
　県では、県内外で伝統工芸・地場産業について学ぶ学生などを対象とした「福
島県クリエイター育成インターンシップ」を実施しています。
　県内事業者とのマッチングにより決定した受け入れ先において、３～14日間
の期間で、各事業者が組んだカリキュラムに基づき技術交流や販売などを行いま
す。経験を通して、クリエイターとしてのスキルアップを目指すとともに、学生
などと県内事業者とのつながりを作ることで、後継者の確保を図っています。
　インターンシップは、令和元年度からスタートし、これまで受け入れた研修生
は57人にのぼります。県では、今後も後継者の確保や育成に取り組んでいきます。
問県庁県産品振興戦略課　☎024（521）7296

伝統工芸・地場産業の後継者確保に向けた県の取り組みは？

古くから受け継がれる伝統的な手法により、職人の手で一つ
一つ丁寧に作り上げられる伝統的工芸品。 県内の伝統的工芸品
や後継者の確保・育成に向けた県の取り組みなどを紹介します。

伝
統
的
工
芸
品
と
は

　

国
指
定
伝
統
的
工
芸
品
と
は
、

昭
和
49
年
に
制
定
さ
れ
た「
伝

統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関

す
る
法
律（
通
称
：
伝
産
法
）」

に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が

指
定
し
た
工
芸
品
を
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
に
根
付
い
た
伝

統
的
工
芸
品
を
振
興
す
る
た
め
、

「
福
島
県
指
定
伝
統
的
工
芸
品
」

と
し
て
県
が
指
定
し
た
工
芸
品

も
あ
り
ま
す
。

会津木綿を製造している株式会社はらっぱ
（会津若松市）でのインターンシップの様子

伝統 的工芸品

大堀相馬焼
（浪江町）

会津塗
（会津若松市・喜多方市）

奥会津昭和からむし織
（昭和村）

日本甲冑
（相馬市）

奥会津編み組細工
（三島町）

会津本郷焼
（会津美里町）

いわき和紙
（いわき市）

いわき絵のぼり
（いわき市）

相馬駒焼
（相馬市）

[

国
の
指
定
要
件]

①
主
と
し
て
日
常
生
活
の
用
に

　
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
そ
の
製
造
過
程
の
主
要
部
分

　
が
手
工
業
的
で
あ
る
こ
と
。

③
伝
統
的
な
技
術
又
は
技
法
に

　

よ
り
製
造
さ
れ
る
も
の
で
あ

　
る
こ
と
。

④
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た

　

原
材
料
が
主
た
る
原
材
料
と

　
し
て
用
い
ら
れ
、製
造
さ
れ
る

　
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑤
一
定
の
地
域
に
お
い
て
少
な

　

く
な
い
数
の
も
の
が
そ
の
製

　
造
を
行
い
、ま
た
は
そ
の
製
造

　

に
従
事
し
て
い
る
も
の
で
あ

　
る
こ
と
。

※「
福
島
県
指
定
伝
統
的
工
芸
品
」は
国

　
の
⑤（
規
模
要
件
）を
除
い
た
も
の
と

　

な
っ
て
お
り
、
小
規
模
の
伝
統
的
工

　
芸
品
も
指
定
し
て
い
ま
す
。

県
内
に
は

ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
？

　

県
内
に
は
、
漆
器
、
陶
磁
器
、

木
工
品
、織
物
、和
紙
な
ど
40
品

目
の
伝
統
的
工
芸
品
が
あ
り
ま

す
。
次
に
掲
載
し
て
い
る
工
芸

品
の
う
ち
、
皆
さ
ん
は
ど
れ
く

ら
い
知
っ
て
い
ま
す
か
？

 

浜
通
り
の
県
指
定
伝
統
的
工
芸
品

 

国
指
定
伝
統
的
工
芸
品
（
※
左
記
５
品
目
は
県
指
定
伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
も
受
け
て
い
ま
す
。）

浜通り

22022年
  2 月号今月の表紙 会津の漆工芸。塗師の繊細な

技が光る（会津若松市）
会津若松市にある「塗師一富」、冨樫孝男さんのもとで働く女性塗師、青柳彩子さんと原田麻衣さん。現在取り組んで
いるのは、漆塗りの机。刷毛（はけ）やヘラを巧みに使い、塗っては乾かしを何度も繰り返しながら仕上げていきます。



知事メッセージ
Message

　

県
内
に
は
、
長
い
歴
史
と
文
化

に
培
わ
れ
た
漆
器
や
陶
器
等
の
伝

統
的
工
芸
品
が
数
多
く
あ
り
ま
す

が
、
近
年
は
、
安
価
な
代
替
商
品

の
増
加
や
後
継
者
不
足
な
ど
、
多

く
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

県
で
は
、
も
の
づ
く
り
人
材
の

育
成
講
座
で
あ
る
「
ふ
く
し
ま
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ク
ラ
フ
ト
ア
カ
デ

ミ
ー
」
の
開
講
や
、
学
生
等
を
対

象
と
し
た
「
ク
リ
エ
イ
タ
ー
育
成

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
の
実
施
に

よ
り
、
伝
統
的
工
芸
品
の
未
来
を

担
う
人
材
の
確
保
・
育
成
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
事
業
者
と
連
携
し
な

が
ら
、
県
内
に
あ
る
す
ば
ら
し
い

伝
統
的
工
芸
品
を
次
世
代
に
つ
な

い
で
い
く
取
組
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

未来へつなぐ

福島の伝統 的工芸品特 集

土湯伝統こけし
（福島市）

会津慶山焼
（会津若松市）

会津桐下駄
（喜多方市）

福島だるま
（福島市）

仏壇
（二本松市）会津天神

（会津若松市）
会津唐

とう
人
じん
凧
だこ

（会津若松市）

須賀川絵幟
（須賀川市）

牡丹こけし
（須賀川市）

総桐
きり
箪
だん
笥
す

（三島町・会津若松市・会津美里町）

伝統岳こけし
（二本松市）

会津木綿
（会津若松市）

白河だるま
（白河市）

田島万古焼
（南会津町）

二本松万古焼
（二本松市）

上川崎和紙
（二本松市）

三春駒
（三春町・郡山市）

風車
（会津若松市）

赤ベコ
（会津若松市）

獅子頭
（二本松市）

起上り小
こ
法
ぼ
師
し

（会津若松市）

初音
（会津若松市）

江戸小紋
（須賀川市）

海老根伝統手
て
漉
すき
和紙

（郡山市）

つる細工
（只見町）

二本松伝統家具
（二本松市）

三春張子
（三春町・郡山市）

会津絵
え
蝋
ろう
燭
そく

（会津若松市）
雄国の根まがり竹細工

（喜多方市）
檜枝岐の山

やも
人
うど
工芸品

（檜枝岐村）

金山漆ろうそく
（金山町）

 

会
津
地
方
の
県
指
定
伝
統
的
工
芸
品

 

中
通
り
の
県
指
定
伝
統
的
工
芸
品

「
伝
統
」を

次
世
代
へ
つ
な
ぐ

福
島
県
知
事 

内
堀 

雅
雄

福島の伝統的工芸品 検 索HP

２月号は「未来へつなぐ福島の伝統的工芸品」特集として、一部のコーナーをお休みして制作しています。2022年
  2 月号3 編集担当より



未来へつなぐ

福島の伝統的工芸品特 集

伝
統
と
革
新
の
融
合
に
よ
り

生
み
出
す
新
た
な「
大
堀
相
馬
焼
」

　
京
都
美
術
工
芸
大
学
在
学
中
の
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
説
明
会
で
大
堀
相
馬
焼
に
触
れ
、出
身

地
の
関
西
地
方
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
二
重
焼
き

と
い
う
技
法
に
ま
ず
惹ひ

か
れ
ま
し
た
。
実
際
、

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
活
動
し
て
い
く
中
で
、

機
械
に
負
け
な
い
速
さ
で
ろ
く
ろ
を
操
る
職
人

の
技
術
の
高
さ
に
憧
れ
、大
堀
相
馬
焼
職
人
を

目
指
す
浪
江
町
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
応
募

し
て
、関
西
か
ら
遠
く
離
れ
た
福
島
県
に
や
っ

て
き
ま
し
た
。

　

始
め
た
頃
は
、
１
日
20
個
作
る
の
が
や
っ

と
で
し
た
が
、
経
験
を
積
み
重
ね
、
今
で
は

ろくろ職人

有限会社井上窯

　大堀相馬焼

二本松万
ばん

古
こ

焼

吉
よ し

田
だ

 直
な お

弘
ひ ろ

さん（空想窯）

井
い の う え

上 舞
ま い

さん

唯
一
の
窯
元
と
し
て
、

守
り
た
い
伝
統
が
あ
る
。

　
二
本
松
万
古
焼
の
唯
一
の
窯
元
で
あ
る
井
上

窯
の
後
継
者
と
し
て
、日
々
製
作
に
励
ん
で
い

ま
す
。

　
二
本
松
万
古
焼
は
、焼
し
め（
釉ゆ
う
薬や
く
を
施
さ
な

い
焼
成
方
法
）の
土
の
風
合
い
が
感
じ
ら
れ
る

焼
物
で
、全
国
的
に
も
珍
し
い
木
の
型
を
用
い

た
伝
統
的
製
法「
手
ひ
ね
り
型
く
ず
し
」に
よ
る

急
須
や
湯
呑
み
が
代
表
的
作
品
で
す
。
模
様
の

特
徴
に
梅
や
指
跡
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
私
の
作
品
で
は
二
本
松
万
古
焼
の
伝
統
を
基

に
、自
分
で
粘
土
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
陶
印
を
創

作
し
、そ
の
陶
印
で
模
様
を
付
け
た
器
や
ア
ク

からむし織研修生

 　　　奥会津昭和からむし織

佐
さ わ ら

原 一
か ず

葉
は

さん　島
し ま

村
む ら

 美
み

緒
お

さん

村
の
暮
ら
し
と
と
も
に
歩
む

「
昭
和
か
ら
む
し
織
」

【
佐
原
さ
ん
】

　
「
道
の
駅
か
ら
む
し
織
の
里
し
ょ
う
わ
」で
の

コ
ー
ス
タ
ー
織
体
験
が
き
っ
か
け
で
、か
ら
む
し

織
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
元
々
、も
の
づ
く
り

へ
の
興
味
が
あ
っ
た
こ
と
や
自
然
の
近
く
で
生
活

し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、か
ら
む
し
織
体
験
生
に

応
募
し
ま
し
た
。

　
か
ら
む
し
織
は
、畑
仕
事
か
ら
糸
づ
く
り
や
織

り
な
ど
の
全
て
の
作
業
に
関
わ
れ
る
こ
と
が
魅
力

で
す
。
そ
の
中
で
も
、か
ら
む
し
の
茎
か
ら
糸
を

作
る
た
め
の
繊
維
を
引
き
出
す「
か
ら
む
し
引
き
」

と
い
う
作
業
は
難
し
い
で
す
が
、大
事
な
作
業
だ

（写真左：佐原さん、写真右：島村さん）

昭和村で生産される、からむしという植物の繊維を素材
として用いた織物で、吸湿性・速乾性に優れている。

土の風合いが感じられる焼物で、手ひねり型くずし製法
により作られる急須や湯呑みが代表的。

浪江町大堀地区に伝わる焼き物で、青ひび、二重焼き、
駒の絵などの特徴がある。浜通り

4読者からのお便り 2022年
  2 月号

12月号の表紙がいつものイメージと違っていたので、一瞬手に取った時に「え？」と思いました。良い意味で、若者たちの目に止ま
る冊子になっていると思います。福島にもこんなところあるんだぞ！と自慢できる場所ですね。（いわき市 40代）

伝統を未来へつなぐ若手職人たち　



１
５
０
個
程
度
作
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
大
堀
相
馬
焼
の
作
風
は
生
か

し
な
が
ら
、自
分
な
り
に
研
究
し
た
水
色
系
の

釉ゆ
う
薬や
く
を
使
う
こ
と
、丸
い
フ
ォ
ル
ム
を
し
た
柔

ら
か
い
形
と
す
る
こ
と
、筆
で
器
に
飛
行
機
雲

や
入
道
雲
を
描
く
な
ど
の
最
後
の
ひ
と
手
間

を
加
え
る
こ
と
が
自
分
の
作
品（
空
想
窯
）の

特
徴
で
す
。

　
将
来
的
に
は
、大
堀
相
馬
焼
の
窯
元
と
し
て

独
立
し
て
、自
分
で
商
売
を
し
て
い
き
た
い
で

す
。
そ
し
て
、県
外
へ
の
出
張
販
売
な
ど
も
積

極
的
に
行
い
、大
堀
相
馬
焼
の
販
売
を
通
し
て
、

浪
江
町
の
現
状
を
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
う
よ
う
発
信
し
て

い
き
た
い
で
す
。

ろくろ職人として、日々、ろくろと
向き合い続けています。

器に陶印で模様を付けます。

さまざまな模様の陶印は
手作りしています。

セ
サ
リ
ー
な
ど
の
新
た
な
作
品
作
り
に
も
挑
戦

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、作
品
の
ア
イ
デ
ア
に
生
か
せ
れ
ば
と

の
思
い
か
ら
、
県
が
実
施
し
て
い
る
も
の
づ

く
り
人
材
の
育
成
講
座「
ふ
く
し
ま
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
ク
ラ
フ
ト
ア
カ
デ
ミ
ー
」に
参
加
し
て

い
ま
す
。
今
ま
で
気
付
け
な
か
っ
た
第
三
者
か

ら
の
意
見
や
、他
の
伝
統
産
業
後
継
者
の
話
な

ど
を
聞
く
機
会
が
得
ら
れ
、大
変
勉
強
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
今
後
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
の
情
報
発
信
や
、個
展

や
催
事
な
ど
で
知
名
度
を
高
め
る
活
動
に
も
力
を

入
れ
、よ
り
多
く
の
方
々
に
二
本
松
万
古
焼
の
存

在
を
知
っ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
、唯
一
の
窯
元
と
し

て
、こ
れ
か
ら
も
伝
統
を
継

承
し
て
い
き
た
い
で
す
。

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
４
年
目
に
な
り
ま
す
が
、ま
だ
ま
だ
技
術
を
習

得
し
た
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、こ
れ

ま
で
の
経
験
を
生
か
し
て
、昭
和
村
の
か
ら
む
し

織
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
島
村
さ
ん
】

　
編
み
組
細
工
を
取
り
扱
う
店
に
勤
め
て
い
た
時

に
、昭
和
村
や
織
姫
制
度
の
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

県
外
出
身
で
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
福
島
県
の
昭
和

村
に
来
る
こ
と
に
多
少
の
不
安
は
あ
り
ま
し
た
が
、

興
味
の
ほ
う
が
勝
り
ま
し
た
。

　
か
ら
む
し
織
の
作
業
一
つ
一
つ
が
、村
の
暮
ら

し
や
季
節
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、そ
こ
に

す
ご
く
魅
力
を
感
じ
ま
す
。

　
全
て
の
作
業
に
難
し
さ
を
感
じ
ま
す
が
、一

番
長
い
時
間
を
か
け
て
取
り
組
む
苧お

績う

み
と
い

う
糸
作
り
の
作
業
は
根
気
が
必
要
と
な
る
大
変

な
作
業
で
す
。

　

３
月
に
、
体

験
生
と
研
修
生

の
作
品
展
を
予

定
し
て
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
を

成
功
さ
せ
る
よ

う
に
頑
張
り
た

い
で
す
。

冬期間はからむしの繊維から糸を作る作業
「苧績み」に取り組んでいます。

読者からのお便り2022年
  2 月号5 東京オリンピックで県内ゆかりの選手が大活躍されていてとても元気を頂きました。今後の活躍も楽しみにしています。

（平田村 40代）【編集担当より】次回のオリンピックでも県内ゆかりの選手が大活躍してほしいですね。


