、
幼
虫
の
お
蚕
様
も
サ
ナ
ギ
に

な
っ
た
お
蚕
様
も
、
襲
っ
て
食
べ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
ん
な
ネ
ズ
ミ
か
ら
お
蚕
様
を
守
っ

て
く
れ
る
の
が
猫
と
い
う
わ
け
で
す
。
養
蚕

農
家
に
と
っ
て
の
猫
は
、
ま
さ
に「
守
り
神
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。（
写
真
４
）

　
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
上じ
ょ
う
ぞ
く蔟。
こ
の
上
蔟
の

タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の
。

こ
の
見
極
め
は
、
孝
行
さ
ん
よ
り
も
、
と
く

子
さ
ん
の
方
が
得
意
。「
蚕
は
子
ど
も
を
育

て
る
よ
う
に
育
て
る
」と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、

子
ど
も
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
の
は
、
母
親

の
方
が
得
意
な
こ
と
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。

子
・
孝
和
さ
ん
も「
こ
の
見
極
め
の
タ
イ
ミ

ン
グ
は
難
し
い
。
熟
練
の
感
覚
が
必
要
で

す
」と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
蚕
と
桑
を
、
カ
ゴ
の
下
に
敷
い
て
い
た
網

ご
と
持
ち
上
げ
て
分
け
て
い
き
ま
す
。
蚕
の

体
重
は
生
ま
れ
た
時
の
１
万
倍
。
16
万
頭
も

い
る
と
、
こ
の
大
変
な
作
業
を
数
十
回
と
繰

り
返
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
写
真
６
）

　
い
よ
い
よ「
蔟ま
ぶ
し」の

出
番
で
す
。
安
齋
農
園

で
は
、
蚕
を
育
て
て
い
る
作
業
場
の
２
階
に
、

こ
の
格
子
状
に
な
っ
た
四
角
い
枠「
蔟
」な
ど

の
道
具
を
保
管
し
て
い
ま
す
。

　
２
階
で
は
、
い
つ
で
も
蚕
が
繭
作
り
を
始

め
ら
れ
る
よ
う
準
備
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
写
真
７
）
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上
蔟
と
は「
蚕
を
繭
と
な
る
た
め
の
場
所

で
あ
る
蔟
へ
移
す
こ
と
」。
蔟
の
近
く
に
振

り
分
け
ら
れ
た
蚕
は
、
自
分
の
部
屋
を
探
し

に
、
蔟
を
上
へ
上
へ
と
登
っ
て
い
き
ま
す
。

　
蚕
は
、
無
理
や
り
部
屋
を
割
り
当
て
て
も

繭
を
作
っ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
自
分
で
部
屋

を
探
し
ま
す
。
早
く
部
屋
を
決
め
る
蚕
も
い

れ
ば
、
な
か
な
か
部
屋
が
決
ま
ら
な
い
蚕
も
。

そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
が
違
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
あ
る
程
度
、
蚕
が
部
屋
を
決
め
だ
し
た
ら
、

蔟
を
天
井
か
ら
吊
る
し
ま
す
。
天
井
か
ら
吊

る
す
回
転
蔟
は
、
重
み
で
く
る
く
る
回
り
、

重
い
部
分
が「
下
」で
、
軽
い
部
分
が「
上
」に

な
り
ま
す
。

　
こ
の
回
転
蔟
は
、
蚕
の
上
へ
上
へ
登
る
習

性
を
生
か
し
た
も
の
。
蚕
が
糸
を
吐
い
て
繭

を
作
り
始
め
る
と
、
部
屋
の
中
が
重
た
く
な

り
ま
す
。
す
る
と
、
繭
に
な
っ
た
部
屋
が

「
下
」、
空
い
て
い
る
部
屋
が「
上
」に
な
り
ま

す
。
上
へ
向
か
う
習
性
の
蚕
は
、
ど
ん
ど
ん

空
き
部
屋
へ
と
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。（
写

真
８
）

　
最
後
は
、
空
い
て
い
る
部
屋
が
な
く
な
り
、

蔟
が
繭
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

　
上
蔟
か
ら
お
よ
そ
１
週
間
。
蚕
は
大
き
く

な
っ
た
繭
の
中
で
サ
ナ
ギ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
サ
ナ
ギ
が
入
っ
た
繭
を
蔟
か

ら
外
し
、
美
し
い
繭
は
出
荷
を
待
つ
の
み
と

な
り
ま
す
。（
写
真
９
・
10
）

　
時
間
が
経
つ
と
、
サ
ナ
ギ
は
成
虫
で
あ
る

蛾が

に
な
り
、
繭
を
破
っ
て
外
に
出
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
う
な
る
前
に
繭
は
出
荷
さ
れ
、
製

糸
所
へ
移
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
安
齋
農
園
で
は
、
県
内
外
に
繭
を
出
荷
し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
多
く
の
繭
を
出

荷
し
て
い
る
の
が
、
株
式
会
社
宮
坂
製
糸
所

（
長
野
県
）。
こ
の
製
糸
所
で
、
乾か
ん
け
ん繭
、
煮し

ゃ
け
ん繭

な
ど
の
工
程
を
経
て
、繭
は
、き
れ
い
な「
糸
」

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。（
写
真
11
・「
岡
谷
蚕

糸
博
物
館
」（
長
野
県
）提
供
）

　
１
粒
の
繭
か
ら
取
れ
る
糸
は
約
１
５
０
０

ｍ
。
安
齋
農
園
で
１
年
間
生
産
さ
れ
る
繭
か

ら
取
れ
る
糸
を
つ
な
い
で
い
く
と
、
地
球
か

ら
月
ま
で
を
往
復
で
き
る
長
さ
に
な
り
ま
す
。

８９10

11

安齋農園安齋農園
養蚕のほか、お米や椎茸、菊など
を生産。子・孝和さんは、今が旬
の福島県ブランドきのこ「ふくふ
くしめじ」も生産しています。

安
あんざい

齋 孝
たかゆき

行さん とく子
こ

さん
　孝行さんは、工場勤務を経て、
職場結婚をしていたとく子さんと

ともに、昭和51年に就農。
　養蚕の最盛期には１年間に12回
繭を出荷し、全国トップレベルの
繭生産量（７t）を実現。繭の価格が
下がった時期には、養蚕の機械を
活用して菌床しいたけ栽培を開始。
　東日本大震災時は、県指導農業
士会会長として震災復興に尽力。
平成２年全国農林水産祭（蚕糸・
地域特産部門）�天皇杯など数々の
賞を夫婦で受賞。
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地域を紡ぐ地域を紡ぐ
引き継がれる地域の引き継がれる地域の「「文化文化」」

　
安
齋
農
園
の
あ
る
大
平
地
区
は
、
昔
か
ら

養
蚕
の
盛
ん
な
土
地
柄
。
明
治
40
年
に
は
、

総
戸
数
３
６
０
戸
の
う
ち
３
２
０
戸
が
養
蚕

を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
養
蚕
農
家
は
少
な
く

な
っ
た
も
の
の
、
地
区
に
は
、
養
蚕
に
ま
つ

わ
る
神
社
が
あ
っ
た
り
、
通
学
路
に
桑
畑
が

あ
っ
た
り
と
、
今
で
も
生
活
の
中
に
蚕
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
地
区
に
あ
る
大
平
小
学
校
で
は
、
毎

年
３
年
生
が
蚕
を
育
て
る
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
日
は
、
安
齋
農
園
を
訪
問

し
て
、
説
明
を
聞
き
な
が
ら
蚕
と
ご
対
面
。

　
初
め
て
の
蚕
に
、
触
っ
て
み
た
い
子
、
苦

手
な
子
。
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。「
か
わ

い
い
」「
フ
ワ
フ
ワ
し
て
る
」「
気
持
ち
悪
か
っ

た
」と
い
ろ
い
ろ
な
感
想
を
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。（
写
真
12
）

　
「
蚕
っ
て
み
ん
な
白
で
す
か
？
」

　
「�

ひ
と
つ
の
部
屋
に
２
つ
の
蚕
が
入
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？
」

　
「�

蚕
に
は
、
緑
色
や
黄
色
、
赤
色
の
蚕
も

い
ま
す
よ
」

　
「�

２
つ
の
蚕
が
１
つ
の
部
屋
で
一
緒
に
繭

を
作
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
ん
で
す
よ
」

　
子
ど
も
達
の
疑
問
は
、
大
人
の
疑
問
と
も

違
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
を
持
っ
て
、

そ
し
て
、
質
問
。
こ
の
日
の
先
生
、
孝
和
さ

ん
も
丁
寧
に
答
え
ま
す
。

　

農
園
で
の
学
習
が
終
わ
る
と「
蚕
」と「
桑

の
葉
」を
学
校
に
持
ち
帰
り
ま
す
。
教
室
で

じ
っ
く
り
と
観
察
。（
写
真
13
）

　
蚕
に
ご
は
ん（
桑
の
葉
）を
あ
げ
た
り
、
排

泄
の
お
世
話
を
し
た
り
。
そ
し
て
、
手
作
り

の
蔟
に
繭
を
作
っ
て
も
ら
い
、
最
後
は
蛾
に

な
る
ま
で
見
届
け
ま
す
。

　
「
こ
の
蛾
は
育
て
ら
れ
な
い
の
？
」

　
「
な
ぜ
、
こ
の
蛾
は
飛
ば
な
い
の
？
」

　

ま
た
ま
た
新
た
な
疑
問
が
湧
い
て
き
て
、

み
ん
な
で
調
べ
て
い
き
ま
す
。

　
卒
業
式
。
６
年
生
は
３
月
に
な
る
と
卒
業

を
迎
え
ま
す
。
大
平
小
学
校
の
６
年
生
は
、

胸
に
コ
サ
ー
ジ
ュ
を
つ
け
て
こ
の
日
を
迎
え

ま
す
。（
写
真
14
）

　
そ
の
コ
サ
ー
ジ
ュ
は
、
蚕
が
作
っ
た
繭
か

ら
作
ら
れ
た
も
の
。
３
月
に
な
る
と
、
５
年

生
が
、
ひ
と
つ
ず
つ
丁
寧
に
、
心
を
込
め
て

コ
サ
ー
ジ
ュ
を
作
り
ま
す
。

　
こ
の
30
年
続
く
地
域
と
小
学
校
の
取
り
組

み
は
、昨
年
、全
国
で
２
校
が
選
ば
れ
た「
蚕

糸
絹
文
化
学
習
教
育
奨
励
褒
賞（
蚕
を
学
ぶ

奨
励
賞
）」（
一
般
財
団
法
人
大
日
本
蚕
糸
会
）

に
も
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
生な
り
わ
い業

と
し
て
の
養
蚕
は
、
地
域
を
紡
ぐ
文

化
と
し
て
も
、
そ
し
て
、
世
代
を
紡
ぐ
文
化

と
し
て
も
、
そ
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。

14 13 12
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本宮市福島市川俣町二本松市

3,464

520

1,669

3,225

1500 円

2000円

2500円

3000円

R4H30H25H20H15H10H5S63

2,554 円

1,703 円

4.3%

4.7%

6.3%

35.2%
群馬県

栃木県
19.7%

福島県
17.0%

埼玉県

愛媛県

宮城県 12.8%
その他

福島県・二本松市の「養蚕」福島県・二本松市の「養蚕」
　都道府県別の上

じょうけん
繭量生産状況をみると、福島県は、群馬県、栃木県に次いで全国３位。17％のシェアを占

めています。（図１）
　二本松市の繭生産量は、3,464㎏で、市町村別で県内１位のシェアを誇ります。（図２）
　蚕が食べる桑、その桑園面積でも県内１位の面積となっています。
　昭和の終わりから平成にかけて行われた「ガット・ウルグアイ・ラウンド」などによって下落した価格は、以
前ほどではないものの、回復傾向にあります。（図３）

※�グラフは「令和４年度ふくしまの蚕糸」（福
島県農林水産部）に掲載の数値より作成

【図１】都道府県別の上
じょうけん
繭量構成割合 【図２】福島県内の繭生産数量

【図３】繭１kg当たりの価格
「ようさんY

ユ ー チ ュ ー ブ
ouTube!!」

福島県では、1,400人いる福島県農林水
産部職員が「1400のネタばらし」として、
YouTubeでさまざまな動画を公開。
そのなかのひとつ『養蚕』も絶
賛公開中です。二次元コード
からぜひご覧ください。

株式会社宮坂製糸所株式会社宮坂製糸所
（長野県岡谷市）（長野県岡谷市）

安齋農園も繭を出荷している製糸
所。岡谷蚕

さ ん し
糸博物館内に併設し、

館内ミュージアムエリアで稼働し
ているため、実際に糸を紡いでい
る様子を見学することができます。

道の駅「ふくしま東和」道の駅「ふくしま東和」
（二本松市太田）（二本松市太田）

桑商品を数多く開発。ソフト
クリームは、季節を問わず人気。

大人気の桑シリーズ（たくさんの種類がある中
から、写真は①桑アイス②桑ソフト③くわの
はクッキー④桑アイシングクッキー⑤桑焼酎）

「大収穫祭」開催！
農産物の品評会や“　”評会、
ワークショップやキッチン
カーも登場します！
日　時
　11/ ３（金・祝）、４（土）
　９：00～17：00

珍
ちん

①

⑤④③

②
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二本松の「製糸」二本松の「製糸」

企画展「製糸業と二本松」
～近代二本松を支えた二本松製糸会社～
戊辰戦争後の二本松城跡地にあった製糸工
場・二本松製糸会社をテーマにした企画展
を開催します。
会　期：12/16（土）～R6. ２/25（日）
場　所：二本松歴史館「第２展示室」
　　　　（にほんまつ城報館１Ｆ）
入館料：無料（常設展は有料）

　明治時代の二本松で、近代製糸業の先覚者といわれるのが
山
やまだ
田脩

おさむ
。日本初の民間機械製糸工場の創始者・山田脩の銅像

は、霞ヶ城公園内・三ノ丸跡地（菊人形会場）に立っています。
　山田は、明治6年に創立した二本松製糸会社に、小野組代
理人の佐野利八や実兄の梅原親固らと共に参画。製糸会社の
解散後、明治18年に個人経営としては日本初の機械製糸工
場｢双松館｣を設立。その品質は評判を博し、数々の表彰を受
けました。

　また、岩代地域では、小浜や百目木に糸市が立ち、さらに
大内羽二重工場が創設されるなど、繭として出荷するのみな
らず、織物業も盛んに行われました。

　安達郡内では、双松館のほか安達製糸会社で機械製糸が行
われていました。その安達製糸会社の解散に当たり、同社を
買収した双松館は、一時、職工541人、生糸生産高7,084貫
（約27トン）をほこる大会社へと成長しましたが、第一次世
界大戦後の不況に加え、県外資本の進出もあり大正14年に
解散しました。

　その後、昭和２年には会陽製糸が操業を開始。そこから独
立した会達製糸株式会社は、二本松駅近くで工場を操業。「会
達シルク」の銘柄で名を馳

は
せ、地域の産業振興に大きく貢献

しました。
　しかし、平成に入ると、他の農産物と同じく海外産の安い
生糸の輸入が増加。安達駅近くで操業していた安達製糸株式
会社とともに、今は、操業を終了しています。

双松館全景（明治33年再建）

大内羽二重工場（大正初期）

養蚕のめぐみ　桑のめぐみ養蚕のめぐみ　桑のめぐみ
　養蚕が盛んだった二本松。市内東部にある東和地域も養蚕が特に盛んな地域のひとつでした。夫婦桜で有名
な香野姫明神の由来といわれる香野姫も「蚕を飼う事、糸を繰

く
る事、機

はた
を織る技」を教えたと伝わっています。

　その東和地域にも、養蚕業を営む方たちがいます。出荷し
た繭は、糸になり、京都で織物となっています。
　この地域にある道の駅では、養蚕業の発展とともに広がっ
た桑園から採れる「桑の葉」を使った商品が開発されています。
廃校となった小学校の体育館を活用して造られた「くわ工場」
で、桑茶など桑製品を製造しています。
　良質な「桑の葉」は、地域の特産品として加工され、時には
スイーツ、時には健康食品として、日本各地の消費者の元へ
届けられていきます。 道の駅「ふくしま東和」の桑商品




