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厳しい表情で悪を祓う
福島のだるま
悪をにらみつけて退散させ、福を呼ぶ縁
起物なので、初めから目が入っているの
が特徴の福島のだるま。一つ一つ職人さ
んの手描きで仕上げられています。

平成30年１月１日発行

信夫三山暁まいり
平成30年2月10日(土)・11日(日・祝)

　
長
さ
12
ｍ
、
重
さ
約
２
ｔ
の

日
本
一
の
大
わ
ら
じ
を
担
い
で

市
内
を
練
り
歩
き
、
信
夫
山
の

羽
黒
神
社
に
奉
納
し
ま
す
。
ま

た
、
奉
納
順
路
の
地
元
小
学
校

７
校
が
、
長
さ
２
・
５
ｍ
の
子

ど
も
わ
ら
じ
を
担
ぎ
、
暁
ま
い

り
に
参
加
し
ま
す
。
大
わ
ら
じ

と
担
ぎ
手
の
威
勢
の
い
い
掛
け

声
で
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
福
島

の
伝
統
行
事
に
、
足
を
運
ん
で

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

とき／2月10日(土)
【出発】午前９時：御山大わらじ作業所
【御山太々神楽　舞の奉納】午前11時20分頃：福島駅東口駅前広場
【奉納】午後３時頃：羽黒神社
※子どもわらじパレードは、護国神社で終了。
※信夫山の奉納順路周辺では交通規制を実施します。ご注意ください。
問信夫三山奉賛会（商業労政課内）☎024-525-3720

大わらじ奉納・子どもわらじパレード

ふくしま冬のイルミネーション
20万球で
ふくしまの街を彩る

園内の約7万球のL E Dが
幻想的な雰囲気を演出

四季の里イルミネーション2018

2018年の福男・福女を目指して信夫山を駆け抜けよう！
とき／2月10日(土)　午後7時30分 開会式（信夫山噴水公園） 午後8時 スタート
定員／600人(先着順)　参加費／無料
※詳しくはお問い合わせください。
問福島青年会議所まつり継承委員会 ☎024-521-1635

点灯時間／午後5～11時
と こ ろ／パセオ470、街なか広場、
　　　　　福島駅東口駅前広場
問光のしずく実行委員会
　☎024-522-4841

点灯時間／午後５～９時
と こ ろ／四季の里
期間中の毎週土曜日（午後6時30分
～7時15分）に工芸館でジャズの
ミニコンサートを開催。
問四季の里 ☎024-593-0101

暁まいり福男福女競争
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とき とき平成30年1月31日(水)まで 平成30年1月13日(土)～
2月12日(月)　

冬のイベント情報

おやまだいだいかぐら

ほうさんかい

はら



築
１
４
０
年

独
特
の
重
み
と

お
お
ら
か
さ
が
魅
力

寄
棟
造
り
の
か
や
ぶ
き
屋
根
で
は

東
北
で
も
最
大
級

　福
島
市
内
で
息
を
の
む
ほ
ど
美
し
い
か

や
ぶ
き
屋
根
と
言
え
ば
、
佐
藤
家
住
宅
で

す
。
十
代
当
主
が
ご
子
息
の
誕
生
を
記
念

し
て
建
て
た
と
い
う
住
ま
い
は
、
当
時
の

養
蚕
農
家
の
典
型
と
し
て
知
ら
れ
る
木
造

寄
棟
造
り
で
す
が
、
ま
ず
圧
倒
さ
れ
る
の

が
そ
の
大
き
さ
で
す
。
一
面
芝
生
の
前
庭

と
の
相
性
も
抜
群
で
、
独
特
の
重
厚
感
と

お
お
ら
か
さ
を
保
ち
な
が
ら
１
４
０
年
を

経
た
今
も
ど
っ
し
り
と
建
っ
て
い
ま
す
。

　十
三
代
当
主
・
佐
藤
利
男
さ
ん
ご
夫
妻

は
、
昭
和
48
年
か
ら
こ
の
家
で
暮
ら
し
始

め
ま
し
た
。
何
層
に
も
葺
か
れ
た
カ
ヤ
が

雨
水
を
軒
下
ま
で
伝
え
る
の
で
、
室
内
に

雨
水
は
入
り
ま
せ
ん
。
音
も
吸
収
す
る
の

で
静
か
で
す
。
風
通
し
も
良
く
夏
は
涼
し

い
の
で
す
が
、
冬
が
寒
い
こ
と
か
ら
現
在

は
離
れ
に
住
み
、
こ
ち
ら
は
来
客
用
と
し

て
使
っ
て
い
ま
す
。
か
や
ぶ
き
屋
根
は
、

維
持
管
理
に
大
変
な
費
用
が
か
か
り
ま
す

が
、
佐
藤
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
に
３
度
の
大

き
な
補
修
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
囲
炉
裏

か
ら
出
る
煙
が
カ
ヤ
を
長
持
ち
さ
せ
る
効

果
が
あ
る
た
め
、
冬
に
な
る
と
ほ
ぼ
毎
日

火
を
た
い
て
い
る
そ
う
で
す
。
他
に
も

時
々
開
催
さ
れ
る
見
学
会
に
も
協
力
し
て

い
ま
す
。
年
配
の
方
々
が
か
や
ぶ
き
屋
根

で
昔
を
思
い
出
し
、
元
気
を
も
ら
っ
て
帰

る
様
子
に
、
将
来
の
活
用
法
が
見
え
た
と

も
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
か
や
ぶ
き

屋
根
に
は
人
を
元
気
に
す
る
力
が
あ
る
ん

で
す
よ
ね
。
こ
こ
を
近
隣
の
年
配
者
が
集

ま
れ
る
憩
い
の
場
所
に
し
よ
う
と
準
備
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
佐
藤
さ

ん
。
何
と
素
敵
な
プ
ラ
ン
で
し
ょ
う
。
こ
れ

か
ら
の
展
開
が
楽
し
み
で
す
。

よ
せ
む
ね

き
ょ
う
し
ゅ
う

ふ

さ
と
う

と
し
お

い
ろ
り

※

１

ど
っ
し
り
し
た
か
や
ぶ
き
屋
根
を
見
る

と
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ

う
。
遠
い
昔
へ
の
郷
愁
が
そ
う
さ
せ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
今
を
生
き
る
私
た
ち

を
、
懐
か
し
い
時
間
に
誘
っ
て
く
れ
る

か
や
ぶ
き
屋
根
は
、
明
治
・
大
正
、
さ

ら
に
は
江
戸
時
代
か
ら
の
福
島
の
歴
史

を
物
語
る
大
切
な
建
物
で
す
。
一
方
、

生
活
様
式
の
変
化
や
維
持
管
理
が
大
変

な
こ
と
も
あ
り
急
速
に
か
や
ぶ
き
屋
根

が
姿
を
消
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た

中
「
茅
の
葺
き
方
教
室
」（
市
教
育
委
員

会
主
催
）
に
参
加
し
た
有
志
が
１
軒
で

も
多
く
の
か
や
ぶ
き
屋
根
を
残
し
て
い

く
一
助
に
な
ろ
う
と
、
平
成
29
年
２
月

「
福
島
市
か
や
ぶ
き
文
化
伝
承
会
」
を

立
ち
上
げ
ま
し
た
。
今
号
で
は
、
市
内

に
あ
る
江
戸
時
代
か
ら
平
成
ま
で
の
か

や
ぶ
き
屋
根
を
訪
ね
て
、
心
に
響
く
そ

の
魅
力
を
紹
介
し
ま
す
。

古
い
家
が

物
語
る

ま
ち
の
歴
史

佐
藤
家
住
宅

国
登
録
有
形
文
化
財

13

泉駅

岩代
清水駅

上松川駅

松　川福
島
交
通
飯
坂
線

飯
坂
街
道

福島西道路

清水小学校
清水幼稚園

清水交番

至飯坂至大笹生

至森合至野田

至
矢
野
目

佐藤家住宅

心 に 響 く ふ くし ま の  か や ぶ き 屋 根特集

１／暮らすだけでなく養蚕業
を 行 う 作 業 場 を 兼 ね た 住 宅
は、東側の妻※2を彩光のため
に切り落とした半切妻屋根と
なっている。柱と貫※3の格子
の黒、しっくいの白壁との対
比が美しくヨーロッパの古民
家を思わせる佇まい　2／囲
炉裏の上部。天井の奥に力強
い小屋組の一部が見える。主
に 米 を 生 産 す る 豪 農 だ っ た
が、昭和10年頃まで養蚕も営
んだ　3／冬には雪に包まれ
真っ白になる佐藤家

けたゆき

こしやね

ふすま

はりゆき

十代当主が明治６年に建築した。梁行６間、桁行12間半、
一部２階建て。のべ床面積約330㎡。屋根は、東北地方で
よくみられる兜屋根。中央に煙出し用の越屋根（屋根の上
に載せた小さな屋根）を配している。平成25年、国登録有
形文化財に登録された。中に入ると広い土間があり、さら
に進むと囲炉裏の煙でいぶされ黒光りしたケヤキの梁や板
戸が出迎えてくれる。３つの和室の襖を開けると38畳にも
なる大空間を使って、能や朗読会などを開催したことも

福島市泉字清水内3　公開（要事前申し込み）
問福島市文化課　☎024-525-3785

１

2

3

※写真提供・撮影：佐藤二三男 様

はんきりつま

ぬき

※1　寄棟造り…屋根が棟を中心に四方に流れを持つ形式。
※2　妻…建物の棟に直角に接する側面のこと。　※3　貫…柱などの垂直材間に通す水平材。
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　信
達
三
十
三
観
音
第
９
番
札
所
「
鯉
返

り
観
音
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
大
福

寺
観
音
堂
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
建
物
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
観
音
堂
は
一
般
的
に

単
独
の
建
物
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
神
社
の

拝
殿
・
幣
殿
・
本
殿
を
思
わ
せ
る
構
成
で

神
仏
習
合
の
名
残
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

三
方
（
礼
堂
の
正
面
と
両
脇
）
に
破
風
を

配
し
た
、
こ
の
珍
し
い
形
状
の
か
や
ぶ
き

屋
根
は
、
県
内
で
は
こ
ち
ら
の
礼
堂
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
正
面
の

唐
破
風
は
、
屋
根
に
積
も
っ
た
雪
が
唐
破

風
の
中
央
か
ら
左
右
に
分
か
れ
て
滑
り
落

ち
る
こ
と
か
ら
、
参
拝
者
を
守
る
と
い
う

機
能
も
あ
る
と
か
。
住
職
の
熊
坂
祐
弘
さ

ん
は
、
長
く
維
持
し
て
い
き
た
い
と
願
い

つ
つ
も
頼
り
に
し
て
き
た
屋
根
葺
き
職
人

の
方
が
一
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
も
あ

り
、
先
々
を
思
い
悩
む
と
き
も
あ
る
そ
う

で
す
。「
五
穀
豊
穣
、
火
伏
、
縁
結
び
と
地

域
の
皆
さ
ん
が
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

き
た
場
所
で
す
の
で
、
な
ん
と
か
維
持
し

続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
熊
坂
さ

ん
。
協
力
の
輪
が
広
が
り
ま
す
よ
う
に
。

　福
島
市
田
沢
地
域
活
性
化
推
進
協
議
会

の
皆
さ
ん
が
事
業
の
１
つ
と
し
て
取
り
組

ん
で
き
た
の
が
、
地
区
の
中
心
部
に
完
成

し
た
東
屋
で
す
。
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン
の

シ
ン
ボ
ル
と
な
る
東
屋
は
、
昔
懐
か
し
い

か
や
ぶ
き
屋
根
に
し
た
い
と
、
昔
の
農
村

で
は
当
た
り
前
に
あ
っ
た
地
域
の
助
け
合

い
の
精
神
「
結
い
」
を
復
活
さ
せ
、
カ
ヤ
刈

り
か
ら
田
沢
地
区
一
丸
と
な
っ
て
完
成
を

目
指
し
ま
し
た
。「
足
か
け
４
年
。
カ
ヤ
刈

り
と
屋
根
葺
き
に
は
苦
労
し
ま
し
た
。
地

域
に
根
付
く
結
い
の
精
神
を
次
世
代
に
つ

な
い
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
同

会
会
長
の
丹
治
庄
衛
さ
ん
。
東
屋
が
で
き

て
か
ら
花
を
愛
で
に
く
る
人
が
増
え
て
い

る
そ
う
で
す
。
季
節
の
草
花
に
囲
ま
れ

て
、
か
や
ぶ
き
屋
根
の
下
で
一
息
つ
い
て

み
ま
せ
ん
か
。

　以
前
、
福
島
市
民
家
園
の
か

や
ぶ
き
屋
根
を
見
た
お
子
さ
ん

の
「
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
み
た
い
で
か

わ
い
い
」
と
い
う
言
葉
が
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。
古
い
建
物
は
、

人
の
心
を
素
直
に
さ
せ
る
何
か

を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ

れ
を
残
し
て
い
く
た
め
に
は
技

術
が
必
要
と
、
会
を
昨
年
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
か
や
ぶ
き
は
、

カ
ヤ
の
刈
り
方
や
結
び
方
一
つ

と
っ
て
も
特
別
な
方
法
が
あ
り

興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。
深
く
学

び
な
が
ら
市
内
に
所
在
す
る
か

や
ぶ
き
屋
根
の
修
復
、
維
持
管

理
な
ど
に
尽
力
で
き
る
よ
う
な

会
に
育
て
て
行
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

か や ぶ き と い う 文 化 の 継 承

会長 渡部　司 さん

福島市かやぶき文化伝承会
わたなべ つかさ

※

１
こ
さ
つ

く
ま
さ
か

し
ん
た
つ

こ
い
が
え

は
ふ※

２

ふ

ゆ
う
こ
う

ひ
ぶ
せ

た
ん
じ

し
ょ
う
え
い

大
福
寺
観
音
堂
は
福
島
市
西
方
の
フ
ル
ー
ツ
ラ
イ
ン
沿
い
に
あ
り
、

江
戸
時
代
か
ら
地
域
の
人
々
の
安
寧
を
祈
り
続
け
る
古
刹
で
す
。

四
方
葺
き
お
ろ
し
の
真
新
し
い

か
や
ぶ
き
屋
根
を
の
せ
た
東
屋
が
で
き
ま
し
た

大
福
寺
観
音
堂

だ
い

ち
ょ
う 

し
ゅ
う 

い
ん

あ
ず
ま

や

ち
ょ
う

し
ょ
う

て
い

ふ
く

じ

か
ん

の
ん

ど
う

東
屋 

長
松
亭

長
秀
院
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン

歴
史
あ
る
建
物
を

市
民
の
力
で

残
し
て
い
く

江
戸
時
代
か
ら

変
わ
ら
な
い
奇
跡
の
風
景

平
成
生
ま
れ
の

ほ
っ
こ
り
か
わ
い
い

か
や
ぶ
き
屋
根

特集 心 に 響 く ふ くしま の  か や ぶ き 屋 根

木材は寄付、市内の建設会社と大内宿の屋根
葺き職人の皆さんの協力で完成した東屋。伝
統工法による木組み、職人の手で切り揃えら
れたかやぶき屋根の美しい軒は見事

平成29年3月、宿根草を主体に季節の花とハーブ
が楽しめるナチュラルガーデン（約2,000㎡）の
一角に完成した東屋

礼堂・中堂・奥之院からなる観音堂。建て物に威厳
を持たせる唐破風と千鳥破風を入母屋造りの礼堂正
面に設けている

1／大仏様木鼻。獅子鼻と獏鼻を対に礼堂軒下の左右にある。木鼻は木の先端という意の「木端」
が転じたもの　2／四季の草花をモチーフにした50枚の格天井画がある礼堂。大福寺観音堂も奈
良の興福寺南円堂も三十三観音第９番札所というご縁で明治14年、地域の人々が奈良を詣でた様
子を描いた額も奉納されている　

※1　その昔、八反川水源の湧水に正観音を祀り開基創建されたお堂の周辺で、川を上ってきた鯉が観音様のご威光のため引き返したことに由来する。
※2　破風…切妻造りや入母屋造りの屋根の妻の三角形の部分。

福島市田沢字寺ノ前（桜台経由医大行き「寺ノ前」
バス停、駐車場完備）　公開
問田沢地域活性化推進協議会
　☎024-548-4039（会長：丹治宅）

福島市大笹生字中寺5
公開（建物内部の見学はお問い合わせください）
問大福寺　☎024-557-6215
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からはふ

だいぶつようきばな ししばな ばくばな

まつ

ごうてんじょうが

ちどりは ふ
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　か
つ
て
福
島
市
内
に
は
「
飯
坂
だ
る
ま
」

「
瀬
上
だ
る
ま
」
な
ど
、
地
名
を
冠
し
た

だ
る
ま
が
複
数
あ
り
、
市
内
や
周
辺
で
開

か
れ
る
歳
の
市
な
ど
で
売
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
年
々
減
少
し
現
在

は
渡
辺
家
の
「
矢
野
目
だ
る
ま
」
と
、
村

田
家
の
「
丸
子
だ
る
ま
」
だ
け
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　渡
辺
家
の
だ
る
ま
づ
く
り
は
、
１
８
４

５
（
弘
化
２
）
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

「
先
代
と
先
々
代
は
自
分
で
木
型
を
彫
っ

て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
ま
で

の
木
型
を
並
べ
る
と
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て

き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
よ
」
と
渡
辺
さ

ん
。
早
速
見
せ
て
い
た
だ
く
と
、
江
戸
時

代
の
木
型
は
細
身
で
座
禅
す
る
達
磨
大
師

の
よ
う
に
厳
し
い
表
情
を
し
て
い
ま
す
。

大
正
、
昭
和
と
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
ボ

デ
ィ
ー
が
少
し
ず
つ
丸
く
な
り
、
表
情
も

少
し
だ
け
厳
し
さ
が
取
れ
ま
す
。「
今
は
、

　渡
辺
さ
ん
の
だ
る
ま
作
り
は
、
12
月
初

旬
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
①
和
紙
を
の
り
で

貼
り
合
わ
せ
て
か
ら
木
型
に
貼
り
付
け
る

②
天
日
で
乾
か
す
③
木
型
を
抜
い
て
膠
で

切
れ
目
を
閉
じ
る
④
下
地
の
胡
粉
を
塗
る

⑤
絵
付
け
と
い
う
作
業
を
、
今
は
一
人
で

こ
な
し
ま
す
。
歳
の
市
に
間
に
合
う
よ
う

４
０
０
〜
５
０
０
個
を
一
気
に
作
る
の

で
、
師
走
は
文
字
通
り
多
忙
を
極
め
る
そ

う
で
す
。

　「工
程
で
一
番
難
し
い
の
は
目
入
れ
で
す

が
、
顔
料
の
調
合
も
難
し
い
」
と
渡
辺
さ

ん
。「
膠
ひ
と
鍋
に
対
し
て
赤
い
顔
料
を

福
々
し
く
丸
々
と
し
た
形
の
方
が
好
ま
れ

る
の
で
、
江
戸
時
代
の
木
型
は
使
っ
て
い

ま
せ
ん
。
た
だ
お
客
さ
ま
の
中
に
は
、
ス

マ
ー
ト
な
だ
る
ま
さ
ん
を
好
ま
れ
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
私
は
大
正
と
昭
和
の

両
方
の
木
型
を
使
っ
て
い
ま
す
」
と
渡
辺

さ
ん
。

ど
れ
く
ら
い
入
れ
る
か
と
か…

夫
や
先
代

の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
が
調
合
し
て
い
た

時
の
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
や
っ
て
い
ま

す
」。
ふ
の
り
や
顔
料
な
ど
、
年
々
入
手
が

困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
材
料
も
あ
る
そ

う
で
す
が
、
渡
辺
さ
ん
は
受
け
継
い
だ
通

り
忠
実
に
制
作
し
て
い
ま
す
。「
最
近
は
、

か
わ
い
ら
し
い
だ
る
ま
グ
ッ
ズ
が
い
ろ
い

ろ
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
で
も
矢
野
目
だ
る

ま
は
、
矢
野
目
だ
る
ま
の
ま
ま
、
変
わ
ら
ず

に
こ
れ
か
ら
も
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
貫
く
つ
も

り
で
す
」。
あ
く
ま
で
も
伝
統
を
守
る
と
い

う
生
き
方
を
選
ん
だ
渡
辺
さ
ん
。
一
つ
一

つ
手
描
き
で
仕
上
げ
て
い
く
渡
辺
さ
ん
の

だ
る
ま
に
は
、
厳
冬
の
威
厳
と
冬
晴
れ
の

よ
う
な
す
が
す
が
し
さ
が
漂
っ
て
い
ま
し

た
。

第14回　インタビュー

江
戸
末
期
か
ら
大
正
・
昭
和
と

福
島
の
だ
る
ま
の
変
遷
を
た
ど
る

｜矢野目だるまの特徴｜

約
５
０
０
個
、
一
人
で
一
気
に
作
る

師
走
は
文
字
通
り
超
多
忙

時代が変わっても
私は伝統を守るという
生き方を貫きます

縁
起
物
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
、
サ
イ
ズ
が
小
さ
く
な
る
と
愛
ら
し
さ
も
漂
う
だ
る
ま
。

中
で
も
福
島
の
だ
る
ま
は
、
鮮
や
か
な
赤
と
カ
ッ
と
見
開
い
た
目
で
家
の
中
に
入
り
込
も
う

と
す
る
不
幸
を
退
散
さ
せ
る
と
言
わ
れ
る
縁
起
物
で
す
。
渡
辺
浩
子
さ
ん
は
、
和
紙
の
里
、

二
本
松
市
上
川
崎
で
生
ま
れ
育
ち
、
結
婚
し
て
福
島
市
へ
。
以
来
、
農
閑
期
の
副
業
と
し
て

福
島
の
だ
る
ま
を
作
り
続
け
て
い
る
職
人
で
す
。
ご
自
宅
を
訪
ね
て
だ
る
ま
の
歴
史
と
魅
力
、

職
人
と
し
て
の
生
き
方
を
伺
い
ま
し
た
。

祓魔招福の縁起物。邪気を払うと言われ
る赤い色の胴に日本で吉祥とされている
鶴と亀、松竹梅が顔に描かれている。悪
をにらみつけて退散させ、福を呼ぶ縁起
物なので初めから目が入っているのが最
大の特徴。やや縦長のボディー、平たい
頭頂部など三春だるまとの共通点が多
い。平成９年、渡辺家と村田家の２軒で
福島県伝統的工芸品「福島だるま」と指
定された。

昭和27年、二本松市上川崎生まれ。
昭和49年、福島市南矢野目のだるま職人・渡辺英雄
さんと結婚。以来、冬になると家族でだるま制作に
励んできた。平成5年、夫が急逝。以後、一人でだ
るまの制作を続けている。だるま好きが集まる同好
会「全日本だるま研究会」会員。

矢野目だるま職人

渡辺　浩子 さん

Hiroko
Watanabe

こうましょうふく

わたなべ ひろこ

矢野目だるまの木型。右から江戸時代、大正、昭和とふっ
くらとしていく様子が分かる。サイズは３寸（10.6㎝）から
３尺（90.9㎝）まである。
手前は起き姫の木型。１つで2体できる

腹には※「福」の文字
を入れた米俵を積んだ
宝船が描かれる

※宝珠（ほうじゅ）といわれる宝の
玉の中に「福」の文字が入る。

福島のだるまと一緒に江戸時代から作られてきた。
高さ約7㎝。底の部分に重りが付いており、倒すと起
き上がる。県北地方は、かつて養蚕が盛んだったこ
とから良い繭ができるようにと神棚に飾った。現在
では無病息災の縁起物の紅白人形として伝わっている

出店予定日
平成30年

1月27日㈯・28日㈰
「黒岩虚空蔵尊例大祭冬祭り」

黒岩虚空蔵尊満願寺
（福島市黒岩字上ノ町43）

平成30年
2月10日㈯・11日（日・祝）
「信夫三山暁まいり」

護国神社
（福島市駒山1）

眉間に1本松葉

引き伸ばした眉は
鶴の羽ばたき

顔の両脇には
火災除けの緑の龍

鼻の両脇のひげは亀

顎ひげは竹

起き姫

に
か
わ※

１

ご
ふ
ん※

２

き
が
た

せ
の
う
え

や
の
め

ま
り
こ

だ
る
ま
だ
い
し

67　2018年 １月号 ※1　膠…獣・魚類の骨や皮などを石灰水に浸して煮て濃縮し、冷やして固めたもの。接着剤として用いられる。
※2　胡粉…貝殻を焼き、砕いて粉末にした白色の顔料。




