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お弟子さんとともに行う
日本刀の折り返し鍛錬
熱した鉄を何度も折り返しながら打ち延
ばすことで、不純物が取り除かれる。飛
んでいる火花が不純物。

全国初！ 「鎮兵」の文字が書かれた木簡が出土！
ちん もっ かんぺい

福島市公式SNS

　福島市の西久保遺跡で、全国で初めて「鎮兵」（※１）と書かれた木簡（※２）
が出土しました。木簡の出土は、市内で初めてです。

　この木簡は、出羽国から、西久
保遺跡周辺にいた下野国の国司に
対して、遺跡周辺の地域には鎮兵
の死亡に関して落ち度がないこと
を伝えた書状です。
　
　その経緯は、次のことが想定さ
れます。
①出羽国へ向け、下野国を国司と
鎮兵が出発。
②西久保遺跡周辺で鎮兵が死亡。
③下野国司が出羽国に鎮兵死亡を
知らせる書状を送る。
④出羽国から返答文が届く。
　(今回出土した木簡)

　国や郡には、衛士や防人の療養
や死亡に一定の責務があったとさ
れています。この木簡から、鎮兵
も衛士や防人と同様の取り扱いを
していたことが分かります。

福島市の新たな「スポーツの祭典」、今年も開催！
昨年の第１回大会では、4,418人のランナーが福島市の街なかを駆け抜けました。
ランナーのほか、ボランティアやランナー応援隊も募集中！ぜひご参加ください！

  ランナー定員（先着順） 
ハーフマラソン  4,000人
10km 800人
2km（ペア） 250組500人
1km（車いす） 25人

※１ 「続日本紀」に記述のある、陸奥国や出羽国を防備するため派遣された兵
※２  文字が記された木札

問文化振興課　　 024-525-3785℡

問ふくしまシティハーフマラソン実行委員会（NCVふくしまアリーナ内）　　 024-503-4325℡
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。
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長さ 29.6㎝
幅 2.5㎝
厚さ 1.1㎝
　
年代　8世紀末～
　　　9世紀初め

出土した木簡
 （赤外線写真）

▲詳しくはこちら

ランナーで
参加の方は
こちら ▶

ボランティア・
ランナー応援隊で
参加の方はこちら ▶

詳しくは大会の
ホームページを
ご覧ください ▶

ふくしまシティハーフマラソン2024  参加者募集中！ふくしまシティハーフマラソン2024  参加者募集中！
����日
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すず き さ こみ

1958年白河市生まれ。福島県内の専門学
校で和裁・洋裁を学ぶ。卒業後、米沢織
りの新田かつさんに師事。その後、自宅
で草木染めや織物の制作を始める。川島
テキスタイルスクール（京都）を経て
2001年、福島市内に工房を開設。織物、
紡ぎ、草木染め、羊毛クラフトなどの講
習や作品販売のほか、福島の織物文化の
研究、担い手育成などに取り組む。

染織工房おりをり主宰

鈴木  美佐子 さん

　東
日
本
大
震
災
を
機
に

　福
島
の
絹
と
養
蚕
に
着
目

　絹
や
羊
毛
な
ど
、
自
然
素
材
を
使
っ
て

草
木
染
め
や
織
物
を
し
て
い
た
私
が
、
福

島
市
内
に
工
房
お
り
を
り
を
構
え
た
の
は
、

42
歳
の
時
で
す
。
亡
く
な
っ
た
主
人
の

「
今
ま
で
や
っ
て
き
た
も
の
を
続
け
て
」

と
い
う
言
葉
の
ま
ま
に
。
そ
ん
な
感
じ

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　福
島
の
絹
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、「
も
し
か
し
た
ら
自
然
の
も
の
が
な

く
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
危
機
感

か
ら
で
し
た
。
私
に
で
き
る
こ
と
を
考
え

て
、
行
き
着
い
た
の
が
絹
織
物
で
し
た
。

　絹
の
歴
史
は
、
養
蚕
の
歴
史
。
江
戸
時

代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
歴
史
に
何
度
も
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
信
達
地
方
（
現
在
の
県
北
地
方
）

は
、
養
蚕
や
織
物
業
が
さ
か
ん
で
全
国
有

数
の
産
地
と
し
て
栄
え
た
と
こ
ろ
。
絹
織

物
の
も
と
は
、
お
蚕
さ
ん
が
吐
く
生
糸
で

す
。
阿
武
隈
川
が
流
れ
る
信
達
地
方
は
、

お
蚕
さ
ん
と
お
蚕
さ
ん
が
食
べ
る
桑
と
、

両
方
の
生
育
に
と
て
も
適
し
て
い
た
ん
で

す
っ
て
。
品
種
改
良
を
極
め
た
質
の
高
い

蚕
種
（
蚕
の
卵
）
を
求
め
て
、
全
国
か
ら

商
人
が
買
い
付
け
に
来
て
い
た
こ
と
も
聞

き
ま
し
た
。
蚕
種
か
ら
養
蚕
、
製
糸
、
真

綿
作
り
、
織
物
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
程

が
一
つ
の
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
全
国
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
そ
う
で
す
。

　「福
島
だ
け
」を
伝
え
る
た
め

　養
蚕
も
手
が
け
る
よ
う
に

　先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
技
術
が
た
く
さ

ん
残
っ
て
い
る
の
が
福
島
な
の
に
、
養
蚕

に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
が
高
齢
に
な
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
。
一
度
途
切
れ
た
ら
無

く
な
っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
心
配

で…

。
養
蚕
も
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
お
蚕
さ
ん
も
最
初
は
苦
手
だ
っ
た

け
ど
、
３
年
も
続
け
た
ら
い
と
お
し
く

な
っ
て
き
て
。
昨
年
は
春
、
夏
、
秋
、
晩

秋
と
飼
い
ま
し
た
。
周
り
の
方
の
協
力
も

あ
っ
て
、
桑
の
苗
木
も
50
本
植
え
ま
し
た
。

　蚕
種
は
、
伊
達
市
に
あ
る
冨
田
蚕
種
製

造
所
か
ら
分
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
個

人
経
営
の
蚕
種
屋
さ
ん
は
、
全
国
で
冨
田

さ
ん
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
孵

化
は
、
温
度
管
理
と
か
湿
度
管
理
が
す
ご

く
大
事
。
田
村
市
に
あ
る
稚
蚕
飼
育
所

は
、
卵
か
ら
３
齢
ま
で
育
て
る
と
こ
ろ

で
、
な
ん
と
東
北
で
一
軒
だ
け
。
こ
ん
な

ふ
う
に
福
島
だ
け
、
福
島
だ
け
、
福
島
だ

け
と
い
う
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
に
、
そ

れ
を
知
ら
な
い
の
は
も
っ
た
い
な
い
で
す

よ
ね
。

た

ね

や

さ
ん

し
ゅ

にっ た

特集

福島に息づく
伝統産業

福
島
市
に
息
づ
く
日
本
の
伝
統
産
業

作
り
手
の
技
に
宿
る
美
と
伝
統
の
奥
深
さ

　歴
史
や
文
化
の
中
で
育
ま
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統

産
業
は
、
私
た
ち
の
財
産
で
す
。
革
新
と
再
生
を
両
輪
に
、

先
人
と
継
承
者
の
知
恵
、
工
夫
、
粘
り
強
い
挑
戦
か
ら
生
ま

れ
る
手
仕
事
の
品
々
は
、
暮
ら
し
を
彩
る
だ
け
で
な
く
、
時

に
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
も
。

　今
回
の
特
集
は
、
福
島
市
に
息
づ
く
日
本
の
伝
統
産
業
の

中
か
ら
、
作
り
手
の
熱
い
思
い
を
宿
す
「
絹
製
品
」
と
「
刀

剣
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

工房おりをり
鈴木美佐子さん

将平鍛刀場
藤安将平さん

桑
、
蚕
種
、
養
蚕
、
製
糸
、
絹
織
物…

　手
仕
事
に
宿
る
先
人
の
知
恵
を
次
世
代
へ

養蚕・真綿づくり・糸つむぎ・草木染め・機織りまで全ての工程を
行う工房おりをりの手織機
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当
し
て
い
る
事
務
局
も
女
性
で
、
岩
槻
か

お
り
と
い
い
ま
す
。
私
の
た
ぎ
る
思
い
を

伝
え
る
方
法
を
い
ろ
い
ろ
と
提
案
し
て
く

れ
ま
す
。
真
剣
は
高
額
で
持
て
な
い
と
い

う
若
い
人
に
も
少
し
で
も
身
近
に
感
じ
て

も
ら
え
る
よ
う
、
刀
を
ホ
ウ
ノ
キ
や
ヒ
ノ

キ
を
使
い
実
寸
で
作
っ
た
「
木
型
」
の
販

売
も
そ
の
一
つ
で
す
。
ふ
る
さ
と
納
税
の

返
礼
品
へ
の
出
品
も
そ
う
で
す
。
持
ち
主

を
守
る
御
守
刀
、
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
（
小

刀
）、
鍛
鉄
に
布
目
象
嵌
と
い
う
技
法
で
金

を
埋
め
込
ん
で
文
様
を
表
し
た
鍔
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
昨
夏
は
、
鍛
刀
場
の
モ
ニ

タ
ー
ツ
ア
ー
も
実
現
さ
せ
ま
し
た
。

　こ
の
先
の
夢
と
し
て
温
め
て
い
る
の
が

技
術
書
の
執
筆
で
す
。
刀
は
技
術
の
塊
な

の
で
、
次
世
代
の
た
め
に
も
ぜ
ひ
ま
と
め

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

すずき わたなべ

みや いり ゆき ひら

き

い
わ
つ
き

つ
ば

ぬ
の

め
ぞ
う
が
ん

が
た

将平鍛刀場の前でお弟子さんと。
藤安将平さんの右側が鈴木かなさん、左側が渡辺ちひろさん

ふるさと納税・返礼品　将平鍛刀場 御守刀
刃文は、乱刃（左）か直刃（右）のいずれかを選ぶことができ
ます。希望がない場合は、乱刃で作刀させていただきます。
短刀/五寸五分　小ぶりの刀剣で約32cm（白鞘に収めた状態）
短刀/八寸三分　大ぶりの刀剣で約40cm（白鞘に収めた状態）

ふるさと納税・返礼品　洗顔シリーズ「mawata bijin」
蚕を育て真綿から糸を紡ぎ織るまでを人の手で行い、絹糸
の細さと柔らかさを生かした洗顔パフ。肌と同じアミノ酸
たんぱく質を成分とする絹100％なのでデリケートな素肌
にも安心。クロス、パフ、ミトン（大・小）があります。

上／太刀 平成16年春 将平作　下／脇差 平成9年秋 立子山住人 将平作 左／ふくしま蚕美茶　
右／ふくしまの繭 化粧水「mayumist」

特集 福島に息づく伝統産業

ふじ やす ひらまさ

刀匠

藤安  将平 さん

　古
刀
は
日
本
人
の
美
意
識
と

　精
神
性
を
宿
す
日
本
刀
の
頂
点

　師
匠
が
書
い
た
『
刀
匠
一
代
』
を
読
ん

で
、
ど
う
や
っ
て
刀
を
作
る
の
か
見
て
み

た
い
と
思
っ
た
の
が
、
す
べ
て
の
始
ま
り

で
す
。
19
歳
で
入
門
を
許
さ
れ
、
29
歳
で

独
立
し
ま
し
た
。
福
島
市
立
子
山
に
鍛
刀

場
を
開
い
た
の
は
、
同
級
生
の
お
姉
さ
ん

が
取
り
持
つ
縁
で
す
。
高
台
で
湿
気
も
な

く
、
地
表
の
下
が
岩
盤
層
。
い
い
と
こ
ろ

だ
と
思
っ
て
決
め
ま
し
た
。

　今
、
日
本
に
あ
る
刀
剣
類
の
国
宝
１
１

０
数
点
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
平
安
末
期

か
ら
鎌
倉
、
南
北
朝
初
期
ま
で
に
作
ら
れ

た
古
刀
で
す
。
そ
れ
以
降
の
も
の
は
一
本

も
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
集

団
戦
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
新
た
な
価
値

観
に
よ
る
刀
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。　要

す
る
に
刀
っ
て
何
か
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
武
器
を
こ
こ
ま
で
美
し
く
研
磨

し
た
民
族
っ
て
日
本
人
だ
け
な
ん
で
す
。

刀
の
根
源
を
追
っ
て
い
く
と
、
単
な
る
武

器
で
は
な
く
、
身
に
帯
び
る
こ
と
ま
た
は

家
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
刀
が
持
つ
大

き
な
力
で
守
ら
れ
る
と
い
う
考
え
が
あ

り
ま
す
。
わ
が
子
を
、
家
を
、
国
を
守
る

の
が
刀
。
刀
の
持
つ
大
き
な
力
の
根
源

は
、
生
命
力
で
す
。
一
点
の
曇
り
も
な
く

研
磨
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
も

の
に
は
な
り
得
な
い
し
、
そ
こ
に
神
が
宿

る
と
い
う
考
え
。
こ
れ
が
師
匠
の
思
い
を

継
ぎ
、
日
本
刀
の
頂
点
と
位
置
付
け
る
古

刀
の
再
現
に
挑
戦
し
続
け
て
い
る
理
由

で
す
。

　「刀
を
お
迎
え
す
る
」と
表
現
す
る

　女
性
に
新
時
代
の
到
来
を
実
感

　資
料
が
な
い
古
刀
の
再
現
は
、
誰
に
で

も
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
刀

が
私
を
選
ん
だ
よ
う
に
思
い
ま
す
。
半
世

紀
に
わ
た
っ
て
追
い
求
め
る
中
で
、
よ
う

や
く
古
刀
に
共
通
す
る
特
徴
が
私
の
作
る

現
代
刀
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
現
れ
始
め
ま

し
た
。
進
化
の
証
で
す
。
今
年
も
古
代
製

鉄
炉
で
銑
を
精
錬
す
る
た
た
ら
製
鉄
を
行

い
ま
す
。
今
度
は
ク
ヌ
ギ
の
炭
を
使
う
予

定
で
す
。
ま
た
作
域
が
広
が
る
の
で
は
と

期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
刀
の
本
質
を
語

り
続
け
て
き
た
こ
と
が
近
年
や
っ
と
伝

わ
っ
て
き
た
部
分
も
あ
り
ま
し
て
、
私
の

考
え
に
共
感
し
て
く
だ
さ
る
方
や
、
私
の

刀
が
欲
し
い
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
増

え
て
い
ま
す
。
折
か
ら
の
刀
剣
ブ
ー
ム
と

相
ま
っ
て
、
ゲ
ー
ム
「
刀
剣
乱
舞
」
か
ら

こ
の
世
界
に
入
っ
て
く
る
女
性
も
い
ま

す
。
頼
ん
だ
刀
を
受
け
取
る
際
に
「
刀
を

お
迎
え
す
る
」
と
言
っ
て
、
わ
が
子
の
よ

う
に
可
愛
が
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
よ
う

や
く
刀
を
取
り
巻
く
世
界
が
、
本
来
の
姿

に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　鍛
刀
場
も
新
し
い
時
代
に
入
り
ま
し

た
。
今
、
３
人
い
る
弟
子
の
う
ち
２
人
が

女
性
で
す
。
２
０
１
９
年
秋
か
ら
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
管
理
や
企
画
、
販
売
な
ど
を
担

ず
く

と
う
け
ん
ら
ん
ぶ

さ
ん
し
ゃ

ざ

ぐ

刀
の
持
つ
大
き
な
力
の
源
は
生
命
力

古
刀
再
現
を
通
し
て
本
質
を
伝
え
る

　洗
顔
パ
フ
や
出
前
授
業
で

　絹
を
も
っ
と
身
近
な
存
在
に

　福
島
の
養
蚕
や
絹
織
物
の
文
化
と
技
術

を
繋
い
で
い
く
た
め
に
は
、
も
っ
と
身
近

に
感
じ
て
も
ら
え
る
何
か
が
必
要
だ
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
商

品
開
発
で
す
。
シ
ル
ク
化
粧
水
と
シ
ル
ク

石
鹸
は
、
自
分
で
作
っ
て
使
っ
て
い
た
も

の
が
す
ご
く
良
か
っ
た
の
で
、
商
品
化
す

れ
ば
良
さ
を
分
か
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
お
蚕
さ
ん
の
フ

ン
（
蚕
沙
）
を
乾
燥
さ
せ
た
お
茶
も
考
え

ま
し
た
。
中
国
で
は
、
漢
方
と
し
て
古
く

か
ら
飲
ま
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
絹
１
０

０
％
の
洗
顔
パ
フ
「m

aw
ata bijin

」
は
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。
福
島
の
絹
で
皆
さ
ん
の
肌
が
ピ
ッ

カ
ピ
カ
に
な
っ
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

　も
う
一
つ
は
、
出
張
講
習
と
出
前
授
業

で
す
。
講
習
会
で
は
実
技
の
後
、
必
ず
福

島
の
養
蚕
文
化
を
話
す
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
小
学
校
の
総
合
学
習
の
講
師
も
受
け

て
い
ま
す
。
４
年
間
で
約
１
５
０
０
人
に

福
島
の
絹
の
話
を
し
ま
し
た
。
総
合
学
習

で
は
、
お
蚕
さ
ん
を
配
布
し
て
育
て
て
も

ら
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
対
面
授

業
で
は
、
繭
を
お
湯
の
中
に
入
れ
、
１
０

０
年
程
前
の
座
繰
り
機
で
糸
に
し
て
、
お

蚕
さ
ん
の
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を

教
え
ま
す
。
中
に
は
「
さ
な
ぎ
が
死
ん
じ
ゃ

う
」
と
泣
い
て
し
ま
う
子
も
。
そ
の
後
、

ス
ト
ー
ル
や
着
物
を
見
せ
て
、「
お
蚕
さ
ん

の
命
が
こ
う
な
っ
た
よ
」
と
伝
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
私
に
で
き
る
こ
と
を
地

道
に
コ
ツ
コ
ツ
続
け
、
私
み
た
い
な
こ
と

を
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
人
が
育
っ
て
く

れ
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

日本刀の作刀工程の一つ、火で鉄を鍛える「折り返し鍛錬」。
これにより素材が均質化され強度が増す。

古刀再現の鍵は、鋼ではなく鉄の一種「銑」にあるのではないかと考え、
南相馬市で発見された古代製鉄炉を仲間と共に再現。
竪型炉を作り砂鉄から銑を精錬するたたら製鉄にも挑んでいる。

古刀を再現するため、たたら製鉄により古代製鉄炉で
精錬された銑

1946年伊達郡川俣町生まれ。66年、人間
国宝・故宮入行平刀匠に入門。72年、文
化庁の作刀承認を受け、新作名刀展初出
品で努力賞を受賞。75年、福島市立子山
に鍛刀場を構える。以後、古刀再現を続
けながら鹿島神宮、熱田神宮、靖国神社
など多くの神社で奉納鍛錬や公開鍛錬な
どを続けている。共著に『孤高の鎚音』
（歴史春秋出版）がある。
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　こ
け
し
工
人
を
受
け
継
い
で
30
年
以
上

に
な
る
と
い
う
阿
部
さ
ん
。「
祖
父
の
勝
英

が
亡
く
な
り
、
ぱ
っ
た
り
と
途
絶
え
そ
う

に
な
っ
た
時
に
、
伝
統
を
守
り
た
い
と
思

い
始
め
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
父
は
店
が
忙

し
か
っ
た
の
で
、
木
地
は
陳
野
原
幸
紀
さ

ん
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
ま
し
た
」。
描
彩
に

つ
い
て
は
、
阿
部
家
に
続
く
伝
統
の
色
や

顔
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
祖
母
の
シ
ナ
さ
ん

と
父
の
敏
道
さ
ん
に
師
事
し
た
だ
け
で
な

く
、
残
っ
て
い
る
治
助
型
を
見
て
勉
強
し

た
と
の
こ
と
。
一
体
一
体
違
う
表
情
を
眺

め
続
け
た
そ
う
で
す
。

　「
伝
統
こ
け
し
は
、
一
人
で
作
る
の
が

基
本
」
と
阿
部
さ
ん
。
日
々
の
制
作
は
、

木
地
だ
け
を
作
る
日
も
あ
れ
ば
、
顔
を
描

く
だ
け
の
日
も
あ
り
、
そ
の
時
々
で
中
身

が
異
な
る
そ
う
で
す
。「
ど
の
工
程
も
手
作

業
な
の
で
、
な
か
な
か
数
も
で
き
ま
せ
ん

し
、
一
つ
一
つ
違
っ
て
当
た
り
前
」。
同
じ

た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

　「
ま
ず
、
頭
が
動
く
よ
う
に
し
よ
う
と

思
い
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
安
定
し
な
い

の
で
、
胴
を
三
角
に
し
て
。
頭
と
髪
飾
り

は
伝
統
の
ま
ま
、
表
情
を
笑
顔
に
し
ま
し

た
」。
２
０
０
５
年
の
「
美
轆
会
」
で
展
示

す
る
と
評
判
が
良
く
、
な
ん
と
新
作
こ
け

し
人
気
投
票
で
１
位
に
輝
き
ま
し
た
。
以

来
、
多
く
の
お
客
さ
ま
の
心
を
つ
か
み
、

現
在
も
注
文
が
絶
え
な
い
そ
う
で
す
。

　こ
れ
か
ら
の
目
標
を
尋
ね
る
と
、「
伝
統

こ
け
し
工
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の

で
、
伝
統
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
、
も
っ
と

も
の
は
一
つ
と
し
て
な
い
の
で
、
お
気
に
入

り
と
の
出
会
い
も
こ
け
し
の
魅
力
で
す
。

　胴
に
ろ
く
ろ
模
様
を
入
れ
る
時
、
阿
部

さ
ん
は
、
最
初
に
赤
を
入
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
そ
の
時
の
感
覚
で
間
に
別
の
色
を
入

れ
て
い
き
ま
す
。
伝
統
の
細
か
い
筆
遣
い

は
、
今
も
追
求
し
続
け
て
い
る
と
の
こ
と
。

　一
方
、
伝
統
を
生
か
し
な
が
ら
独
自
に

作
る
本
人
型
は
自
由
に
作
る
そ
う
で
す
。

誕
生
し
て
か
ら
15
年
に
な
る
「
ほ
ほ
え
み

が
え
し
」
は
、
伝
統
こ
け
し
が
主
流
の
時

代
に
、「
何
と
か
一
般
の
人
に
も
こ
け
し
を

手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
」
と
思
っ

広
く
た
く
さ
ん
の
人
に
親
し
ん
で
も
ら
え

る
こ
け
し
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
」
と

阿
部
さ
ん
。
胴
や
顔
に
い
つ
も
と
は
違
っ

た
描
彩
を
入
れ
た
り
、
全
く
違
う
印
象
に

仕
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。「
で

も
、
ど
こ
の
こ
け
し
か
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
は
ね
」
と
苦
笑
い
。

　も
う
一
つ
の
目
標
は
、
後
継
者
の
育
成

で
す
。
土
湯
の
こ
け
し
工
人
は
、
現
在
５

人
。
後
継
者
を
育
て
た
い
と
い
う
話
を
し

て
い
る
最
中
と
の
こ
と
。

　雪
が
解
け
て
新
緑
の
季
節
に
な
る
と
、

土
湯
温
泉
で
は
毎
年
６
月
初
旬
に
「
土
湯

こ
け
し
祭
り
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ

土
湯
温
泉
を
訪
ね
て
、
阿
部
さ
ん
の
「
ほ

ほ
え
み
が
え
し
」
と
、
土
湯
系
の
伝
統
こ
け

し
の
魅
力
に
触
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

あ べ としくに

※

３

じ
ん

き

び
ょ
う
さ
い

じ

の
は
ら
ゆ
き
の
り

※

２

※

１

み
ろ
く
か
い

し
ょ
う

と
し
み
ち

え
い

あ べ じ すけ

第36回　インタビュー

す
べ
て
手
作
業

伝
統
の
色
、
形
の
中
に
込
め
る
物
語

思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る

本
人
型
「
ほ
ほ
え
み
が
え
し
」

伝
統
を
背
景
に
も
っ
と
広
く

親
し
ん
で
も
ら
え
る
こ
け
し
を

歴史と風土、
工人の心がこもる伝統こけし
奥深くて愛らしい、
土湯のアイドルを作っています

　
冬
は
真
っ
白
な
雪
に
包
ま
れ
る
土
湯
温
泉
は
、
遠
刈
田
、
鳴
子
と
並
ぶ
日

本
三
大
こ
け
し
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
、
厳
し
い

冬
の
間
に
で
き
る
仕
事
と
し
て
生
ま
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
け
し
に

は
、
土
地
の
歴
史
と
作
り
手
の
心
が
こ
も
り
ま
す
。
２
０
０
年
続
く
伝
統
を

守
ろ
う
と
、
19
歳
で
こ
の
道
に
入
っ
た
阿
部
国
敏
さ
ん
。
土
産
屋
を
切
り
盛

り
す
る
多
忙
な
父
に
代
わ
り
、
木
地
を
陳
野
原
幸
紀
氏
に
師
事
。
阿
部
家
に

続
く
伝
統
の
描
彩
を
祖
母
と
父
に
学
び
ま
し
た
。
以
後
、
伝
統
型
と
本
人
型

を
追
及
し
続
け
る
阿
部
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

1972年生まれ。曾祖父は、土湯こけし隆盛時代に名人と
呼ばれた阿部治助。祖父母、父もこけし工人。1991年、
松屋系「治助型」（伝統型）の継承を決意。2005年に制作
した「ほほえみがえし」で、伝統こけしの世界に新風を
起こす。同作品で2009年「うつくしまものづくり大賞特
別賞」を受賞。2016年、大正時代の作風を再現した伝統
型で第62回全国こけし祭りコンクールの最高賞、文部科
学大臣賞・全国こけし祭り会長賞を受賞。

こけし工人　土湯伝統こけし工人組合長
土湯伝統こけし（治助型）製造販売　下の松屋6代目

阿部  国敏 さん

Kunitoshi
Abe

阿部さんの工房が併設されているまつや物産店の店内阿部さんの作品。手前が本人型の「ほほえみがえし」で
奥が伝統型のこけし

こけしの絵つけ体験（950円）は要予約

こけし工房でほほえみがえしを制作する阿部さん

2024年１月号7 6市民フォト※１ 先代や師から受け継ぐ伝統こけし。　※２ こけし工人が伝統こけしを生かしながら独自に作ったこけし。※３ 1991年に伝統こけし若手工人の親睦と創作意欲の高揚に努めることを目的に発足した東北６県のこけし工人の集まり。30年を節目に2021年から活動休止中。
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お弟子さんとともに行う
日本刀の折り返し鍛錬
熱した鉄を何度も折り返しながら打ち延
ばすことで、不純物が取り除かれる。飛
んでいる火花が不純物。

全国初！ 「鎮兵」の文字が書かれた木簡が出土！
ちん もっ かんぺい

福島市公式SNS

　福島市の西久保遺跡で、全国で初めて「鎮兵」（※１）と書かれた木簡（※２）
が出土しました。木簡の出土は、市内で初めてです。

　この木簡は、出羽国から、西久
保遺跡周辺にいた下野国の国司に
対して、遺跡周辺の地域には鎮兵
の死亡に関して落ち度がないこと
を伝えた書状です。
　
　その経緯は、次のことが想定さ
れます。
①出羽国へ向け、下野国を国司と
鎮兵が出発。
②西久保遺跡周辺で鎮兵が死亡。
③下野国司が出羽国に鎮兵死亡を
知らせる書状を送る。
④出羽国から返答文が届く。
　(今回出土した木簡)

　国や郡には、衛士や防人の療養
や死亡に一定の責務があったとさ
れています。この木簡から、鎮兵
も衛士や防人と同様の取り扱いを
していたことが分かります。

福島市の新たな「スポーツの祭典」、今年も開催！
昨年の第１回大会では、4,418人のランナーが福島市の街なかを駆け抜けました。
ランナーのほか、ボランティアやランナー応援隊も募集中！ぜひご参加ください！

  ランナー定員（先着順） 
ハーフマラソン  4,000人
10km 800人
2km（ペア） 250組500人
1km（車いす） 25人

※１ 「続日本紀」に記述のある、陸奥国や出羽国を防備するため派遣された兵
※２  文字が記された木札

問文化振興課　　 024-525-3785℡

問ふくしまシティハーフマラソン実行委員会（NCVふくしまアリーナ内）　　 024-503-4325℡

出
羽
国
牒
下
野
国
司 

鎮
兵
死
□
減
之
状
不
罪
郡
郷

鎮

　
　
兵

（
出
羽
国
、
下
野
国
司
に
牒
す
。 

鎮
兵
死
□
減
の
状
、 

郡
郷
を
罪
せ
ず
。
）

わ
の
く
に

で

し
も
つ
け
の
こ
く
し

ち
ょ
う

し

ち
ん
ぺ
い

げ
ん

じ
ょ
う

ぐ
ん
ご
う

つ
み

長さ 29.6㎝
幅 2.5㎝
厚さ 1.1㎝
　
年代　8世紀末～
　　　9世紀初め

出土した木簡
 （赤外線写真）

▲詳しくはこちら

ランナーで
参加の方は
こちら ▶

ボランティア・
ランナー応援隊で
参加の方はこちら ▶

詳しくは大会の
ホームページを
ご覧ください ▶

ふくしまシティハーフマラソン2024  参加者募集中！ふくしまシティハーフマラソン2024  参加者募集中！
����日
 開催！

募集締め切り
�月��日木

��
福島市
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