
　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。




