
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年 できごと 

1690 ごろ 

（元禄
げんろく

３） 

左
さ

馬
ま

が焼
や

き物づくりを学

ぶ。 

半谷
はんがい

休 閑
きゅうかん

が村人にぎじゅ

つを伝
つた

える。 

1978 年 

（昭和
しょうわ

53） 
国の伝統的

でんとうてき

工芸品
こうげいひん

に指定

される。 

2002 年 

（平成
へいせい

14） 

「陶芸の杜おおぼり」が完
かん

成
せい

する。 

はなさんたちは，浪江町の伝統的
でんとうてき

な産 業
さんぎょう

である

大
おお

堀
ぼり

相
そう

馬
ま

焼
やき

の写真や資
し

料
りょう

を見て，気づいたことに

ついて話し合うことにしました。 

  「大堀相馬焼には，ひびのような模
も

様
よう

があっ

て，とてもめずらしいね。」 

  「それだけではなく，馬のような絵も下の方

にかかれているよ。」 

  「陶芸
とうげい

の杜
もり

おおぼりには，煙突
えんとつ

のついた大き

な登り窯
がま

があるね。」 

  「大堀相馬焼は，300 年以
い

上
じょう

も前からつく

られているんだね。」 

  「でも浪江町は，どうして焼き物づくりがさ

かんなのかな。」 

つかむ 

 ② 焼
や

き物と共
と も

に歩み続
つづ

ける 浪
なみ

江
え

町
まち

 

 写真や資
し

料
りょう

から， 

気づいたことを話し合

い，学習問題をつくり

ましょう。 

 焼き物づくりがさかんな浪江町 

① 陶芸
とうげい

の杜
もり

おおぼり（浪江町大堀
おおぼり

地区） ② 大
おお

堀
ぼり

相
そう

馬
ま

焼
やき

 

③ 大堀相馬焼に関
かん

する年表 
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浪
なみ

江
え

町
まち

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

「大堀
おおぼり

地区に，これだけたくさんの窯元
かまもと

が集まっていたこともふしぎだね。」 

「このあたりでしか取ることができない

材
ざい

料
りょう

があったのではないかな。」 

「年表にあるぎじゅつを伝
つた

えた人の名前

と同じ名前の窯元もあるね。」 

「東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

の後は，同じように焼き

物づくりを続
つづ

けることができたのかな。」 

はなさんたちは，話し合う中で気になったこと

やもっと調べてみたいことをもとに，学習問題を

つくりました。 

  学習問題 

浪江町では，大堀相馬焼をどのように守り，伝えて

いるのでしょうか。 

14 清水窯 

10 古 窯 

15 古峰窯 

２ 休閑窯 
20 志隆窯 

１ 陶吉郎窯 ８ 勝義窯 

22 俊峰窯 18 京月窯 ７ 近景窯 

12 明月窯 

13 光峰窯 
11 勘治郎窯 

16 御留窯 

17 大陶窯 

４ 春山窯 
９ 竹鳳窯 

23 錨屋窯 19 陶徳窯 

６ 栖鳳窯 ５ 幸山窯 

３ 松永窯 

至国道 114 号線 

至浪江町内 

至国道 288 号線 

至高瀬川渓谷 21 岳堂窯 

高瀬川 

※ 窯元（かまもと） 
焼き物を窯で焼いて作り出す所。 
また、焼き物を作る人のこと。 

伝統的
でんとうてき

な産業
さんぎょう

 

地いきの自
し

然
ぜん

や 

古くから伝
つた

わるぎじゅ

つを生かして長く受け

つがれてきた産業のこ

と。地いきの人々
ひとびと

のく

らしを支
ささ

えています。

伝統的な産業としてつ

くられるものは特
とく

産品
さんひん

として親しまれ，県の

内外に愛好
あいこう

する人たち

がいます。 ④ 焼き物をつくる窯元
かまもと

があった場所（2011 年） 

【調べること】 

○ 浪江町で焼き物づくり

がさかんになったわけ。 

○ 焼き物づくりを守り，伝

える浪江町の人々の取り

組み。 
 
【調べ方】 

○ 年表やインターネット，

動画などを使って調べる。 

○ 町役場で 働
はたら

く人や焼き

物づくりをする人にイン

タビューをしたり，メール

や手紙でたずねたりする。 
 
【まとめ方】 

○ 浪江町の焼き物づくり

を守り，伝える取り組みに

について，４コマＣＭ
シーエム

にま

とめる。 
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はなさんたちは，大堀相馬焼をつくっている半
はん

谷
がい

窯
がま

を見学させてもらいました。 

「この焼き物は，どうして大堀相馬焼とい

う名前なのかな。」 

「江戸時代，相
そう

馬
ま

藩
はん

にあった大堀村
おおぼりむら

の特
とく

産品
さんひん

だったそうだよ。どうやってつくって

いるんだろう。」 

「大堀村で手に入る原
げん

料
りょう

は大
おお

堀
ぼり

粘
ねん

土
ど

で，

土の粒
つぶ

が細かく，焼き物をうすくつくって

も焼き割
わ

れしないんだって。」 

「だから，二
に

重
じゅう

焼きがつくれるんだね。」 

調べる  大
おお

堀
ぼり

相
そ う

馬
ま

焼
やき

ができるまで 

 大堀相馬焼は，どのよ

うに作られているのでし

ょうか。 

② 青ひびをつくる釉薬
ゆうやく

の原料 

砥
と

山
やま

石
いし

 

１ ２ 

３ ４ 

① 大
おお

堀
ぼり

相
そう

馬
ま

焼
やき

の工程
こうてい

（成
せい

形
けい

） 

原
げん

料
りょう

 
陶
とう

器
き

の原料は，主に粘
ねん

土
ど

です。また， 釉
うわぐすり

や

着
ちゃく

色
しょく

剤
ざい

として釉薬
ゆうやく

が使

われるときがあります。

地いきで手に入る原料を

生かしてものづくりが行

われています。 
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土をいきなり成
せい

形
けい

することはできないので，「荒
あら

もみ」 

といって何度も土をこねる作業をします。これがたいへ 

んです。こねてできあがった土をろくろの上に乗せて，足でろくろを

回しながら少しずつ成形
せいけい

していきます。 

職
しょく

人
にん

さんたちの数がへってきているのが残念
ざんねん

です。そのため，現在
げんざい

では，機
き

械
かい

で成形
せいけい

したり，シールで絵
え

付
つ

けしたりするなど，機械化に

よる工
く

夫
ふう

が行われています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

「青ひびをつくる釉
ゆう

薬
やく

の原料となる砥
と

山
やま

石
いし

も，大堀村で手に

入る原料らしいよ。」 

「大堀相馬焼は，国の伝
でん

統
とう

的
てき

工
こう

芸
げい

品
ひん

なので，つくり方や原料が

決まっているみたいだよ。」 

「なるほど。つくり方や原料が決められていて，原料が大堀村

でしか取れなかったとは，おどろきだよ。」 

  半谷窯の半
はん

谷
がい

貞
てい

辰
しん

さんの話 

５ ６ 

釉薬
ゆうやく

 
陶器や磁器

じ き

の表
ひょう

面
めん

にぬられるガラス質
しつ

の

薬
やく

品
ひん

。焼かれる際
さい

にと

けて，美しい光沢
こうたく

や

色彩
しきさい

となります。 
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 ③ 大堀相馬焼の工程（仕上げ・完成
かんせい

） 

 

 

 

【動画】荒
あら

もみ 

から成形
せいけい

まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災
さい

害
がい

を乗り越えて 

① 陶
とう

芸
げい

の杜
もり

おおぼり（二
に

本
ほん

松
まつ

工
こう

房
ぼう

） ② 復
ふっ

興
こう

絵
え

皿
ざら

２０１２ 

原
げん

子
し

力
りょく

発
はつ

電
でん

所
しょ

の事故
じ こ

 
 

東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

で 

発生した大きな津
つ

波
なみ

によ

り，福島第一原子力発電所

で事故が起き，放
ほう

射線
しゃせん

を出

すものが発電所の外に出ま

した。発電所のまわりに住

む人（浪江町の人も）が避

難したり，一部の地いきで

水道水や食べ物の飲
いん

食
しょく

を

一時的に止められたりする

ことがありました。 

全
ぜん

町
ちょう

避
ひ

難
なん

 

町の役場をはじめ，町に

住んでいた人が全て別
べつ

の市

町村へ避
ひ

難
なん

すること。 

はなさんたちは，東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

の影 響
えいきょう

で全
ぜん

町
ちょう

避
ひ

難
なん

した浪江町
なみえまち

の大
おお

堀
ぼり

相
そう

馬
ま

焼
やき

がどのように受けつ

がれているのか，さらに調べました。 

  「2011 年の原
げん

子
し

力
りょく

発
はつ

電
でん

所
しょ

の事故
じ こ

により，原
げん

 

料
りょう

となる陶
とう

土
ど

や陶
とう

石
せき

が放射
ほうしゃ

線
せん

を出すものに

汚
お

染
せん

されてしまったのよ。」 

  「そして，23窯
かま

あった窯元
かまもと

も 7 窯にへり，浪

江町以外の市町村で伝統
でんとう

を受けついでいる

んだって。」 

「えっ。浪江町ではつくっていないの。」 

  「そうなんだ。今は，7つの窯が協 力
きょうりょく

して

浪江町の『なみえの技
わざ

・なりわい館
かん

』で 7つ

の窯元の製品
せいひん

が販売
はんばい

されているんだよ。」 

調べる 

これまでに，大堀
おおぼり

相
そう

馬
ま

焼
やき

はどのような

苦
く

難
なん

を乗りこえてき

たのでしょうか。 
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大堀相馬焼には，「青ひび」，「二
に

重
じゅう

焼
や

き」，「走りごま」 

の三つの特
とく

ちょうがあり，原料がその特ちょうを左右します。しかし，

原料に放射線を出すものがふり注ぎ，成形する粘
ねん

土
ど

や秞
ゆう

薬
やく

に使用する

石が利
り

用
よう

できなくなってしまいました。そのため，青ひび秞
ゆ

を再
さい

現
げん

で

きる砥
と

山
やま

石
いし

の開発を行い，かわりになる秞薬を用いて大堀相馬焼を製
せい

造
ぞう

・販
はん

売
ばい

しています。 

100

30
23

7

江戸時代終わり 大正時代 2010年 2023年

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「浪江町の大堀地区にある『陶芸
とうげい

の杜
もり

お

おぼり』を再開
さいかい

したことも大きいね。」 

「でも，放射線を出すものに汚染された

原料はどうしたんだろう。製品をつくる

ための苦
く

労
ろう

があったのではないかな。」 

  休
きゅう

閑
かん

窯
がま

の半
はん

谷
がい

秀
ひで

辰
と き

さんの話 

陶芸の杜おおぼり 
大堀相馬焼の拠点

きょてん

として，

浪江町大堀地区に建設
けんせつ

されま

した。東日本大震災発生後は

一時閉館
へいかん

し，福島県二
に

本
ほん

松
まつ

市
し

で開館していましたが，2023

年 6 月，12 年ぶりに浪江町

で再開
さいかい

しました。 

東日本大震災と原子力

発電所の事故（2011 年） 

③ 大堀相馬焼の窯元
かまもと

の数のうつり変わり（2023 年） 

 
うつくしま 
の音３０景 
青ひびの音 
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（2023 年／浪江町資料より作成） 

23 

30 

100 戸 
以上 



大堀地区は文
ぶん

化
か

的
てき

価
か

値
ち

のある地区 

です。浪江町では，補
ほ

助
じょ

金
きん

を利用し，地区の整
せい

備
び

を行いながら道の駅なみえに「なみえの技
わざ

・なり

わい館
かん

」を設
せつ

立
りつ

しました。町民をつなぐ伝統的
でんとうてき

工芸品
こうげいひん

を残
のこ

すためにも，地いきの人たちと 協 力
きょうりょく

して大堀相馬焼のぎじゅつを次の世代につないで

いくことに力を入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なみえの技
わざ

・ 

なりわい館
かん

 
2021 年 3月に完成

かんせい

した

観
かん

光
こう

し設
せつ

のこと。この中

に，大
おお

堀
ぼり

相
そう

馬
ま

焼
やき

協
きょう

同
どう

組
くみ

合
あい

は新たな工房
こうぼう

・ギャラ

リー・事
じ

務
む

所
しょ

を設立
せつりつ

し，

県内各
かく

地
ち

で再開している

組合所属
しょぞく

の窯元
かまもと

の作品を

集めて展
てん

示
じ

販
はん

売
ばい

していま

す。 
 

 浪
なみ

江
え

町
まち

役場の蒲
かん

原
ばら

さんの話 

新しい土地で窯元
かまもと

を始めたり，職
しょく

人
にん

になるた

めに移
い

住
じゅう

したりと，大
おお

堀
ぼり

相
そう

馬
ま

焼
やき

の伝統
でんとう

を受けつ

ごうとする動きが広がっています。 

 焼き物がつなぐ町
ちょう

民
みん

の 絆
きずな

 

① 「大せとまつり」に集まる浪
なみ

江
え

町
まち

の人たち 

② 浪江町での再開
さいかい

を知らせる新聞
しんぶん

記事
き じ

（福島民報 2023 年７月 30 日掲載） 

調べる 
 浪江町では，伝統

でんとう

の

焼き物づくりを未
み

来
らい

に

つなげるために,どのよ

うな取り組みをしてい

るのでしょうか。 
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写真１ 

写真２ 

写真３ 

写真４ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 はなさんたちは，これまでの学習をふり返り，大堀相馬焼を

守り，伝
つた

える取り組みについて，グループで話し合いました。

そして，浪江町の特
とく

色
しょく

について伝えるものを決めて，４コマ

ＣＭ
シーエム

をつくることにしました。 

【４コマＣＭのつくり方】 

１ はんで話し合い，浪江

町の特色
とくしょく

を伝える内容
ないよう

を

四つ選
えら

ぶ。 

２ １コマずつ分たんを決

める。 

３ 画用紙に絵や文字，写

真などでまとめる。 

（タブレットにまとめるこ

ともできる） 

４ 短い言葉でタイトルを

つける。 

５ つくったものをグルー

プでつなげて，みんなで

発表し合う。 

学習問題をもう一度かくにんしよう！ 

学習問題 

浪江町では，大堀相馬焼をどのように守り， 

伝
つた

えているのでしょうか。 

１ つくり続
つづ

けて３３３年 

２ 

３ 

４ 

伝統的なぎじゅつ 

新しい取り組み 

浪江町民とともに 

浪江町の焼き物づ

くりは，300 年以上の

れきしがあります。 

走りごまは一つ一つ

かきます。このぎじゅ

つがすごいです。 

伝統行事やイベン

トに合わせた製品
せいひん

を

つくっています。 

大堀相馬焼をきっ

かけに，多くの住
じゅう

民
みん

が集まります。 

③ 浪江町をＰ
ピー

Ｒ
アール

する動
どう

画
が

 

浪江町公式キャラクター 

うけどん 

まとめる 
 焼き物づくりがさか

んな浪江町について，

調べたことをもとに４

コマＣＭ
シーエム

をつくりまし

ょう。 
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