
暮
ら
し
に
創
る
喜
び
・
思
い
を
伝
え
る

手
仕
事
の
温
も
り
と
技
を
伝
え
、

手
仕
事
の
温
も
り
と
技
を
伝
え
、

「「
南南な

ん

ぶ部部
裂裂さ

き
お
り

さ
き
お
り織織

」」

「
裂
織
」
と
は
、傷
ん
だ
り
、不
要
と
な
っ
た
布
を
裂
い
て
横
糸
『
緯
（
ぬ
き
）』

「
裂
織
」
と
は
、傷
ん
だ
り
、不
要
と
な
っ
た
布
を
裂
い
て
横
糸
『
緯
（
ぬ
き
）』

に
し
て

に
し
て
地地じ

ば
た

じ
ば
た機機
で
織
る
、

で
織
る
、
機機は

た
は
た
織
り
の
一
つ
の
技
法
。
ま
た
は
、
織
り
上
げ
た
織

織
り
の
一
つ
の
技
法
。
ま
た
は
、
織
り
上
げ
た
織

物
の
こ
と
。

物
の
こ
と
。

寒
冷
な
気
候
の
た
め
綿
を
栽
培
で
き
な
か
っ
た
雪
国
（
南
部
地
方
）
で
は
、

寒
冷
な
気
候
の
た
め
綿
を
栽
培
で
き
な
か
っ
た
雪
国
（
南
部
地
方
）
で
は
、

暖
か
い
綿
は
貴
重
で
あ
り
、
端
切
れ
も
粗
末
に
す
る
こ
と
な
く
最
後
の
最
後

暖
か
い
綿
は
貴
重
で
あ
り
、
端
切
れ
も
粗
末
に
す
る
こ
と
な
く
最
後
の
最
後

ま
で
大
切
に
使
う
「
使
い
切
る
布
文
化
」
が
発
達
し
ま
し
た
。

ま
で
大
切
に
使
う
「
使
い
切
る
布
文
化
」
が
発
達
し
ま
し
た
。

「
裂
織
」
は
布
を
大
切
に
す
る
女
の
知
恵
、手
仕
事
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

「
裂
織
」
は
布
を
大
切
に
す
る
女
の
知
恵
、手
仕
事
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

南
部
裂
織
と
は

南
部
裂
織
と
は

　

江
戸
時
代
、
南
部
地
方
で
は
寒

冷
な
気
候
の
た
め
、
綿
の
栽
培
は

冷
な
気
候
の
た
め
、
綿
の
栽
培
は

難
し
く
、
木
綿
な
ど
は
と
て
も
貴

難
し
く
、
木
綿
な
ど
は
と
て
も
貴

重
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
ら
布
は

重
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
ら
布
は

大
切
に
使
わ
れ
、
ほ
ん
の
少
し
の

大
切
に
使
わ
れ
、
ほ
ん
の
少
し
の

端
切
れ
も
重
ね
て
刺
し
子
に
し
た

端
切
れ
も
重
ね
て
刺
し
子
に
し
た

り
、
最
後
に
は
裂
い
て
、
地
機
で

り
、
最
後
に
は
裂
い
て
、
地
機
で

経経た
て
い
と

た
て
い
と糸糸

に
麻
を
張
り
、

に
麻
を
張
り
、
緯緯よ

こ
い
と

よ
こ
い
と糸糸

に
裂
い

に
裂
い

た
布
を
織
り
込
ん
で
再
利
用
し
て

た
布
を
織
り
込
ん
で
再
利
用
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
機
織
り
の
一
つ

い
ま
し
た
。
そ
の
機
織
り
の
一
つ

の
技
法
。
ま
た
、
作
っ
た
織
物
の

の
技
法
。
ま
た
、
作
っ
た
織
物
の

こ
と
を
南
部
裂
織
と
い
い
ま
す
。

こ
と
を
南
部
裂
織
と
い
い
ま
す
。

　

戦
前
は
、

　

戦
前
は
、
夜夜よ

ぎ

よ

ぎ着着
（
寝
る
と
き
に

（
寝
る
と
き
に

掛
け
る
夜
具
。
か
い
ま
き
）
や
仕

掛
け
る
夜
具
。
か
い
ま
き
）
や
仕

事
着
、
帯
、
前
掛
け
、
こ
た
つ
掛

事
着
、
帯
、
前
掛
け
、
こ
た
つ
掛

け
な
ど
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

け
な
ど
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

最
近
で
は
、
ソ
フ
ァ
や
ベ
ッ
ド
の

最
近
で
は
、
ソ
フ
ァ
や
ベ
ッ
ド
の

カ
バ
ー
、
ラ
グ
な
ど
、
現
代
の
生

カ
バ
ー
、
ラ
グ
な
ど
、
現
代
の
生

活
に
合
っ
た
「
裂
織
」
が
織
ら
れ

活
に
合
っ
た
「
裂
織
」
が
織
ら
れ

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

　

南
部
裂
織
は
、
本
市
を
代
表
す

　

南
部
裂
織
は
、
本
市
を
代
表
す

る
伝
統
工
芸
品
と
し
て
、
市
褒
賞

る
伝
統
工
芸
品
と
し
て
、
市
褒
賞

な
ど
の
記
念
品
に
使
用
さ
れ
、
最

な
ど
の
記
念
品
に
使
用
さ
れ
、
最

近
で
は
友
好
都
市
提
携

近
で
は
友
好
都
市
提
携
3030
周
年
の

周
年
の

記
念
品
と
し
て
花
巻
市
に
も
贈
ら

記
念
品
と
し
て
花
巻
市
に
も
贈
ら

れ
て
い
ま
す
。

れ
て
い
ま
す
。

裂
き
織
り
の
織
り
方

裂
き
織
り
の
織
り
方

　

戦
後
、
地
域
で
の
伝
承
が
危
ぶ

ま
れ
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
南
部

裂
織
の
普
及
・
継
承
の
た
め
、

『
暮
ら
し
に
創
る
喜
び
を
、
手
仕

事
の
温
も
り
を
い
つ
ま
で
も
』
を

モ
ッ
ト
ー
に
昭
和
50
年
７
月
７
日

七
夕
（
棚た
な
ば
た機
）
に
設
立
さ
れ
た
の

が
南
部
裂
織
保
存
会
で
す
。

　

同
保
存
会
の
創
立
者
で
あ
る
故

2019年（令和元年）12月号　広報 ２３ 2019年（令和元年）12月号広報

伝統工芸品「南部裂織」伝統工芸品「南部裂織」

　

明
治

　

明
治
2626
年
の
鉄
道
開
通
以
降
、

年
の
鉄
道
開
通
以
降
、

南
部
地
方
で
は
、
木
綿
や
古ふ
る
て手
木

綿
が
本
格
的
に
手
に
入
る
よ
う
に

綿
が
本
格
的
に
手
に
入
る
よ
う
に

な
り
、
カ
ラ
フ
ル
な
裂
き
織
り
が

な
り
、
カ
ラ
フ
ル
な
裂
き
織
り
が

織
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

織
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

裂
き
織
り
は
、
農
家
の
自
給
自

　

裂
き
織
り
は
、
農
家
の
自
給
自

足
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
織
物
で
、

足
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
織
物
で
、

農
家
の
女
性
は
農
閑
期
に
は
、
こ

農
家
の
女
性
は
農
閑
期
に
は
、
こ

た
つ
掛
け
や
帯
を
織
っ
て
現
金
を

た
つ
掛
け
や
帯
を
織
っ
て
現
金
を

得
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
は
、

得
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
は
、

縦
も
横
も
全
て
麻
で
織
り
、
織
ら

縦
も
横
も
全
て
麻
で
織
り
、
織
ら

れ
た
麻
布
は
野
良
着
な
ど
の
生
活

れ
た
麻
布
は
野
良
着
な
ど
の
生
活

用
品
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

用
品
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

伝
統
工
芸
品

伝
統
工
芸
品

菅か
ん
の野
暎
子
さ
ん
の
考
え
「
裂
き
織

り
の
創
る
喜
び
と
感
動
を
自
分
一

人
の
も
の
に
し
て
お
く
の
は
も
っ

た
い
な
い
。
自
分
一
人
で
百
の
作

品
を
仕
上
げ
る
よ
り
も
、
百
人
に

教
え
れ
ば
、
百
の
喜
び
と
感
動
が

あ
る
は
ず
」
を
受
け
継
い
だ
会
員

ら
が
、
現
在
も
裂
き
織
り
の
楽
し

さ
を
広
め
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
保
存
会
で
は
『
南
部

裂
織
は
ふ
る
さ
と
の
誇
る
べ
き
文

化
で
あ
り
、
今
後
地
域
の
産
業
に

も
な
り
う
る
』
と
考
え
、
伝
統
的

な
作
品
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
代

の
生
活
に
合
っ
た
製
品
を
会
員
自

ら
が
製
作
し
、
地
域
の
特
産
と
し

て
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

同
保
存
会
は
、
地
域
で
の
伝
承

が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
南
部
裂
織
の

普
及
・
継
承
に
向
け
て
、
後
継
者

の
育
成
や
地
機
な
ど
資
源
の
保
全

に
長
年
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
裂
織
体
験
な
ど
を
通
し
て
、

子
ど
も
た
ち
の
「
ふ
る
さ
と
を
愛

す
る
心
」
の
醸
成
に
尽
力
し
て
き

た
こ
と
や
国
内
外
の
観
光
客
へ
の

魅
力
発
信
・
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

提
供
な
ど
に
よ
る
観
光
振
興
に
寄

与
す
る
な
ど
、
伝
統
文
化
の
継

承
・
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
、
令
和
元
年
度
青

森
県
文
化
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

平織（ひらおり）平織（ひらおり）

平織はもっとも基本的な織り平織はもっとも基本的な織り
方で、裂き織りの面白さが良方で、裂き織りの面白さが良
く分かります。く分かります。

網代織り（あじろおり）網代織り（あじろおり）

格子柄を作る織り方です。布格子柄を作る織り方です。布
を裂いた緯と糸を交互に織りを裂いた緯と糸を交互に織り
込んでいきます。込んでいきます。

　

同
保
存
会
は
、
毎
週
水
曜
日
を

稽
古
日
と
し
て
教
室
を
開
い
て
い

南
部
裂
織
の
歴
史

南
部
裂
織
の
歴
史

南
部
裂
織
保
存
会

南
部
裂
織
保
存
会

祝祝 

青
森
県
文
化
賞
受
賞

青
森
県
文
化
賞
受
賞

次
の
世
代
へ
伝
え
る

次
の
世
代
へ
伝
え
る 故菅野さん（南部裂織保存会創立30周年企画）

「南部さきおりフェスタ㏌十和田 こたつ掛け300枚展」
のこたつ掛けの前で

南部裂織 は「ふるさとのたからもの」
　保存会を立ち上げた妹の菅野暎子が目指した理
想は『まずは南部裂織の伝承と普及、そして観光
や経済に役立て教育に生かしたい。そして芸術に
高めること。さらに、地機織りで女性の心を癒し、
和みの場所を提供したい』ということでした。こ
の理想を引き継いできたことが青森県の文化賞受

　　賞につながったと思います。
　　　これからも会員の方たち
　　と一緒に「南部裂織はふる
　　さとの文化・たからもの」
　　と考え、地機の手技を遺し、
　　伝えていきたいです。
　　　また、「南部裂織」を次
　　の世代に伝えていくために
は、保存会の会員や体験者、

　特に市内の方が増えてほし
　いと思っています。　

南部裂織保存会会長

小
こばやし

林 輝
て る こ

子 さん

　

裂
き
織
り
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
織

り
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ

の
織
り
方
の
一
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
昭
和

し
か
し
、
昭
和
2323
年
の
大
麻
取

年
の
大
麻
取

締
法
の
制
定
に
よ
り
、
麻
を
育
て
る

締
法
の
制
定
に
よ
り
、
麻
を
育
て
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
戦

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
戦

後
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
で

後
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
で

裂
き
織
り
は
廃
れ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
す
。
教
室
は
、
本
格
的
に
裂
き

織
り
を
学
ん
で
み
た
い
人
向
け
の

「
本
科
」
「
研
究
科
」
「
師
範

科
」
の
３
つ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

あ
り
ま
す
。
「
本
科
」
で
は
、
伝

統
あ
る
「
地
機
織
り
」
の
整
経
な

ど
を
学
び
、
こ
た
つ
掛
け
を
復
元

し
ま
す
。
「
研
究
科
」
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
織
り
方
を
学
び
、
「
師

範
科
」
で
は
、
裂
き
織
り
を
伝
統

工
芸
へ
と
高
め
、
織
り
の
技
術
と

物
を
大
切
に
す
る
心
を
伝
え
る
指

導
者
を
育
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、
少
し
だ
け
や
っ
て
み
た

い
人
に
は
体
験
も
あ
り
ま
す
。
グ

ル
ー
プ
で
の
体
験
も
可
能
で
、
市

内
の
小
・
中
学
生
や
高
校
生
も

「
裂
織
」
と
い
う
昔
な
が
ら
の
手

技
を
学
び
、
地
元
の
伝
統
文
化
を

体
験
し
て
い
ま
す
。

南
部
裂
織
を
学
ぶ
た
め
、
和
歌

山
県
か
ら
来
た
信し

ぎ貴
さ
ん
は
「
も

と
も
と
織
物
が
好
き
で
、
本
を
見

た
り
し
て
独
学
で
『
箱
織
り
』
な

ど
や
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
小

さ
い
頃
か
ら
エ
コ
な
生
活
も
し
て

い
た
の
で
、
エ
コ
と
織
物
が
一
緒

に
な
っ
た
『
南
部
裂
織
』
に
出
会
い
、

裂
き
織
り
を
楽
し
み
な
が
ら
学
ん

で
い
ま
す
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

織織お
り
ん
ど

お
り
ん
ど人人

の
声
の
声

　

ま
た
、
本
市
の
移
住
・
定
住
支

援
事
業
を
活
用
し
て
三
重
県
か
ら

移
住
し
て
き
た
小
西
彌ひ
さ
し
さ
ん
は

「
十
和
田
市
に
住
ん
で
何
か
没
頭

で
き
る
も
の
を
探
し
て
い
た
と
き

に
『
南
部
裂
織
』
に
出
会
い
ま
し

た
。
も
と
も
と
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ

イ
ン
の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、

物
づ
く
り
が
好
き
で
色
を
扱
う
点

で
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
楽
し

ん
で
織
っ
て
い
ま
す
」
と
話
し
て

い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
も
、
地
元
の
伝
統
工
芸

品
「
南
部
裂
織
」
に
触
れ
、
手
づ
く

り
の
良
さ
を
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆
南
部
裂
織
教
室

と
き　

毎
週
水
曜
日

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

◆
南
部
裂
織
体
験

と
き

火
曜
日
〜
日
曜
日

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

（
受
付　

午
後
２
時
45
分
ま
で
）

※
５
人
以
上
は
事
前
に
予
約
が
必

　

要
で
す
。

◆
い
ず
れ
も

と
こ
ろ　

道
の
駅
と
わ
だ
匠
工
房

　

（
月
曜
日
休
館
）

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

問
南
部
裂
織
保
存
会　

匠
工
房

「
南
部
裂
織
の
里
」
☎
⑳
８
７
０
０


