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１．地場
じ ば

産業
さんぎょう

ってなに？ 

   その土地
と ち

の人たちがその場所
ば し ょ

で自分
じ ぶ ん

たちのお金
かね

や労働力
ろうどうりょく

、技術
ぎじゅつ

を使って、その場所
ば し ょ

にあ 

  る材料
ざいりょう

で、その土地
と ち

でしかできないものをつくることです。 

 

２．私
わたし

たちが住
す

んでいる三重県
み え け ん

の北勢
ほくせい

地域
ち い き

には、どんな地場
じ ば

産業
さんぎょう

があるの？ 

   四日市
よっかいち

萬
ばん

古焼
こ や き

、伊勢
い せ

型紙
かたがみ

、鈴鹿
す ず か

墨
すみ

といった伝統的
でんとうてき

工芸品
こうげいひん

のほか、伊勢
い せ

茶
ちゃ

、大矢知手
お お や ち て

延素
のべそう

 

麺
めん

、食用 油
しょくようあぶら

、地酒
じ ざ け

、漁網
ぎょもう

、撚糸
ね ん し

、タオル、ローソク、鋳物
い も の

、サンダル、時雨
し ぐ れ

蛤
はまぐり

、日永
ひ な が

う 

ちわなどがあります。 

 

３．伝統的
でんとうてき

工芸品
こうげいひん

ってなに？ 

  おもに、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に使用
し よ う

されている工芸品
こうげいひん

で、伝統的
でんとうてき

技術
ぎじゅつ

または、技法
ぎ ほ う

によって手工業
しゅこうぎょう

 

的
てき

に製造
せいぞう

されたものです。経済
けいざい

産業
さんぎょう

大臣
だいじん

が指定
し て い

するもので、三重県
み え け ん

では、「四日市
よっかいち

萬
ばん

古焼
こ や き

」 

「鈴鹿
す ず か

墨
すみ

」「伊賀
い が

くみひも」「伊賀
い が

焼
やき

」が伝統的
でんとうてき

工芸品
こうげいひん

に、「伊勢
い せ

型紙
かたがみ

」が伝統的
でんとうてき

工芸用
こうげいよう

具
ぐ

に 

指定
し て い

されています。全国
ぜんこく

では２３５品
ひん

が指定
し て い

されています。（令和
れ い わ

４年
ねん

１１月
がつ

現在
げんざい

） 

 

 

４．なぜ、この地域
ち い き

に発展
はってん

してきたの？ 

三重県
み え け ん

の北勢
ほくせい

地域
ち い き

は昔
むかし

から気候
き こ う

、風土
ふ う ど

、交通
こうつう

に恵
めぐ

まれていました。東
ひがし

には伊勢
い せ

湾
わん

があ 

    って魚
さかな

を捕
と

るために「網
あみ

」が造
つく

られました。伊勢
い せ

湾
わん

では、貝
かい

（ 蛤
はまぐり

、アサリ）も多
おお

く採
と

れ 

たため、貝
かい

を加工
か こ う

する産業
さんぎょう

「時雨
し ぐ れ

蛤
はまぐり

」が発達
はったつ

しました。西
にし

には鈴鹿
す ず か

山脈
さんみゃく

があり、「お茶
ちゃ

」 

の栽培
さいばい

に適
てき

した気
き

候
こう

であったり、良
よ

い水
みず

があることから「酒
さけ

造
づくり

り」が盛
さか

んになりました。 

 また、北勢
ほくせい

地域
ち い き

は小麦
こ む ぎ

の産地
さ ん ち

であったことや鈴鹿
す ず か

おろしという冷
つめ

たい季
き

節
せつ

風
ふう

で乾燥
かんそう

がで 

きたことから「そうめん」造
づく

りが発達
はったつ

しました。それから、この地域
ち い き

は、江戸
え ど

時代
じ だ い

から東海道
とうかいどう

 

（江戸
え ど

日本橋
にほんばし

～京都
きょうと

三条
さんじょう

大橋
おおはし

）が通
とお

っていたということで、街
かい

道筋
どうすじ

のみやげ物
もの

として、 

「日永
ひ な が

うちわ」、「永
なが

餅
もち

（安永
やすなが

餅
もち

）」が有名
ゆうめい

になりました。 

 

５．現在
げんざい

、どんな問題
もんだい

をかかえているの？ 

   四日市
よっかいち

萬
ばん

古焼
こ や き

では、全国
ぜんこく

の人
ひと

たちにあまり知
し

られていないことや、中国
ちゅうごく

をはじめとする 

  アジアの国々
くにぐに

から安
やす

い焼
や

き物
もの

がたくさん輸入
ゆにゅう

されて、四日市
よっかいち

萬
ばん

古焼
こ や き

の売上
うりあげ

に影響
えいきょう

している 

  こと、鈴鹿
す ず か

墨
すみ

では、寒
さむ

さのきびしい冬
ふゆ

に作
つく

ったり、手作業
てさぎょう

のため、職人
しょくにん

さんの手足
て あ し

が真
ま

っ 

  黒
くろ

になり大変
たいへん

つらい仕事
し ご と

なので、若
わか

い人
ひと

たちが職人
しょくにん

になりたがらないこと、伊勢
い せ

型紙
かたがみ

では、 

  生活
せいかつ

様式
ようしき

の変化
へ ん か

で日常
にちじょう

生活
せいかつ

に着物
き も の

を着
き

る機
き

会
かい

が少
すく

なくなったことや、伝統
でんとう

ある彫刻
ちょうこく

技術
ぎじゅつ

 

  を受
う

け継
つ

ぐ若
わか

い人
ひと

が少
すく

ないことが問題
もんだい

となっています。 

 

伝統マーク 
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１．四日市
よっかいち

萬
ばん

古焼
こ や き

（伝統的
でんとうてき

工芸品
こうげいひん

） 

   三重県
み え け ん

の地場
じ ば

産業
さんぎょう

を代表
だいひょう

するのが四日市
よ っ かい ち

萬
ばん

古焼
こ や き

です。国
こく

内
ない

向
む

けの紫
し

泥
でい

急
きゅう

須
す

（チョコレ 

  ート色
いろ

）や和
わ

・洋食器
ようしょっき

、土鍋
ど な べ

、花器
か き

、植木
う え き

鉢
ばち

、輸出用
ゆしゅつよう

のディナー食器
しょっき

、ノベルティ（置
お

き 

  物
もの

）などを生
せい

産
さん

しています。中
なか

でも土鍋
ど な べ

は、全国
ぜんこく

の約６割
わり

～８割を生産
せいさん

していると言われ 

  います。 

 

四日市
よ っ かい ち

萬
ばん

古焼
こ や き

のできるまで                             

 ①原
げん

 料
りょう

・・・全国
ぜんこく

各地
か く ち

の焼
や

き物
もの

に適
てき

した土
つち

や外国
がいこく

の土
つち

を細
こま

かく砕
くだ

いて、調合
ちょうごう

します。 

 ②成
せい

 形
けい

・・・土
つち

を急須
きゅうす

や食器
しょっき

などの形
かたち

にします。 

 ③素
す

焼
や

き・・・７００℃前後
ぜ ん ご

で焼
や

いて丈
じょう

夫
ぶ

にして絵
え

付
つ

けをしやすくします。 

 ④下
した

絵
え

付
つ

け・・陶器用
と う きよ う

の絵
え

の具
ぐ

で書
か

いたり、印刷
いんさつ

した絵
え

を写
うつ

します。 

 ⑤施
せ

 釉
ゆう

・・・つやを良
よ

くしたり、陶器
と う き

を丈夫
じょうぶ

にするため、うわぐすりをかけます。 

 ⑥本焼成
ほんしょうせい

・・・1,100℃～1,280℃の温度
お ん ど

で焼
や

きます。（陶器
と う き

によって温度
お ん ど

を変
か

えます。） 

 ⑦上
うわ

絵
え

付
つ

け・・焼
や

き上
あ

がった製品
せいひん

の上
うえ

に絵
え

を書
か

いたりして、再度
さ い ど

750℃前
ぜん

後
ご

で焼
や

き上
あ

げます。 

 ⑧検査
け ん さ

、梱包
こんぽう

、出荷
しゅっか

・・・検査
け ん さ

して、箱
はこ

などにつめて販売
はんばい

されます。          

成形
せいけい

方法
ほうほう

もいろいろあります。 

  

  

 

 

 

泥
どろ

から作
つく

る方
ほう

法
ほう

もあります。粘土
ね ん ど

を液状
えきじょう

にして型
かた

に流
なが

し込
こ

み形
かた

ちを作
つく

ります。 

 

圧力
あつりょく

鋳込
い こ

み成
せい

形
けい

 

（圧さく鋳込み） 

 

 

ろくろ成形
せいけい

ーク 

ろくろの上で、一品一品 

手で引き上げて形を作り 

ます。 

土を板状にして形を作り 

ます。 

上下の型の間に土を入れて圧力をかけ 

て形を作ります。 

 

ます。 

タタラ成形
せいけい

 湿式
しつしき

プレス成
せい

形
けい

 

上下に割れる石こう型の中に泥状の土を圧力

をかけ、充てんし、形を作る方法です。 

排
はい

泥
でい

鋳
い

込
こ

み成
けい

形
せい

 

（ガバ鋳込み） 

袋状になった石こう型の中に泥状の土を入れ、 

余分な泥を流して形を作る方法です。 

上下に割れる石こう型の中に泥状の土を圧力

をかけ、充てんし、形を作る方法です。 



 - 3 - 

２．鈴鹿
す ず か

墨
すみ

（伝統的
でんとうてき

工芸品
こうげいひん

） 

   鈴鹿
す ず か

は奈良
な ら

とならんで、日本
に ほ ん

における墨
すみ

の生
せい

産地
さ ん ち

です。（生産量
せいさんりょう

 鈴鹿
す ず か

30％、奈良
な ら

70％） 

  鈴鹿
す ず か

は、墨
すみ

作
づく

りに必要
ひつよう

な材料
ざいりょう

が入手
にゅうしゅ

しやすく、弱
じゃく

アルカリ性
せい

水
すい

質
しつ

と鈴鹿
す ず か

おろしが原料
げんりょう

の 

 にかわのねばりを最適
さいてき

にするなど、気候
き こ う

風土
ふ う ど

の条件
じょうけん

に恵
めぐ

まれていました。現在
げんざい

も昔
むかし

なが 

 らの「型
かた

入
い

れ成
せい

形
けい

」などの技法
ぎ ほ う

を用
もち

いて「油煙
ゆ え ん

墨
ぼく

」、「松
しょう

煙
えん

墨
ぼく

」など製造
せいぞう

しています。 

 

鈴鹿
す ず か

墨
すみ

のできるまで                                

        すす（なたね油
あぶら

や松
まつ

） 

①墨
すみ

の原
げん

料
りょう

  にかわ（牛
うし

や鹿
しか

の皮
かわ

や骨
ほね

をにたもの） 

       香料
こうりょう

（じゃこう、りゅうのう） 

 

②混
こん

 合
ごう

  原料
げんりょう

を最初
さいしょ

はミキサーでまぜ、その後
あと

は 

手
て

や足
あし

で注意
ちゅうい

深
ぶか

く混
ま

ぜ合
あ

わせます。 

 

③型
かた

入
い

れ  混
ま

ぜ合
あ

わせた固
かた

まりからちぎり取
と

って
て

 

天
てん

びんばかりで計量
けいりょう

し棒状
ぼうじょう

に丸
まる

めてす 

ばやく木型
き が た

に入
い

れます。 

 

④乾
かん

 燥
そう

  含
ふく

まれた水
すい

分
ぶん

を少
すこ

しずつ減
へ

らします。 

      灰
はい

の中
なか

で乾
かわ

かす（5日
か

～30日
にち

） 

      空気
く う き

中
ちゅう

で乾
かわ

かす（2か月
げつ

～6か月
げつ

） 

 

⑤仕
し

上
あ

げ  乾燥
かんそう

した墨
すみ

の汚
よご

れをおとして表面
ひょうめん

を 

大 蛤
おおはまぐり

でみがきます。墨
すみ

に名前
な ま え

やもよう、 

絵
え

つけをします。1丁
ちょう

ずつ和
わ

紙
し

に包
つつ

み、 

箱
はこ

につめて包装
ほうそう

します。 

 

 

 

混 合 

型入れ

混 合 

乾 燥 
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小刀
こがたな

を真
ま

っ直
す

ぐに立
た

て突
つ

くように 

前
まえ

にすすめます 

刃
は

の先
さき

が半円形
はんえんけい

のものを使
つか

って回
まわ

しながら彫
ほ

ります。 

３．伊勢
い せ

型紙
かたがみ

（伝統的
でんとうてき

工芸
こうげい

用具
よ う ぐ

） 

   伊
い

勢
せ

型
かた

紙
がみ

とは、和紙
わ し

を加工
か こ う

したものに彫刻
ちょうこく

刀
とう

でいろいろな絵
え

や模様
も よ う

に彫
ほ

ったものをいい 

  ます。着物
き も の

の布
ぬの

に柄
がら

や模
も

様
よう

を染
そ

めるときに使
つか

うもので、布
ぬの

の上
うえ

に型紙
かたがみ

をおき、染料
せんりょう

で染
そ

め 

  ると型紙
かたがみ

と同
おな

じ模
も

様
よう

ができます。現在
げんざい

、生産量
せいさんりょう

は全国
ぜんこく

の99％で、京都
きょうと

や東
とう

京
きょう

に運
はこ

ばれ、職
しょく

 

  人
にん

さんにより着
き

物
もの

が染
そ

められています。 

伊
い

勢
せ

型
かた

紙
がみ

のできるまで 

 ①型
かた

地
じ

紙
がみ

をつくる   模様
も よ う

を彫
ほ

る茶
ちゃ

色
いろ

の紙
かみ

を型地紙
か た じが み

といいます。 

            この紙
かみ

は3まいの和紙
わ し

を柿
かき

渋
しぶ

ではり合
あ

わして、加工
か こ う

したものです。 

 ②模様
も よ う

を彫
ほ

る     いろいろな形
かたち

をした彫刻
ちょうこく

刀
とう

で模様
も よ う

を彫
ほ

ります。 

            模様
も よ う

によって次
つぎ

の4つの彫
ほ

り方
かた

があります。 

〔しまぼり〕               〔つきぼり〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔道
どう

具
ぐ

ぼり〕                〔きりぼり〕 

 

 

 

 

 

 

 ③糸
いと

入
い

れ しまぼりとか、ほりのこしの少
すく

ない型
かた

紙
がみ

は、染
そ

めるときに、動
うご

くので糸
いと

を入れて
い

 

動
うご

かないようにします。 

 

じょうぎを使
つか

って、しま模様
も よ う

に 

彫
ほ

ります。 

いろいろな 形
かたち

をした刃
は

を使
つか

っ

て彫
ほ

ります。 
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４．伊勢
い せ

茶
ちゃ

 

   三重県
み え け ん

の生産量
せいさんりょう

は静岡県
しずおかけん

、鹿児島県
か ご し ま け ん

に次
つ

いで全
ぜん

国
こく

第
だい

3位
い

です。伊勢
い せ

茶
ちゃ

は新芽
し ん め

が出
で

たころ、 

茶
ちゃ

の木
き

に黒
くろ

いネットでおおいをして日光
にっこう

をさえぎり、香味
こ う み

を出
だ

す「かぶせ茶
ちゃ

」を多
おお

く作
つく

っ 

ています。かぶせ茶
ちゃ

は甘
あま

み、しぶみがほどよく、濃
こ

い緑
みどり

色
いろ

をしています。 

 〔お茶
ちゃ

の種
しゅ

類
るい

〕
）

 

   煎茶
せんちゃ

、玉露
ぎょくろ

、かぶせ茶
ちゃ

、ほうじ茶
ちゃ

、玄米
げんまい

茶
ちゃ

、ウーロン茶
ちゃ

、紅茶
こうちゃ

などがあります。茶
ちゃ

の木
き

 

の種類
しゅるい

や作
つく

り方
かた

によっていろいろなお茶
ちゃ

に分
わ

かれています。 

〔お茶
ちゃ

の効能
こうのう

〕
）

 

   緑茶
りょくちゃ

にはカテキンと呼
よ

ばれるものが入
はい

っていて、リラックスさせる効果
こ う か

や高血圧
こうけつあつ

の予防
よ ぼ う

 

  に役
やく

立
だ

つと言
い

われています。また、殺菌
さっきん

作用
さ よ う

があり、虫歯
む し ば

の予防
よ ぼ う

にもなると言
い

われています。 

 

５．大矢知手
お お や ち て

延素麺
のべそうめん

 

   鈴鹿
す ず か

おろしと朝
あ

明
さけ

川
がわ

の清流
せいりゅう

という気候
き こ う

と風土
ふ う ど

に恵
めぐ

まれ、原料
げんりょう

である小麦
こ む ぎ

の生
せい

産地
さ ん ち

であ 

  ったことにより大矢知
お お や ち

地区
ち く

で多
おお

く生
せい

産
さん

されるようになりました。冬場
ふ ゆ ば

に生
せい

産
さん

され、引
ひ

きし 

  まったコシの強
つよ

さ、なめらかな舌
した

ざわりの良
よ

さが評
ひょう

判
ばん

です。 

 〔そうめんとひやむぎの違
ちが

い〕 

   そうめん ⇒ 直径
ちょっけい

が1.3㎜未
み

満
まん

。   ひやむぎ ⇒ 直径が1.3㎜から1.7㎜。」 

 

６．食 用 油
しょくようあぶら

 

油
あぶら

造
づく

りが始
はじ

まったのは江戸
え ど

時代
じ だ い

で、菜種
な た ね

を原料
げんりょう

とした菜種油
なたねあぶら

が「伊勢
い せ

水
すい

」と呼
よ

ばれ、全
ぜん

 

国
くに

で有名
ゆうめい

になりました。現在
げんざい

もごま油
あぶら

やてんぷら油
あぶら

などが造
つく

られています。      

 

７．地
じ

 酒
ざけ

 

良
よ

い酒
さけ

造
づく

りの条件
じょうけん

である「水
みず

」「米
こめ

」「季候
き こ う

」に恵
めぐ

まれ、江戸
え ど

時代
じ だ い

の中
なか

ごろから酒
さけ

造
づく

り 

が始
はじ

まりました。現在
げんざい

、三重県
み え け ん

では35の酒蔵
さかぐら

があり（そのうち北勢
ほくせい

地域
ち い き

は13）それぞれが 

工夫
く ふ う

をこらしたおいしいお酒
さけ

を造
つく

っています。 
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８．いらこ 

   四日市市
よ っ か い ち し

の天
あま

カ須
す

賀
か

地
ち

区
く

周
しゅう

辺
へん

で「なにわおこし」「かみなりおこし」などの原料
げんりょう

となる 

菓
か

子
し

種
だね

を生産
せいさん

しています。現在
げんざい

では「あられ」や「フライ菓
が

子
し

」の原料
げんりょう

としても生産して 

います。 

 

９．製
せい

 網
もう

 

   魚網
ぎょもう

の生産
せいさん

は、四日市市
よ っ か い ち し

の富
とみ

田
だ

、富
とみ

州
す

原
はら

地
ち

区
く

を中心
ちゅうしん

として発達
はったつ

し、優秀
ゆうしゅう

な技術
ぎじゅつ

により品
ひん

 

質
しつ

の良
よ

い魚網
ぎょもう

を造
つく

っています。 

 

１０．撚
ねん

 糸
し

 

    撚糸
ね ん し

は魚網
ぎょもう

と関
かか

わりが深
ふか

く、魚
ぎょ

網
もう

の原
げん

料
りょう

として使
つか

われていました。現在
げんざい

では、漁網用撚
ぎょもうようねん

 

糸
し

だけでなく、ミシン糸
いと

、織物用
おりものよう

として撚
よ

り糸
いと

加
か

工
こう

が行
おこ

なわれています。 

 

１１．タオル 

    明治
め い じ

時代
じ だ い

の終
お

わりから、富
とみ

州
す

原
はら

地
ち

区
く

を中心
ちゅうしん

に発達
はったつ

してきました。現在も高
たか

い技
ぎ

術
じゅつ

力
りょく

に 

   より品質
ひんしつ

の良
よ

いタオルが生産
せいさん

されています。 

 

１２．製
せい

 糸
し

 

    製糸
せ い し

とは、まゆから糸
いと

をつくることを言
い

い、江戸
え ど

時代
じ だ い

の終
お

わりごろ、四日市市
よ っ か い ち し

の室山
むろやま

町
ちょう

 

   で開始
か い し

されました。しかし、海外
かいがい

における生
せい

産
さん

が増
ふ

え、輸
ゆ

入
にゅう

が増
ふ

えたため、平成
へいせい

7年
ねん

に生産
せいさん

 

   を止
や

やてしまいました。 

 

１３．メリヤス 

    メリヤスとは、綿糸
め ん し

や毛糸
け い と

などの機械
き か い

を使
つか

って、よく伸
の

びたり縮
ちぢ

んだりするように編
あん

ん 

   だものをいいます。明治
め い じ

時代
じ だ い

の終
お

わりごろから四
よっ

日
か

市
いち

市
し

の高
たか

砂
さご

町
ちょう

で作
つく

り始
はじ

めました。 

 

１４．綿
めん

糸
し

紡
ぼう

績
せき

 

    綿糸
め ん し

紡績
ぼうせき

とは、綿花
め ん か

や綿
めん

せんいを糸
いと

にすることです。原料
げんりょう

を中国
ちゅうごく

やインドから四
よっ

日
か

市
いち

 

     港
こう

へ輸入
ゆにゅう

し、四日市
よっかいち

市内
し な い

の 3 つの工場
こうじょう

が造
つく

っていました。現在
げんざい

は、2 つの工場
こうじょう

が止
や

めて 

     しまい、東洋
とうよう

紡績
ぼうせき

三重
み え

工場
こうじょう

（中川原
なかがわら

）だけが造
つく

っていましたが、羊毛
ようもう

の糸
いと

や羊毛
ようもう

生地
き じ

の生産
せいさん

 

     に変
か

わってきました。 
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１５．日永
ひ な が

うちわ 

    かつて伊
い

勢
せ

参
まい

りのおみやげとして喜
よろこ

ばれましたが、現
げん

在
ざい

作
つく

っているのは 1社
しゃ

だけにな 

   りました。日永
ひ な が

うちわは女
め

竹
だけ

を使っており、それを 55 本前後に細かく割き、交互に袋 

   状に編んでいるので、あおぐとしなやかで、風
かぜ

がやわらかいのが特徴
とくちょう

です。絵
え

がらもあ 

   ざやかで飾
かざ

り用
よう

としても愛
あい

されています。 

 

１６．ローソク 

     昭和
しょうわ

2年
ねん

に亀山
かめやま

でローソクがつくられ、初
はじ

めは神仏用
しんぶつよう

でしたが、昭和
しょうわ

13年
ねん

にアートキ 

   ャンドルもつくられるようになりました。国内
こくない

の約
やく

6割
わり

が三重県内でつくられていて 

   全国
ぜんこく

に販売
はんばい

されています。 

 

１７．鋳
い

 物
もの

 

      鋳物
い も の

とは、鉄
てつ

・マグネシウム・なまりなどの金属
きんぞく

をとかして、型
かた

に流
なが

し込
こ

んで造
つく

るも 

      ので、桑名市
く わ な し

、いなべ市
し

で多
おお

く造
つく

られています。マンホールや自動車
じどうしゃ

のエンジン、コン 

   ロなどが生産
せいさん

されています。 

 

１８．サンダルはきもの 

       桑名
く わ な

のサンダルは、明治
め い じ

時代
じ だ い

の「はなお」の製作
せいさく

から始まり
は じ ま り

、すぐれた技術
ぎじゅつ

が現在
げんざい

に 

       引
いん

きつがれています。男性用
だんせいよう

のベンハー、カリプソや女性用
じょせいよう

のミュールなどが造
つく

られ、 

       全国
ぜんこく

に販売
はんばい

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

１９．乳製品
にゅうせいひん

                               

       鈴鹿
す ず か

山脈
さんみゃく

のふもと一帯
いったい

では、多
おお

くの乳
にゅう

牛
ぎゅう

が飼
か

われ、たんせいこめた牛
うし

から乳
ちち

がし 

    ぼられ牛 乳
ぎゅうにゅう

や乳製品
にゅうせいひん

が作
つく

られています。 


