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～今月の表紙～

今年の義経まつりでの義経公
行列の様子です。雨が降って
いるにもかかわらずたくさん
の方にご来場いただきました。

【問い合わせ：歴史まちづくり推進室　☎ 585-2967】

　小坂宿は、羽州街道有数の難所である小坂峠の登り口に位置する宿場で江戸時代初期（1600 年頃）に整備されたと
考えられます。桑折宿追分を基点に小坂、七ヶ宿を通り山形方面へ続く羽州街道は、出羽諸大名が参勤交代で多く利用し、
小坂宿には大名が休息する本陣、旅人の旅籠、問屋、口留番所等が並び繁栄しましたが、明治以降、その役割を終えます。
　現在も古い街並みや町割りにより当時の街道の雰囲気が残されており、今年度は福島大学の学生によって小坂宿をま
るごと博物館として発信していく「エコミュージアム」に取り組んでいます。
※「エコミュージアム」とは、ある地域全体を博物館と見立て、地域を学習し、交流していく活動。

昭和初期頃の小坂宿の風景（所在地：大字小坂字小坂地内）

『国見のたからもの』№ 29

～くにみのおすそわけ～

「ふくしま国見物産展」
初開催

　

ふ
く
し
ま
国
見
物
産
展
「
く
に
み
の
お

す
そ
わ
け
」
が
9
月
15
日
か
ら
22
日
ま
で

の
8
日
間
に
わ
た
り
、
東
京
都
東
銀
座
の

歌
舞
伎
座
地
下
2
階
「
木
挽
町
広
場
」
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
国
見
町
単
独
で
の
物
産

展
は
初
め
て
の
開
催
で
し
た
が
、
連
日
多

く
の
買
い
物
客
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

物
産
展
に
は
、モ
モ「
さ
く
ら
」や「
シ
ャ

イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
」
や
「
ピ
オ
ー
ネ
」
な

ど
の
ぶ
ど
う
を
は
じ
め
と
す
る
旬
の
果
物

や
、
モ
モ
大
福
や
ジ
ャ
ム
、
ジ
ュ
ー
ス
な

ど
の
6
次
化
商
品
、
商
店
街
の
商
品
な
ど

た
く
さ
ん
の
国
見
町
自
慢
の
商
品
を
取
り

そ
ろ
え
、
試
食
・
販
売
を
行
い
ま
し
た
。

特
に
モ
モ
と
ぶ
ど
う
が
人
気
で
「
国
見
の

果
物
は
甘
く
て
お
い
し
い
。
も
っ
と
食
べ

て
み
た
い
」と
消
費
者
か
ら
好
評
で
し
た
。

物
産
展
に
は
太
田
久
雄
町
長
を
は
じ
め
、

果
樹
生
産
者
や
ミ
ス
ピ
ー
チ
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
ク
ル
ー
、
商
工
会
な
ど
が
参
加
し
、
国

見
町
の
魅
力
や
農
産
物
の
安
全
性
を
Ｐ
Ｒ

し
ま
し
た
。
ま
た
、
国
見
町
応
援
サ
ポ
ー

タ
ー
も
物
産
展
の
応
援
に
駆
け
付
け
て
く

れ
ま
し
た
。　

　

物
産
展
が
開
催
さ
れ
た「
木
挽
町
広
場
」

は
人
気
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
歌
舞
伎
座

内
に
あ
る
た
め
、
東
京
都
内
の
人
だ
け
で

な
く
、
全
国
各
地
か
ら
の
観
光
客
も
多
く

訪
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
外
国
人
観
光
客
も

多
く
「
福
島
県
国
見
町
」
を
知
ら
な
か
っ

た
人
に
、
国
見
町
の
こ
と
を
広
く
知
っ
て

も
ら
う
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
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