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いま伝えたい手仕事 ――

ともしび守る町内ただ一人の養蚕農家

特集

い
ま
伝
え
た
い
手
仕
事 

―
―

　

と
も
し
び
守
る
町
内
た
だ
一
人
の
養
蚕
農
家

　

6
月
上
旬
、
繭ま

ゆ

の
出
荷
を
控
え
て

作
業
に
い
そ
し
む
梶
田
さ
ん
の
作
業

場
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

天
井
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
た
「
回

転
蔟ま

ぶ
し

」
と
呼
ば
れ
る
棚
に
繭
が
整
然

と
並
ん
で
い
ま
す
。「
回
転
蔟ま

ぶ
し

」
は

縦
4
セ
ン
チ
、
横
3
セ
ン
チ
の
小
さ

な
部
屋
に
区
切
ら
れ
て
い
て
、
餌
場

か
ら
移
さ
れ
た
蚕
は
、
自
然
と
そ
の

区
画
に
収
ま
っ
て
3
日
ほ
ど
で
繭
を

つ
く
る
の
だ
と
か
。
な
か
に
は
繭
を

作
れ
な
か
っ
た
り
、
区
画
に
収
ま
ら

な
い
蚕
も
い
て
、
梶
田
さ
ん
が
棚
を

回
転
さ
せ
な
が
ら
手
際
よ
く
取
り
除

い
て
い
き
ま
す
。

　

64
年
前
、
お
嫁
に
き
て
以
来
、
養

蚕
を
続
け
て
い
る
と
い
う
梶
田
さ

ん
。
現
在
は
、
春
と
秋
の
年
2
回
、

繭
を
出
荷
し
て
い
ま
す
。
春
は
春は

る

回転蔟
まぶし

から取り出され、出荷を待つばかりとなった繭
まゆ

。上品な光沢をたたえています。

蚕こ

、
秋
は
秋あ

き

蚕こ

と
呼
ば
れ
、
か
つ
て

は
そ
の
間
に
夏な

つ

蚕こ

も
行
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。

　
「
回
転
蔟ま

ぶ
し

」
は
昭
和
30
年
代
後
半

か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
蚕
の

排
泄
処
理
が
格
段
に
楽
に
な
り
ま
し

た
。
同
じ
頃
、
養
蚕
施
設
の
整
備
が

奨
励
さ
れ
、家
の
中
で
蚕
を
飼
う「
お

座
敷
養
蚕
」
は
な
く
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
春
、
梶
田
さ
ん
は
、

5
月
上
旬
に
八
幡
浜
市
の
蚕さ

ん

種し
ゅ

会
社
か
ら
体
長
5
ミ
リ
ほ

ど
の
蚕
を
仕
入
れ
て
、
桑
の

葉
を
与
え
て
育
て
て
き
ま
し

た
。「
赤
ち
ゃ
ん
を
育
て
よ

る
よ
う
な
も
ん
よ
」
と
笑
う

梶
田
さ
ん
。
桑
を
与
え
る
の

は
1
日
3
〜
4
回
。
桑
畑
の

　

昭
和
5
年
、愛
媛
県
内
に
5
万
5,
8
4
6
戸
い
た
養よ

う

蚕さ
ん

農
家
は
2
0
1

６
年
現
在
わ
ず
か
11
戸
。
そ
の
う
ち
1
戸
が
町
内
に
残
る
た
だ
1
軒
の
養

蚕
農
家
、
梶
田
マ
サ
コ
さ
ん
（
梶
郷
下
）
で
す
。
蚕
を
飼
い
続
け
て
60
年

以
上
。
今
か
ろ
う
じ
て
町
内
養
蚕
業
の
と
も
し
び
を
守
る
梶
田
さ
ん
を
取

材
し
ま
し
た
。

愛南町唯一の養蚕農家　梶田マサコさん

往
復
で
1
日
が
過
ぎ
、
外
出
す
る
間

も
な
い
そ
う
で
す
。
そ
の
間
、
蚕
は

猛
烈
な
食
欲
で
桑
を
食
べ
尽
く
し
て

ぐ
ん
ぐ
ん
大
き
く
な
り
ま
す
。

　

翌
々
日
、
再
び
梶
田
さ
ん
の
作
業

場
を
訪
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
真
っ
白

で
上
品
な
光
沢
を
た
た
え
た
繭
が
山

積
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
い
さ
っ

き
「
回
転
蔟ま

ぶ
し

」
か
ら
取
り
出
さ
れ
、

表
面
に
薄
く
残
る
毛け

羽ば

と
言
わ
れ
る

糸
を
取
り
除
か
れ
た
ば
か
り
の
繭
で

す
。
出
荷
を
明
日
に
控
え
、
梶
田
さ

ん
が
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
確
認
し
て
い

ま
す
。

特
集
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回転蔟
まぶし

が並ぶ梶田さんの作業場。中には繭が整然と並んでいます。

梶田さんの桑畑は秋蚕に向けて手入れされてい
ます。60年以上大切に育てられた古木に新芽
が芽吹きはじめました。

　

梶
田
さ
ん
の
繭
は
一
旦
、
鬼
北
町

の
J
A
へ
集
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
滋

賀
県
へ
運
ば
れ
て
近
江
真
綿
布
団
な

ど
に
加
工
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
真

綿
と
い
う
と
綿
（
コ
ッ
ト
ン
）
の
よ

う
に
思
い
ま
す
が
、
実
は
絹
（
シ
ル

ク
）
の
こ
と
。
真
綿
布
団
は
軽
く
て

吸
湿
性
、
放
湿
性
に
優
れ
た
高
級
布

団
で
す
。

　

現
在
で
も
国
内
外
で
高
い
評
価
を

得
て
い
る
国
産
生
糸
で
す
が
、
梶
田

さ
ん
に
後
継
者
の
こ
と
を
尋
ね
る
と

「
い
な
い
」
と
き
っ
ぱ
り
。

　

町
内
で
は
昭
和
初
期
の
最
盛
期
に

4,
9
0
0
戸
近
く
あ
っ
た
養
蚕
農

家
。
い
ま
は
そ
の
と
も
し
び
を
梶
田

さ
ん
一
人
が
守
り
、
静
か
に
秋
蚕
の

は
じ
ま
り
に
備
え
て
い
ま
す
。

③桑は 1日に 3～ 4回蚕に
与えます。桑を切る作業は重
労働。剪定ばさみで 1本ず
つ切り取ります。

②八幡浜市にある蚕種会社か
らふ化後10日ほど飼育された
蚕が届きます。蚕の食欲は日
に日に増して、桑採りと給

きゅう

桑
そ う

を繰り返す忙しい日々が続き
ます。蚕の成長に合わせて飼
育面積もどんどん広がります。

①新緑が美しい桑畑。蚕は新
鮮な桑の葉だけを食べて育ち
ます。そのため養蚕は桑の葉
が収穫される時期に合わせて
行われています。

⑤蚕は家
か

蚕
さん

とも呼ばれ、畜産
化された昆虫で野生には生息
しません。野生回帰能力を完
全に失った唯一の家畜化動物
として知られ、人間の管理な
しでの生育は不可能です。

養蚕
作業の工程

④蚕は脱皮する前に餌を食べずに
じっと動かなくなります。その状
態を眠

み ん

と呼びます。孵化してから
約 4週間の間に 4回眠り、4回
脱皮して熟蚕となり繭を作り始め
ます。蚕はその間に体長で15倍、
体重で1万倍に成長します。

⑧出来上がった繭は手作業で一つ
ずつ取り出し、機械を使って不要
な糸を取り除きます。梶田さんが
つくる繭は鬼北の JAに集められ、
そこから滋賀県に出荷されて上質
な近江真綿の布団になります。

（資料提供：稲田 和美さん）

⑦蚕は繭にくるまる前に排泄を
して、48時間以上かけて糸を
吐き繭を作ります。蚕が吐き出
す 1本の糸は同じ大きさの鉄
と比べるとはるかに硬く強度が
あり、繭をほぐすとその糸の長
さは1,200m以上あります。

⑥梶田さんは、蚕が糸を吐く時期
を長年の経験で知っています。熟
蚕となった蚕を餌場からすべて拾
い集め、回転まぶしと呼ばれる回
転式の繭棚に移動させます。これ
を上

じょう

簇
ぞ く

といい、養蚕のなかでも最
も大変な作業になります。
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愛
南
町
に
唯
一
軒
残
る
養
蚕
農

家
、
梶
田
マ
サ
コ
さ
ん
の
養
蚕
記
録

を
残
し
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
二
年

前
、
南

み
な
み

猫ね
こ

工こ
う

房ぼ
う

の
松
原
郁い

く

子こ

さ
ん

と
お
会
い
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
し

た
。
松
原
さ
ん
は
糸
と
な
る
素
材
を

ご
自
身
で
作
り
、
紡
い
で
織
る
作
業

を
さ
れ
て
い
る
方
。
梶
田
さ
ん
に
弟

子
入
り
し
て
繭ま

ゆ

作
り
を
教
わ
っ
て
い

た
の
で
す
。「
今
や
消
え
つ
つ
あ
る

養
蚕
農
家
の
こ
と
を
皆
に
知
っ
て
欲

し
い
」
と
い
う
松
原
さ
ん
の
言
葉
が

心
に
残
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
昨
年
の
秋
、
松
原
さ
ん
に

同
行
し
て
、
た
っ
た
一
人
で
養
蚕

を
守
る
82
歳
の
梶
田
さ
ん
の
所
へ
お

邪
魔
し
た
の
で
す
。
そ
の
日
は
養
蚕

の
中
で
も
特
に
忙
し
い
「
上

じ
ょ
う

簇ぞ
く

」
と

呼
ば
れ
る
作
業
の
日
。
新
鮮
な
桑
の

葉
を
沢
山
食
べ
て
成
熟
し
た
蚕
を
、

繭
を
作
ら
せ
る
為
の
道
具
「
回
転

蔟ま
ぶ
し

」
に
移
し
て
い
ま
し
た
。
桑
採
り

や
給き

ゅ
う

桑そ

う

な
ど
は
ほ
と
ん
ど
一
人
で
行

う
梶
田
さ
ん
で
す
が
、
こ
の
日
ば
か

り
は
近
所
に
住
む
娘
さ
ん
が
お
手
伝

い
。
蚕
舎
に
入
っ
た
瞬
間
、
２
段
の

棚
い
っ
ぱ
い
に
蠢う

ご
め

く
蚕
に
一
瞬
怯
ん

だ
私
。
で
も
す
ぐ
に
見
慣
れ
、
ぷ
に

ぷ
に
で
す
べ
す
べ
の
蚕
は
触
り
心
地

も
良
く
、
何
だ
か
愛
ら
し
く
も
見
え

て
き
ま
し
た
。
昔
な
が
ら
の
道
具
を

使
っ
て
い
ま
す
が
、
初
め
て
見
る
養

蚕
は
新
鮮
。
今
記
録
に
残
し
て
お
か

　

数
十
年
前
ま
で
日
本
の
重
要
な
産
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
養
蚕
は
、
人
造

繊
維
の
進
出
や
経
済
不
況
、
貿
易
の
自
由
化
に
よ
る
経
済
構
造
の
変
化
に

よ
り
急
速
に
衰
え
、
い
ま
や
風
前
の
と
も
し
び
で
す
。

　
「
日
本
の
近
代
化
を
支
え
て
き
た
養
蚕
業
が
な
く
な
ろ
う
と
し
て
い

る
。」
そ
の
現
状
を
知
っ
た
稲
田
和
美
さ
ん
（
長
洲
）
は
「
養
蚕
を
記
録

に
残
し
た
い
」
と
昨
年
の
秋
か
ら
梶
田
さ
ん
の
仕
事
に
密
着
し
て
、
そ
の

作
業
の
一
部
始
終
を
記
録
に
収
め
て
き
ま
し
た
。

近
代
化
支
え
た
養
蚕

　
　

消
え
つ
つ
あ
る
い
ま
記
録
に

稲
田　

和
美

八幡浜市にある愛媛蚕種株式会社にて
写真中央が筆者。左から兵頭社長、松原郁子さん。

愛
南
町
養
蚕
の
主
な
出
来
事

　　　　　
（「
愛
媛
蚕
糸
業
の
歩
み
」　

編
集
発
行
：
「
愛
媛
蚕
糸
業
の
歩
み
」
発
行
委
員
会

平
成
12
年
）
よ
り
抜
粋

寄 

稿

年

項
　
　
　
目

詳
　
　
　
　
　
　
細

明
治
９
年

（
１
８
７
６
年
）

製
糸
を
開
業
し
て
い
た

記
録

城
辺
村
・
二
神
彦
一
（
７
年
開
業
）、
御
荘
村
・
中
尾

喜
馬
太
（
８
年
開
業
）、
緑
僧
都
・
臼
杵
寛
成
（
９
年

開
業
）
な
ど
が
あ
る
。
13
年
に
一
本
松
村
・
蕨
岡
重
正

が
関
東
に
出
向
き
、
養
蚕
術
を
修
め
、
帰
村
後
に
桑
を

植
え
、
当
初
は
山
桑
を
集
め
て
飼
育
を
開
始
し
た
と
あ

る
。

明
治
40
年

（
１
９
０
７
年
）

郡
立
南
宇
和
水
産
農
業

学
校
が
設
立
、
蚕
業
科

が
置
か
れ
る
。

教
育
を
受
け
た
地
方
の
子
女
が
、
卒
業
後
養
蚕
知
識
を

広
め
た
こ
と
は
当
地
方
の
養
蚕
普
及
に
大
き
く
貢
献
し

た
。

大
正
10
年

（
１
９
２
１
年
）

郡
内
養
蚕
概
況

養
蚕
戸
数
１
，５
２
３
戸
、桑
園
面
積
２
８
６
町
、
繭

生
産
量
３
，６
３
３
石
（
繭
代
金
２
７
１
千
円
）
と
な

り
、
海
岸
部
か
ら
山
村
に
か
け
て
桑
が
畑
作
物
の
王
座

を
占
め
た
。

いま伝えたい手仕事 ――

ともしび守る町内ただ一人の養蚕農家
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な
け
れ
ば
と
思
い
、「
来
年
は
養
蚕

記
録
を
撮
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
お

願
い
し
ま
し
た
。

　

５
千
年
前
に
中
国
で
始
ま
っ
た
養

蚕
。
美
し
い
絹
は
珍
重
さ
れ
、
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
で
世
界
に
伝
わ
り
ま
し

た
。
日
本
へ
は
稲
作
と
一
緒
に
紀
元

前
２
０
０
年
頃
、
伝
わ
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

皇
后
陛
下
も
さ
れ
る
養
蚕
は
、
稲

作
や
機
織
と
同
じ
く
、
も
っ
と
も
古

い
日
本
の
文
化
な
の
で
す
。

　

ご
存
知
の
通
り
か
つ
て
生
糸
は
日

本
の
近
代
化
を
支
え
た
花
形
輸
出
品

で
し
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
が
養
蚕

で
す
。
最
盛
期
の
昭
和
４
年
に
は
養

蚕
農
家
は
２
２
１
万
戸
超
。
養
蚕
は

換
金
性
が
高
く
、
他
の
作
物
の
栽
培

に
適
さ
な
い
よ
う
な
山
間
部
で
も
営

農
が
可
能
で
、
か
つ
て
は
山
が
ち
な

こ
の
島
国
の
至
る
所
で
養
蚕
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

愛
南
町
の
養
蚕
の
歴
史
や
流
通
も

気
に
な
っ
た
私
は
、
松
原
さ
ん
や
友

達
を
誘
っ
て
保
内
町
に
あ
る
愛
媛
蚕

種
株
式
会
社
を
訪
ね
ま
し
た
。
西
日

本
で
一
軒
だ
け
残
る
、蚕
種
を
製
造
・

販
売
す
る
会
社
で
す
。

　

明
治
17
年
創
業
、
平
成
11
年
に
建

物
は
国
の
重
要
文
化
財
に
登
録
。
梶

田
さ
ん
は
Ｊ
Ａ
を
通
し
て
こ
こ
か
ら

稚
蚕
を
仕
入
れ
ま
す
。
親
切
に
対
応

し
て
く
だ
さ
っ
た
兵
頭
社
長
の
お
か

げ
で
、
養
蚕
に
対
し
て
随
分
と
理
解

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

愛
南
町
で
も
明
治
期
か
ら
養
蚕
が

盛
ん
に
な
り
、
明
治
40
年
に
は
南
宇

和
高
校
の
前
身
、
郡
立
南
宇
和
水
産

農
業
学
校
が
設
立
さ
れ
、
蚕
業
科
が

お
か
れ
ま
し
た
。
明
治
45
年
に
は
蚕

糸
の
資
金
流
通
機
関
と
し
て
御
荘
銀

行
が
設
立
。
そ
の
後
、
養
蚕
技
術
の

普
及
や
国
・
県
の
補
助
事
業
の
導
入

等
で
振
興
さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
50

年
代
頃
か
ら
激
減
し
、
１
３
０
年
余

り
続
く
愛
南
町
の
養
蚕
も
現
在
で
は

梶
田
さ
ん
た
だ
１
軒
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
や
日
本
の
養
蚕
業
の
自
給
率
は

１
％
以
下
。
壊
滅
的
な
状
況
に
あ
り

ま
す
。
日
本
の
絹
は
安
価
に
入
手
さ

れ
る
外
国
産
に
需
要
を
押
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
大
変
品
質
が
良
く
、
現

在
で
も
高
級
の
絹
と
し
て
は
世
界
一

の
ブ
ラ
ン
ド
を
誇
っ
て
い
る
の
で

す
。
日
本
の
養
蚕
の
素
晴
ら
し
さ
を

今
一
度
理
解
し
て
も
ら
い
、
先
人
た

ち
が
築
き
上
げ
た
伝
統
文
化
が
未
来

に
残
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
ば
か
り
で

す
。

　
昭
和
初
期
を
最
盛
期
と
し
た
郡
内
の
養
蚕
は
以
後
、
蚕
糸
不
況
に
加
え
て
戦
火
拡
大
に
よ
る
蚕
糸
統
制
や
食
糧

生
産
の
た
め
の
桑
園
転
換
に
よ
っ
て
減
退
を
続
け
た
。

　
昭
和
40
年
代
に
お
い
て
繭
生
産
は
伸
び
た
が
、
農
業
担
い
手
人
口
が
出
稼
ぎ
の
た
め
町
村
外
に
流
出
し
、
養
蚕

農
家
数
が
減
少
し
た
。
養
蚕
従
事
者
の
高
齢
化
と
と
も
に
桑
園
の
荒
廃
や
養
蚕
規
模
の
縮
小
が
40
年
代
後
半
か
ら

始
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
当
地
方
の
養
蚕
は
健
全
な
農
家
に
集
中
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
が
協
業
経
営
に
よ
る
規
模
拡

大
へ
と
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。

昭
和
３
年
〜
５
年

（
１
９
２
８
〜

　

１
９
３
０
年
）

郡
内
各
地
で
養
蚕
最
盛

期
を
迎
え
る

御
荘
町　
　

養
蚕
戸
数
２
，６
４
２
戸

　
　
　
　
　

桑
園
面
積
９
，８
５
０
ａ

　
　
　
　
　

繭
生
産
量
１
１
４
，０
０
０
㎏

内
海
村　
　

養
蚕
戸
数
５
８
０
戸

　
　
　
　
　

桑
園
面
積
１
１
，８
５
７
ａ

　
　
　
　
　

繭
生
産
量
６
９
，０
０
０
㎏

緑
僧
都
村　

養
蚕
戸
数
２
８
５
戸

　
　
　
　
　

桑
園
面
積
６
，３
０
０
ａ

　
　
　
　
　

繭
生
産
量
５
５
，４
７
０
㎏

城
辺
町　
　

養
蚕
戸
数
２
５
８
戸

　
　
　
　
　

桑
園
面
積
６
，２
５
０
ａ

　
　
　
　
　

繭
生
産
量
２
，９
３
３
㎏

東
外
海
村　

養
蚕
戸
数
２
８
９
戸

　
　
　
　
　

桑
園
面
積
３
，０
５
０
ａ

　
　
　
　
　

繭
生
産
量
３
，３
７
５
㎏

一
本
松
村　

養
蚕
戸
数
６
５
３
戸

　
　
　
　
　

桑
園
面
積
１
４
，１
２
２
ａ

　
　
　
　
　

繭
生
産
量
９
２
，５
１
３
㎏

西
外
海
村　

養
蚕
戸
数
１
９
２
戸

　
　
　
　
　

桑
園
面
積
２
，３
７
０
ａ

　
　
　
　
　

繭
生
産
量
１
３
，７
５
５
㎏

昭
和
10
年

（
１
９
３
５
年
）

県
蚕
業
取
締
所
南
宇
和

支
所
設
置

郡
内
養
蚕
技
術
の
桑
栽
培
や
合
理
的
飼
育
法
な
ど
、
蚕

作
安
定
な
ど
の
技
術
が
郡
内
全
域
に
普
及
。

昭
和
23
年

（
１
９
４
８
年
）

南
宇
和
蚕
業
技
術
指
導

所
設
置

（
県
立
南
宇
和
農
業
学

校
内
）

職
員
３
名
を
配
置
。
組
合
担
当
蚕
業
技
術
員
は
５
名
。

戦
後
の
国
内
食
糧
事
情
が
好
転
せ
ず
、
桑
園
の
食
糧
生

産
へ
の
転
換
が
続
い
て
お
り
、
と
く
に
漁
村
地
帯
で
急

激
な
養
蚕
の
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
た
。

昭
和
27
年

（
１
９
５
２
年
）

南
宇
和
郡
の
気
象
・
地

質
・
地
形
な
ど
調
査
の

結
果
、
柑
橘
栽
培
の
適

地
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

柑
橘
振
興
・
園
地
造
成
が
進
む
。
と
く
に
漁
村
地
帯
で

桑
園
が
一
斉
に
柑
橘
栽
培
に
切
り
替
わ
る
。

御
荘
町
・
緑
僧
都
村
・
一
本
松
村
の
柑
橘
栽
培
不
適
地

に
お
い
て
の
み
、
養
蚕
を
振
興
す
る
方
針
と
な
る
。

昭
和
30
年
代

養
蚕
新
技
術
の
普
及

養
蚕
の
合
理
化
に
よ
っ
て
労
働
力
の
余
裕
が
生
じ
、
規

模
拡
大
が
進
み
、
大
型
養
蚕
の
台
頭
が
見
ら
れ
る
に

至
っ
た
。

昭
和
35
年

（
１
９
６
０
年
）

南
宇
和
蚕
業
技
術
指
導

所
廃
止

北
宇
和
蚕
業
技
術
指
導

所
の
直
轄
と
な
る
。

柑
橘
の
高
所
得
に
対
し
て
、
養
蚕
は
32
年
の
蚕
糸
不
況

に
襲
わ
れ
、
国
も
桑
園
減
反
奨
励
を
打
ち
出
し
た
こ
と

か
ら
、
一
挙
に
養
蚕
離
れ
が
始
ま
っ
た
。
指
導
対
象
基

盤
の
減
少
に
よ
り
廃
止
と
な
る
。

いま伝えたい手仕事 ――

ともしび守る町内ただ一人の養蚕農家


