
2014 年 2 月 1日　広報あおもり 18

雪
国
に
育
ま
れ
た
布
文
化

　

本
県
に
は
「
津
軽
こ
ぎ
ん
刺
し
」「
南
部

菱
刺
し
」「
つ
づ
れ
刺
し
」「
裂さ
き
お
り織

」
な
ど
、

先
人
が
育
ん
で
き
た
雪
国
な
ら
で
は
の
優
れ

た
布
文
化
が
あ
り
ま
す
。
先
人
た
ち
は
木
綿

の
育
た
な
い
寒
冷
地
で
い
か
に
温
か
く
、
そ

し
て
丈
夫
な
労
働
着
や
生
活
着
を
作
る
か
工

夫
し
、
改
良
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中

で
青
森
市
内
の
久
栗
坂
や
後
潟
な
ど
で
も
使

用
さ
れ
た
裂
織
の
仕
事
着
に
焦
点
を
あ
て
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
津
軽
の
裂
織
は

「
サ
グ
リ
」
と
呼
ば
れ
、
生
地
が
厚
く
、
風

や
水
に
強
く
保
温
性
に
優
れ
て
い
る
た
め
主

に
漁
師
の
仕
事
着
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

裂
織
の
仕
事
着
は
、
日
本
海
沿
岸
の
丹た
ん
ご後

地
方
や
福
井
県
、
佐
渡
な
ど
で
着
用
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
青
森
県
内
で
は

津
軽
半
島
や
下
北
半
島
の
沿
岸
部
で
使
わ
れ

ま
し
た
。

　

青
森
市
内
で
は
後
潟
で
昭
和
20
年
頃
ま
で

仕
事
着
と
し
て
着
ら
れ
、
久
栗
坂
に
は
使
い

込
ま
れ
た
サ
グ
リ
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
写

真
②
）
。
ま
た
、
青
森
市
で
は
県
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
た
サ
グ
リ
を
64
点
所
蔵
し
て

い
ま
す
。

　

で
は
、
津
軽
で
は
、
裂
織
が
い
つ
頃
か
ら

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
探
っ
て
み
る

こ
と
に
し
ま
す
。

麻
裂
織
か
ら
木
綿
裂
織
へ

　

藩
政
時
代
、
十
八
世
紀
前
半
の
弘
前
藩
領

で
は
、
日
常
の
働
は
た
ら
き
ぎ着

に
は
麻
の
着
用
し
か
許

可
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
安
永
６
年
（
１

７
７
７
）
に
な
る
と
、
原
則
は
麻
で
も
手
織

木
綿
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
木
綿
は
藩
政
時
代
中
期
に
は
津
軽

に
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
天
明

５
年
（
１
７
８
５
）
に
菅
江
真
澄
が
津
軽
で

目
に
し
た
庶
民
の
衣
服
は
、
麻
を
主
と
し
た

も
の
で
し
た
。
木
綿
は
ま
だ
一
般
の
人
々
の

衣
類
に
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

天
明
８
年
の
『
外
ヶ
浜
づ
た
い
』
で
菅
江

真
澄
は
東
津
軽
郡
平
舘
村
（
外
ヶ
浜
町
）
根

岸
で
「
麻あ
さ
お苧

の
糸
を
た
て
ぬ
き
に
し
た
厚
織

の
裂
織
」
を
目
に
し
て
い
ま
す
。
一
般
に
古

手
木
綿
布
を
細
く
裂
い
て
そ
れ
を
よ
こ
糸
と

し
て
織
り
込
む
こ
と
か
ら
「
裂
織
」
と
い
う

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
木
綿
以

前
に
す
で
に
麻
の
太
糸
な
ど
を
織
り
込
ん
だ

厚
手
の
布
を
織
る
裂
織
の
技
法
が
あ
っ
た
よ

う
で
す
。

　

寛
政
２
年
（
１
７
９
０
）
以
降
に
な
る
と

庶
民
の
仕
事
着
も
麻
布
と
木
綿
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
文
政
元
年
（
１
８

１
８
）
江
戸
の
旅
絵
師
に
よ
る
「
旅
日
記
」

に
油
川
六
枚
橋
で
「
さ
き
お
り
と
い
ふ
―
立

（
タ
テ
）
麻
に
し
て
横
（
ヨ
コ
）
木
綿
な
り

―
を
着
た
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
に
は
、

津
軽
の
裂
織

　

現
在
、
裂
織
は
「
布
の
再
利
用
」
と
い
う

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
注
目
を
集
め
て
い
ま

す
。
裂
織
は
古ふ
る
て手

木
綿
布
（
使
い
ふ
る
し
た

木
綿
の
布
）
を
細
く
裂
い
て
そ
れ
を
よ
こ
糸

と
し
て
織
り
込
ん
だ
布
の
こ
と
を
い
い
ま
す

が
、
今
日
、
裂
織
と
言
え
ば
南
部
地
方
の

「
南
部
裂
織
」
を
思
い
浮
か
べ
る
か
た
が
多

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
南
部
地
方

で
は
終
戦
直
後
ま
で
地じ
ば
た機

（
写
真
①
）
で
麻

布
が
織
り
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
23

年
（
１
９
４
８
）
に
麻
の
栽
培
が
禁
止
さ
れ
、

麻
織
物
は
作
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
遺

さ
れ
た
地
機
を
使
い
、
裂
織
が
近
年
ま
で
織

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
カ
ラ
フ
ル
な
コ
タ
ツ
が

け
な
ど
の
裂
織
が
多
く
残
っ
て
い
る
の
で
裂

織
と
い
え
ば
南
部
裂
織
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
南
部
裂
織
が
作
ら
れ
る
以
前
に
、

津
軽
地
方
で
は
、
北
前
船
に
よ
っ
て
南
部
地

方
よ
り
早
く
入
っ
て
き
た
木
綿
を
使
っ
て
裂

織
が
作
ら
れ
て
お
り
、
津
軽
の
海
岸
沿
い
の

漁
村
で
は
、
昭
和
10
年
頃
ま
で
、
裂
織
が
織

青
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濃
紺
の
地
が
均
一
に
み
え
る
よ
う
に

織
れ
れ
ば
「
織
り
上
手
」
と
い
わ
れ

ま
し
た
。

特
徴
的
な
サ
グ
リ
の
織
り
方

　

サ
グ
リ
の
織
り
方
の
特
徴
は
よ
こ

糸
に
木
綿
布
ば
か
り
で
な
く
糸
を
交

互
に
織
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
す

（
写
真
④
）
。
よ
こ
糸
に
布
だ
け
を

織
り
込
む
よ
り
も
織
り
が
締
ま
り
固

い
布
に
な
り
ま
す
。
よ
こ
糸
に
す
る

布
の
色
に
気
を
つ
け
る
以
外
に
織
り
方
に
も

工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
普
通
の
平ひ
ら
お
り織

は
上
糸
、
下
糸
と
も
同
じ
糸
を
使
い
ま
す
が
、

サ
グ
リ
の
多
く
は
上
糸
に
藍
色
や
黒
色
の
染

糸
を
使
い
、
下
糸
に
は
生き

成な

り
の
糸
（
白

糸
）
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
生

成
り
の
糸
は
藍
糸
や
黒
糸
よ
り
も
安
か
っ
た

の
で
す
。
技
を
駆
使
し
て
織
っ
た
サ
グ
リ
の

表
面
は
藍
色
一
色
で
す
が
、
裏
面
は
、
生
成

木
綿
糸
の
白
色
が
一
面
に
浮
き
出
て
い
ま
す

（
写
真
⑤
）
。
さ
ら
に
た
て
糸
の
本
数
を
減

ら
し
、
経
済
的
に
安
く
仕
上
げ
て
い
る
の
で

よ
こ
糸
に
木
綿
布
の
裂
い
た
も
の
が
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
中
期
に
は
麻
の
裂

織
が
織
ら
れ
、
そ
の
後
、
庶
民
も
木
綿
が
手

に
入
る
よ
う
に
な
り
、
木
綿
の
裂
織
が
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

サ
グ
リ
の
制
作
に
使
っ
た
木
綿

　

サ
グ
リ
は
た
て
糸
に
は
麻
糸
や
木
綿
糸
が

使
わ
れ
、
よ
こ
糸
に
は
古
手
木
綿
布
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
な
裂
織
の
よ
こ
糸
の

作
り
方
は
木
綿
布
を
手
で
裂
く
方
法
が
取
ら

れ
ま
す
が
、
青
森
の
サ
グ
リ
は
布
を
和
バ
サ

ミ
で
一
分
（
３
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
程
の
幅
に

鋏
む
方
法
が
取
ら
れ
ま
し
た
。
ハ
サ
ミ
で
、

糸
目
に
そ
っ
て
糸
を
と
り
出
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
、
手
に
豆
が
出
来
る
ほ
ど
大
変

な
作
業
で
し
た
。
そ
の
木
綿
も
現
在
目
に
す

る
よ
う
な
反
物
で
は
な
く
、
東
北
の
農
漁
民

が
購
入
で
き
る
木
綿
は
圧
倒
的
に
古
物
や

伸の
し
つ
ぎ継

（
使
い
古
し
た
衣
類
の
使
え
る
箇
所
だ

け
を
切
り
取
っ
た
小
布
）
な
ど
で
し
た
。
青

森
市
内
の
農
漁
民
の
仕
事
着
の
多
く
は
昭
和

20
年
代
ま
で
木
綿
の
端
切
れ
を
綴
れ
合
わ
せ

て
、
細
か
く
刺
し
た
も
の
で
し
た
。

　

サ
グ
リ
に
使
う
木
綿
は
さ
ら
に
そ
れ
ら
と

も
別
の
も
の
で
し
た
。
呉
服
屋
の
店
頭
で
は

な
く
、
裏
口
で
販
売
さ
れ
、「
タ
デ
」（
写
真

③
）
と
い
う
藁わ
ら

の
入
れ
物
に
入
っ
た
、
よ
ご

れ
の
つ
い
た
木
綿
の
切
れ
切
れ
の
「
サ
ギ
」

と
い
わ
れ
る
布
で
し
た
。
上か
み
が
た方
で
は
ど
う
に

も
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
布
片
が
、
商
品
と
し

て
東
北
に
流
通
し
て
い
た
の
で
す
。
サ
ギ
の

布
は
、
濃
淡
が
あ
る
も
の
の
紺
色
、
藍
色
を

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
サ
ギ
を
使
っ
て
、
木

綿
の
色
が
縞し
ま

に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て

す
。
当
時
の
人
々
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
と
津

軽
の
サ
グ
リ
の
す
ご
さ
が
一
層
わ
か
り
ま
す
。

　

麻
の
時
代
か
ら
自
ら
の
衣
服
は
自
分
達
が

織
っ
て
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
サ

グ
リ
は
生
活
必
需
品
と
し
て
織
ら
れ
た
最
後

の
衣
服
で
し
た
。

布
に
託
さ
れ
た
想
い

　

一
枚
の
布
さ
え
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
人
々
が
半
端
布
を
使
っ
て
、
ま

る
で
反
物
か
ら
着
物
を
作
っ
た
よ
う
に
見
事

な
布
に
織
り
上
げ
て
い
る
の
が
サ
グ
リ
で
す
。

　

厳
し
い
環
境
の
中
で
織
っ
た
サ
グ
リ
は

「
末
代
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

サ
グ
リ
を
代
々
引
き
継
い
で
着
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
作
っ
て
く
れ
た
人
へ
の
想
い
は
も

ち
ろ
ん
、
前
の
代
に
着
た
人
の
こ
と
を
も
想

い
、
大
切
に
着
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
物
を

大
切
に
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
を
大
切
に
す
る

こ
と
に
繫
が
り
ま
す
。

　

サ
グ
リ
に
は
木
綿
へ
の
い
た
わ
り
の
心
が

あ
り
、
木
綿
を
知
っ
た
人
達
の
手
わ
ざ
が
生

き
て
い
ま
す
。
厳
し
い
北
国
の
風
土
の
中
で
、

衣
を
自
ら
作
り
、
大
事
に
し
た
人
々
は
、

い
た
わ
り
と
や
さ
し
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
心
優
し
さ
と
逞
し
さ
、
最
後
ま
で
や

り
ぬ
く
忍
耐
強
さ
は
現
代
の
青
森
の
人
々

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

（
市
史
編
さ
ん
室
嘱
託
員　

三
上
洋
子
）
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