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写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力  青森県青森市 官
民
の
連
携
を
礎
に
市
民
の
力
を
引
き
出
し

未
来
へ
の
前
進
を
図
る
青
森
県
青
森
市

歴
史
や
祭
り
、
ア
ー
ト
、
あ
ら
た
な
特
産
品
と
、

市
民
が
秘
め
た
自
由
で
力
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
。

青
森
県
青
森
市
で
は
、
日
常
に
馴な

じ染
み
埋
も
れ
た

世
界
に
誇
れ
る
ま
ち
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
、

活
性
化
を
目
指
す
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

官
民
の
連
携
を
礎
に
市
民
の
力
を
引
き
出
し

未
来
へ
の
前
進
を
図
る
青
森
県
青
森
市

青森市郊外、県内をはじめ国内外から多くの来館者がある「青
森県立美術館」のシンボルともいえる展示が、美術家の奈良
美
よしとも

智氏が手がけた『あおもり犬』だ。高さ約 8.5 メートル、
横幅約 6.7 メートルのこの作品は屋外に設置され、天気や季
節により表情を変えていく。
奈良美智《あおもり犬》2005 年 Artwork © Yoshitomo Nara
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祭
り
を
支
え
る
市
民
の
力
を

ま
ち
づ
く
り
に
も

　

青
森
県
青
森
市
は
県
中
央
部
に
位
置

し
、
県
庁
所
在
地
と
し
て
県
の
中
枢
を

担
う
人
口
約
二
七
万
人
の
中
核
市
だ
。

小
売
・
卸
売
業
、
金
融
業
、
サ
ー
ビ
ス

業
と
い
っ
た
第
三
次
産
業
が
経
済
の
柱

を
成
す
ま
ち
が
最
も
賑に

ぎ

わ
う
の
は
、
八

月
二
日
か
ら
七
日
ま
で
開
催
さ
れ
る

「
青
森
ね
ぶ
た
祭
り
」。
例
年
、
六
日
間

で
延
べ
約
三
〇
〇
万
人
の
観
光
客
が
訪

れ
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
人
気
も
高
い
。

　

一
方
で
少
子
化
や
若
い
世
代
の
流

出
に
よ
る
人
口
減
少
、
高
齢
化
が
進

み
、
郊
外
型
大
規
模
店
舗
の
影
響
を
受

け
た
商
店
街
の
活
性
化
も
長
年
に
わ
た

る
課
題
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
官
民
そ
れ
ぞ
れ
の
尽
力
が
少
し
ず

つ
実
を
結
び
つ
つ
あ
る
と
話
す
の
は
、

二
〇
二
三
年
六
月
に
市
長
に
就
任
し
た

西
秀
記
氏
だ
。

　

西
氏
は
衡こ

う
器き

事
業
を
営
む
傍
ら
、
青

森
商
工
会
議
所
の
ほ
か
地
域
経
済
を
牽け

ん

引い
ん

す
る
団
体
の
一
員
と
し
て
、
現
職
に

就
く
以
前
か
ら
ま
ち
づ
く
り
を
推
し
進

め
て
き
た
。
そ
の
転
機
に
あ
た
り
掲
げ

た
テ
ー
マ
は
、「
市
民
力
＋
民
間
力　

A
O

M
O

RI　

次
な
る
舞
台
へ
」。

　
「
大
都
市
と
は
異
な
り
、
地
方
都
市

で
は
誰
か
が
何
か
を
し
て
く
れ
る
の
を

待
っ
て
い
た
ら
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

ま
ち
の
活
性
化
に
は
市
民
の
皆
さ
ん
に

関
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
、
自
分
が
や
る

と
い
う
意
識
を
持
っ
て
ほ
し
い
。
こ
れ

ま
で
の
活
動
に
込
め
た
思
い
は
、
立
場

が
変
わ
っ
た
今
も
同
じ
で
す
。
市
民
の

力
、
企
業
や
各
種
団
体
と
い
っ
た
民
間

の
力
に
行
政
の
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
青

森
市
は
も
っ
と
上
の
舞
台

へ
と
進
ん
で
い
け
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、

青
森
市
民
に
は
青
森
ね
ぶ

た
祭
り
と
い
う
成
功
体
験

が
あ
る
の
で
す
か
ら
」

　

祭
り
の
主
催
は
青
森
観

光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協

会
、
青
森
商
工
会
議
所
、

そ
し
て
青
森
市
。
山
車
の

製
作
は
企
業
や
各
種
団
体

が
担
う
が
、
は
や
し
や
ハ
ネ
ト
と
呼
ば

れ
る
参
加
者
の
多
く
は
そ
こ
に
属
さ
な

い
一
般
市
民
な
の
が
、
ほ
か
の
大
き
な

祭
り
で
は
あ
ま
り
例
の
な
い
特
徴
だ
。

　
「
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
の
は
、
市
民

一
人
ひ
と
り
の
力
。
も
っ
と
誇
り
に

思
っ
て
い
い
は
ず
で
す
し
、
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
ま
ち
づ
く
り
の
活
動
に
つ
な

げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
青
森
市
に
は

魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
多
い
と
、
外

か
ら
は
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
市
民
が

気
付
い
て
い
な
い
の
も
課
題
で
す
。
そ

れ
ら
を
あ
ら
た
め
て
掘
り
起
こ
し
、
シ

ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
（
地
域
に
対
す
る
市

民
の
誇
り
）
に
つ
な
げ
ら
れ
れ
ば
と
考

祭りに出陣した大型ねぶたを展示する「ねぶたの家 ワ・ラッセ」は、市内
屈指の人気を誇る観光施設。銅板を使いつつ柔らかなラインを描く外観が
特徴的だ。かつてねぶたの多くは祭りの後に廃棄されていたが、和紙をク
ラフト作品に再利用するなど、アップサイクルの取り組みが進む。

「多くの人が行き交ってきた港町だ
からでしょうか、青森市民には“よ
そ者”を受け入れる寛容さがある
ように思います」と話す、市長の
西秀記氏。まちづくりでは、市民
参加型の取り組みを進めている。

2019 年落成の市庁舎は自然採光など環境に配慮した設計
に加え、地場産品 PR のためのマルシェなど、市と市民の
共同催事ができる場が複数設けられている。
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「
青
森
」
が
生
ま
れ
た
が
、
史
実
が
胸
に

刻
ま
れ
て
い
な
い
市
民
も
多
い
と
い
う
。

　
「
小
中
学
校
で
は
ふ
る
さ
と
を
学
ぶ

教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
第
二

次
世
界
大
戦
の
空
襲
に
よ
っ
て
市
内
に

は
歴
史
的
建
造
物
が
ほ
ぼ
残
っ
て
い

な
い
た
め
、
歴
史
が
浅
い
と
誤
解
し

て
い
る
方
た
ち
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
た
認
識
を
修
正
す
る
た
め

に
も
、
青
森
開
港
四
〇
〇
年
を
迎
え
る

二
〇
二
五
年
に
向
け
て
記
念
事
業
の
準

備
を
進
め
て
い
ま
す
」

周
遊
観
光
に
つ
な
が
る 

美
術
館
の
広
域
連
携

　

地
域
に
由
来
す
る
ア
ー
ト
も
、
西
氏

が
掘
り
起
こ
し
を
狙
う
テ
ー
マ
の
一

つ
。
要
と
な
る
の
は
、
青
森
市
出
身
の

版
画
家
・
棟
方
志
功
や
弘
前
市
出
身
の

美
術
家
・
奈
良
美
智
な
ど
、
県
ゆ
か
り

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
を
所
蔵
し
、

東
北
地
方
の
美
術
館
で
は
最
も
多
い
集

客
を
数
え
る
「
青
森
県
立
美
術
館
」
だ
。

館
長
の
杉
本
康
雄
氏
は
地
元
の
銀
行
の

頭
取
、
会
長
職
を
経
て
、
二
〇
一
五
年

か
ら
現
職
を
務
め
る
。

　
「
弊
館
で
最
も
高
い
人
気
を
誇
る
の

は
、
奈
良
美
智
さ
ん
の
作
品
で
す
。
来

館
者
の
半
数
が
彼
の
作
品
目
当
て
、
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
マ
ル
ク・シ
ャ

ガ
ー
ル
が
描
い
た
バ
レ
エ
の
舞
台
背
景

画
『
ア
レ
コ
』
の
展
示
ホ
ー
ル
で
は
、

コ
ン
サ
ー
ト
や
舞
踏
、
演
劇
と
い
っ
た

パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ー
ツ
が
展
開
で
き

る
の
も
、
弊
館
の
特
徴
で
す
」

　

公
立
美
術
館
は
一
般
的
に
教
育
委

員
会
の
傘
下
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い

が
、
青
森
県
立
美
術
館
は
県
の
観
光
国

際
戦
略
局
の
管
轄
で
あ
り
、
開
館
当
初

か
ら
観
光
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
そ

の
目
的
を
よ
り
広
域
で
展
開
す
る
た

め
に
杉
本
氏
が
牽
引
し
て
き
た
の
が
、

平
内
町

新
城
川

103

東
北
自
動
車
道

青森市

北
海
道
新
幹
線

あさむしおんせん

青森東 IC

十和田市

東北
新幹
線

七戸町

黒石市

藤崎町

板
柳
町

五
所
川
原
市

蓬田村

青森自動車道青森
JCT

奥
羽
本
線

津
軽
線

青い森
鉄道

青森空港

夏泊半島

青森湾

青森港 のない

やだまえ

こやなぎ

つつい
ひがしあおもり

あおもり

あぶらかわ

つがるみやた

おくない

ひだりせき

うしろがた

なかさわ

だいしゃか

つるがさか

つがるしんじょう

しんあおもり

なみおか

平川市

7

4

青森
IC

よもぎ た

なつどまり

「弊館、青森県、教育委員会を含む青森市の思いがつながり、垣根を超えて連動が進む現状は、
県内のほかの市町村にとってもプラスになっていくと思います」。そう語る青森県立美術館
館長・杉本康雄氏（棟方志功展示室にて撮影）。

市内南西部の浪岡地区をはじめ、青森
市内ではりんごの栽培が盛ん。秋から
冬にかけては、街中の青果店や土産物
店にりんご箱が並ぶ。

開館 10 周年を記念して制作された「Miss Forest / 森の
子」をはじめ、青森県立美術館は奈良美智氏の作品に関
して世界最大のコレクションを所蔵する。奈良美智《Miss 
Forest / 森の子》2016 年 Artwork © Yoshitomo Nara

え
て
い
ま
す
」

　

そ
の
掘
り
起
こ
し
の
一
つ
が
、
ま
ち

の
歴
史
。
一
六
二
五
年
、
江
戸
幕
府
に

津
軽
藩
の
米
を
運
ぶ
拠
点
と
し
て
港
町
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二
〇
二
〇
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
「
五

館
が
五
感
を
刺
激
す
る
―A

O
M

O
RI 

GO
K

A
N

」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
。

　

同
館
同
様
に
現
代
ア
ー
ト
を
主
軸
と

す
る
四
館
（「
青
森
公
立
大
学 

国
際
芸

術
セ
ン
タ
ー
青
森
」「
弘
前
れ
ん
が
倉
庫

美
術
館
」「
八
戸
市
美
術
館
」「
十
和
田

市
現
代
美
術
館
」）
と
の
連
携
に
よ
り
、

ア
ー
ト
を
旅
の
目
的
と
し
て
県
内
を
周

遊
す
る
楽
し
み
を
全
国
に
発
信
。
そ
の

効
果
は
徐
々
に
現
れ
て
い
る
が
、
立
ち

上
げ
に
は
苦
労
が
あ
っ
た
。

　
「
銀
行
業
務
に
お
い
て
合
併
、
統
合

の
お
手
伝
い
を
す
る
と
い
う
の
は
日
常

的
な
話
で
す
か
ら
、
公
立
の
美
術
施
設

が
五
つ
あ
る
な
ら
協
力
し
て
な
に
か
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
単
純
に
思
っ
た

ん
で
す
。
と
は
い
え
県
立
の
弊
館
を
含

め
て
そ
れ
ぞ
れ
に
管
轄
が
異
な
り
、
会

計
の
仕
組
み
や
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
も
違

う
。
ス
タ
ン
ス
が
そ
ろ
う
ま
で
に
は
時

間
を
要
し
ま
し
た
が
、
銀
行
時
代
の
経

験
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
扉
を
開
い
て

く
れ
ま
し
た
」

　

二
〇
二
四
年
四
月
か
ら
九
月
に

は
、
初
の
共
同
企
画
展
「A

O
M

O
RI 

GO
K

A
N

ア
ー
ト
フ
ェ
ス 2024

」
を
開

催
。
前
年
に
東
京
で
行
わ
れ
た
記
者
発

表
会
に
は
、
美
術
関
係
者
や
メ
デ
ィ
ア

だ
け
で
は
な
く
旅
行
業
界
か
ら
の
出
席

者
も
多
く
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
持
つ
高

い
可
能
性
を
実
感
し
た
と
い
う
。

　

杉
本
氏
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
美

術
館
巡
り
を
介
し
て
国
内
外
の
観
光
客

に
青
森
の
食
や
文
化
を
楽
し
ん
で
も
ら

う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
地
元
の
人
た
ち
に

も
県
内
の
地
域
性
の
違
い
に
触
れ
て
も

ら
う
こ
と
。

　
「
今
後
は
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に

向
け
た
ア
ー
ト
教
育
も
広
げ
て
い
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
化
が

進
む
時
代
、
人
間
の
感
性
を
育
む
環
境

づ
く
り
が
今
ま
で
以
上
に
重
要
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
を
担
う
の
が
、
こ
れ
か
ら

の
美
術
館
の
役
目
。
棟
方
志
功
の
影
響

も
あ
り
、
青
森
市
で
は
版
画
教
育
が
も

と
も
と
盛
ん
で
す
が
、
そ
の
仕
掛
け
を

あ
ら
た
め
て
見
直
す
こ
と
も
市
と
相
談

し
て
進
め
て
い
ま
す
」

ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア
で 

縄
文
文
化
を
身
近
に

　

縄
文
文
化
も
ま
た
、
ア
ー
ト
と
並

ぶ
青
森
市
の
大
切
な
コ
ン
テ
ン
ツ
。

二
〇
二
一
年
に
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺

跡
群
」
の
一
七
の
構
成
資
産
の
う
ち
、

市
内
に
は
二
件
の
資
産
が
あ
る
。
大
規

模
な
集
落
跡
が
出
土
し
た
県
管
轄
の

「
三さ

ん
な
い内

丸
山
遺
跡
」
と
、
祭さ

い
祀し

の
場
と
さ

れ
る
市
管
轄
の
「
小こ

牧ま
き

野の

遺
跡
」
だ
。

　

後
者
の
小
牧
野
遺
跡
は
青
森
湾
を
望

む
高
台
に
位
置
し
、
直
径
五
五
メ
ー
ト

ル
の
環
状
列
石
と
と
も
に
二
〇
一
五
年

開
館
の
「
縄
文
の
学
び
舎
・
小
牧
野
館
」

の
展
示
を
見
学
で
き
る
。
加
え
て
館
内

の
シ
ョ
ッ
プ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
販

売
す
る
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
が
若
い

世
代
を
中
心
に
話
題
を
集
め
る
。
ニ
ッ

ト
帽
、
木
製
メ
ガ
ネ
、
け
ん
玉
な
ど
、

環
状
列
石
や
土
偶
が
モ
チ
ー
フ
の
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
は
多
彩
で
、
遊
び
心
の
あ
る

デ
ザ
イ
ン
だ
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
音
楽
系
ミ
ュ
ー

「縄文の学び舎・小牧野館」館長の竹中富之氏
は、ラジオやテレビなどメディアを介した情
報発信も積極的に行う。竹中氏がかぶる遮光
器土偶がモチーフのニット帽は、抽選販売が
行われるほどの人気の品。

建築家・青木淳氏が設計した
青森県立美術館の建物は、隣
接する「三内丸山遺跡」の発
掘現場に着想を得たという。

小牧野遺跡の出土品や縄文時代の変遷を案内する展示
施設は、説明文の振り仮名やパネルを設置する高さな
ど、子どもたちの視点を意識した工夫がなされている。

館内の案内表示は、水平・垂直・
斜め 45 度同幅の直線だけで
構成され分かりやすいオリジ
ナルフォントを使用。そのほ
か美術館のシンボルマークか
らピクトグラムまで、ヴィジュ
アル・アイデンティティーは
グラフィックデザイナー・菊
地敦己氏が担った。
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ジ
ア
ム
の
責
任
者
、
雑
貨
店
勤
務
を
経

て
東
京
か
ら
帰
郷
し
た
、
地
元
出
身
の

館
長
・
竹
中
富
之
氏
は
就
任
時
の
思
い

を
振
り
返
る
。

　
「
僕
ら
が
子
ど
も
の
頃
、
矢
じ
り
は

か
っ
こ
い
い
け
れ
ど
も
土
器
の
破
片
は

見
つ
け
て
も
要
ら
な
い
、
と
い
う
く
ら

い
に
縄
文
時
代
の
名
残
は
日
常
的
な
存

在
で
し
た
。
と
は
い
え
知
識
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
二
〇
年
以
上
故
郷
を

離
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
館
長
と
し

て
は
ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た

が
、
歴
史
を
ひ
も
と
く
の
が
面
白
か
っ

た
で
す
ね
」

　

竹
中
氏
は
、
遺
跡
や
文
化
に
よ
り
深

く
触
れ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
入
り
口

の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
た
と
い
う
。

　
「
く
す
っ
と
笑
え
る
よ
う
な
、
ユ
ー

モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る
グ
ッ
ズ
が
あ
れ

ば
、
縄
文
文
化
へ
の
関
心
の
裾
野
を
広

げ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

し
た
」

　

世
界
文
化
遺
産
登
録
は
、
コ
ロ
ナ
禍

の
真
っ
最
中
。
三
度
の
休
館
を
強
い
ら

れ
た
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中

心
に
発
信
を
続
け
、
規
制
が
解
除
さ
れ

た
現
在
は
来
訪
者
の
数
が
少
し
ず
つ
増

え
て
き
た
。
高
校
生
を
は
じ
め
、
グ
ッ

ズ
に
惹ひ

か
れ
て
と
い
う
人
も
多
い
そ
う

だ
。
イ
ベ
ン
ト
や
、
県
内
の
ク
ラ
フ
ト

作
家
と
組
ん
だ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開

催
さ
れ
て
い
る
。

　
「
縄
文
時
代
は
文
字
に
よ
る
記
録
が

残
っ
て
い
な
い
分
、
想
像
の
余
地
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
ロ
マ
ン
を
縄
文
が
大
好

き
な
小
学
生
は
、
正
解
が
な
い
か
ら
こ

そ
面
白
い
と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。
ロ
マ

ン
と
考
古
学
の
両
輪
の
バ
ラ
ン
ス
を
取

り
な
が
ら
、
小
牧
野
遺
跡
と
縄
文
文
化

の
旗
振
り
役
に
徹
し
、
さ
ら
に
フ
ァ
ン

層
を
増
や
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
津

軽
地
方
に
は
、『
モ
ツ
ケ
』
と
い
う
方

言
が
あ
り
ま
す
。
ノ
リ
が
よ
く
て
熱
し

や
す
い
お
調
子
者
と
い
う
意
味
で
す

が
、
楽
し
そ
う
に
旗
を
振
る
人
が
い
れ

ば
、
乗
っ
て
い
く
の
が
モ
ツ
ケ
。
ね
ぶ

た
祭
り
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
そ
の

パ
ワ
ー
は
強
力
で
す
」

多
角
的
な
展
開
を
生
む 

藍
が
秘
め
た
多
彩
な
力

　

青
森
市
の
あ
ら
た
な
特
産
品
と
し
て

は
、「
あ
お
も
り
藍
」
が
注
目
の
的
だ
。

二
〇
〇
六
年
に
発
足
し
た
「
あ
お
も
り

藍
産
業
協
同
組
合
」
で
は
休
耕
田
を
活

用
し
て
無
農
薬
で
藍
を
栽
培
し
、
藍
染

商
品
や
染
料
に
加
え
て
、お
茶
、石
け
ん
、

抗
菌
・
防
臭
ア
イ
テ
ム
な
ど
幅
広
い
商

品
を
販
売
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
初
の
目
的
は
違
っ
て
い
た
と
話
す
の

は
、
代
表
理
事
の
吉
田
久
幸
氏
だ
。

縄文時代後期前半 ( 約 4000 年前 ) に作られた、小
牧野遺跡の環状列石は三重構造 ( 一部は四重 )。こ
のほか 2 軒の竪穴建物跡、土器棺墓や土坑墓群な
どの遺構も見つかり、400 点以上の三角形岩版を
はじめ、祭祀に使われたと推測される多数の遺物
が出土している。
出典：JOMON ARCHIVES（青森市教育委員会撮影）

「藍の業界においてわれわれは後発ですから、なにかしら
新しいことをやらなければならない、という思いが挑戦
につながりました」と語る、あおもり藍産業協同組合代
表理事の吉田久幸氏。

藍染めの量産に加えて濃淡 8 色の染め分け、品質の均等化
や高い再現性もあおもり藍の特徴だ。衣料品から抗菌グッ
ズまで、オリジナル商品は多数。

環状列石や土偶をデザインした、オリジナルグッ
ズの数々。
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「
二
〇
〇
三
年
に
藍
の
花
を
目
に
す

る
機
会
が
あ
り
、
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ

ま
し
た
。
休
耕
田
で
栽
培
す
れ
ば
、
景

観
で
地
域
お
こ
し
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
っ
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の

発
端
で
す
」

　

研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
大
学
や
金
融

機
関
の
協
力
を
得
て
独
自
の
染
料
生

成
・
染
色
技
術
を
確
立
。
一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト
天
然
な
が
ら
も
色
落
ち
し
に
く

い
染
料
の
開
発
、
抗
菌
・
防
臭
効
果
が

あ
る
無
色
透
明
の
成
分
の
抽
出
、
口
に

し
て
も
安
心
安
全
な
食
品
と
い
っ
た
多

く
の
ア
イ
デ
ア
が
実
り
、
あ
お
も
り
藍

の
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
。　

　
「
長
年
、
縫
製
業
界
に
携
わ
っ
て
き
た

私
を
は
じ
め
組
合
員
は
皆
、
異
業
種
か

ら
の
参
入
で
、
藍
に
関
し
て
は
素
人
で

し
た
。
失
敗
す
る
怖
さ
を
知
ら
ず
、
自

由
に
発
想
で
き
た
の
が
よ
か
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
が
ら
み
も
な
い
た

め
、
活
発
な
意
見
を
交
わ
す
こ
と
も
で

き
ま
し
た
」

　

二
〇
一
〇
年
、
あ
お
も
り
藍
の
抗
菌・

防
臭
性
が
認
め
ら
れ
、
宇
宙
飛
行
士
の

山
崎
直
子
氏
が
藍
染
め
の
ポ
ロ
シ
ャ
ツ

を
着
て
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
に
搭
乗
し

た
こ
と
で
大
き
な
飛
躍
が
訪
れ
る
。
市

民
の
認
知
度
は
高
ま
り
、
有
名
百
貨
店

や
国
内
外
の
人
気
ブ
ラ
ン
ド
な
ど
と
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
生
ま
れ
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
マ
ス
ク
や
抗
菌
ス

プ
レ
ー
な
ど
の
需
要
が
急
増
。
藍
の
抽

出
成
分
は
農
業
や
医
療
の
分
野
で
も
効

力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
判
明
し
、
今
な

お
多
方
面
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。

　
「
藍
の
多
様
な
応
用
性
は
分
か
っ
て

き
ま
し
た
が
、
エ
ビ
デ
ン
ス
を
得
て
よ

り
広
く
認
知
さ
れ
る
ま
で
に
は
時
間
が

か
か
る
と
思
い
ま
す
。
商
売
と
し
て
は

ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
す
か
ら
、
次
世

代
に
つ
な
い
で
い
き
た
い
で
す
ね
」

　

現
在
の
栽
培
面
積
は
、
全
国
三
位
。

幕
開
け
か
ら
わ
ず
か
二
〇
年
と
い
う
期

間
を
考
え
れ
ば
、
活
用
の
幅
は
さ
ら
に

広
が
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

高
校
生
と
地
域
を
つ
な
ぐ

商
店
街
で
学
ぶ
「
塾
」

　

若
い
世
代
も
ま
た
、
地
域
の
た
め
に

活
動
を
重
ね
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、

高
校
生
が
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え

る
二
〇
〇
九
年
発
足
の
「
あ
お
も
り
若

者
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

ク
リ
エ
イ
ト
」
だ
。

地
域
社
会
の
課
題
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

通
じ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
活
動
が
評

価
さ
れ
、
二
〇
二
三
年
に
は
東
北
電
力

が
主
催
す
る
「
東
北
・
新
潟
の
活
性
化

応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
最
優
秀

賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
今
後
の
取
り
組

み
へ
の
期
待
は
大
き
い
。

　

発
足
時
か
ら
ク
リ
エ
イ
ト
を
リ
ー
ド

し
て
き
た
の
は
、
代
表
の
久
保
田
圭
祐

氏
。
活
動
の
中
心
は
、メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ト
を
軸
に
広
が
る
商
店
街
の
協
力
を
得

て
二
〇
一
四
年
に
始
ま
っ
た
「
ク
リ
エ

イ
ト
ま
ち
塾
」
だ
。

　
「
例
年
、
ク
リ
エ
イ
ト
ま
ち
塾
は
六

月
に
ス
タ
ー
ト
し
、
ク
ラ
ス
分
け
の
後
、

「コロナ禍では、まち塾の活動が一時期中断されま
した。とはいえスタッフが先々について話し合い、
高校生が主役となって地域を巻き込んだ再生に取
り組んでいく『一人称のまちづくり』という活動
の原点を見つめ直す機会になりました」と振り返
る、あおもり若者プロジェクト クリエイト代表の
久保田圭祐氏。

あおもり藍の無農薬栽培には、新
規就農者が参入した。染料の材料
になるのは、葉の部分。吉田氏の
心を動かした鮮やかな色合いの
花は、秋に畑を彩る。
 写真提供：あおもり藍産業（株）

あ
お
も
り
若
者
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

ク
リ
エ
イ
ト
が
整
備

に
関
わ
っ
た
「
あ
お
も
り
駅
前
ビ
ー
チ
」
は
、
観
光

客
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
に
。
高
校
生
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
層

な
ど
、
若
い
世
代
が
集
う
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
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商
店
街
の
有
志
が
担
任
と
な
っ
て
意
見

を
出
し
合
い
な
が
ら
年
度
末
に
向
け
て

ま
ち
づ
く
り
の
企
画
を
提
案
し
て
い
き

ま
す
。
卒
業
生
は
役
所
や
銀
行
な
ど
、

地
域
と
密
接
に
関
わ
る
仕
事
に
就
く
こ

と
が
多
く
、
ク
リ
エ
イ
ト
ま
ち
塾
の
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
協
力
し
て
く
れ
る
人
も

い
ま
す
」

　

二
〇
二
三
年
度
の
塾
生
は
一
八
人
。

活
動
に
は
、
外
部
講
師
に
よ
る
講
義
や

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も
含
ま
れ
、
ト
ラ

イ
ア
ル
な
が
ら
企
画
が
採
用
さ
れ
て
、

高
校
生
が
商
店
街
の
魅
力
を
語
り
部
の

よ
う
に
伝
え
る
ツ
ア
ー
を
実
施
し
た
こ

と
も
あ
る
。
担
任
を
務
め
る
商
店
街
の

関
係
者
に
と
っ
て
も
、「
勉
強
に
な
る
」

「
新
し
い
視
点
を
も
ら
え
る
」
な
ど
、
刺

激
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

そ
ん
な
ク
リ
エ
イ
ト
の
立
ち
上
げ

は
、
二
〇
一
〇
年
の
東
北
新
幹
線
全
線

開
業
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
。

　
「
開
業
前
は
ス
ト
ロ
ー
現
象
へ
の
懸

念
が
多
く
聞
か
れ
、
地
元
の
人
が
地
域

の
魅
力
に
気
付
い
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
し
た
。
な
ら
ば
自
分
た

ち
で
見
つ
け
、
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し

よ
う
と
試
み
た
の
が
、
発
足
の
き
っ
か

け
で
す
」

　

創
設
時
の
メ
ン
バ
ー
は
、
久
保
田
氏

の
中
学
校
や
高
校
の
同
級
生
だ
っ
た
五

人
。
企
業
の
助
成
金
を
得
て
ラ
ジ
オ
や

フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
に
よ
る
情
報
発
信
を

進
め
る
過
程
で
、
商
店
街
と
の
つ
な
が

り
が
生
ま
れ
た
。
久
保
田
氏
自
身
は
、

二
〇
一
一
年
の
高
校
卒
業
後
に
東
京
の

大
学
に
進
学
。
現
在
は
東
京
で
公
務
員

と
し
て
働
く
傍
ら
、
地
元
に
定
期
的
に

帰
り
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　
「
高
校
時
代
は
と
も
す
れ
ば
、
家
族

や
学
校
、
学
習
塾
の
先
生
ぐ
ら
い
し
か

大
人
と
の
接
点
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
地
域
へ
の
思
い
が
強
い
商
店
街

の
方
た
ち
に
接
す
る
こ
と
で
地
元
の
良

さ
に
触
れ
ら
れ
る
経
験
を
、
後
輩
た
ち

に
も
感
じ
て
ほ
し
い
。
ク
リ
エ
イ
ト
創

設
時
に
比
べ
青
森
の
ま
ち
の
姿
や
高
校

生
の
思
考
が
変
わ
っ
て
い
く
中
、
プ
レ

イ
ヤ
ー
と
し
て
関
わ
れ
る
の
を
面
白
く

感
じ
て
い
る
の
も
、
活
動
を
続
け
て
い

る
理
由
で
す
」

産
学
金
官
が
手
を
組
み 

探
る
未
来
の
可
能
性

　

ま
ち
が
、
変
わ
っ
て
き
て
い
る
…
…
。

一
時
期
は
商
店
街
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
化

が
懸
念
さ
れ
て
い
た
が
、
例
え
ば
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
「
新
町
商
店
街
」
で

は
空
き
店
舗
率
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

切
っ
て
い
る
と
、
市
長
の
西
氏
は
顔
を

ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

　
「
洒し
ゃ
れ落
た
店
が
生
ま
れ
て
、
そ
こ
か

ら
連
鎖
反
応
が
起
き
て
い
る
の
が
嬉
し

い
で
す
ね
。
Ｕ
タ
ー
ン
も
、
わ
ず
か
な

が
ら
増
え
て
い
ま
す
」

　

そ
の
た
め
の
仕
事
づ
く
り
を
ま
ち
を

挙
げ
て
考
え
た
い
、
と
西
氏
が
立
ち
上

げ
た
の
が
「
青
森
市
し
ご
と
創
造
会
議
」

だ
。
産
業
、
学
術
、
金
融
、
行
政
の
共

創
に
よ
る
今
後
の
新
し
い
産
業
振
興
の

具
体
的
な
戦
略
の
検
討
を
通
じ
、
市
民

所
得
の
向
上
や
雇
用
促
進
な
ど
地
域
経

済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

青森県青森市地域の底力

クリエイトまち塾の授業は、活動に賛同した商店街
の店主が営む店舗内で行われる。生徒たちがメッ
セージをつづった色紙には、担任を務めた店主への
感謝の思いがあふれている。 

J
R
青
森
駅
か
ら
続
く
商
店
街
で
は
、
車
止
め
に
縄

文
時
代
の
土
偶
オ
ブ
ジ
ェ
が
飾
ら
れ
て
お
り
目
を
引

く
。
写
真
は
ク
リ
ス
マ
ス
仕
様
。
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る
。
そ
こ
で
見
え
て
き
た
方
向
性
の
一

つ
が
、
青
森
市
が
遅
れ
て
い
る
分
野
で

も
あ
る
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）。

　
「
Ｇ
Ｘ
（
グ
リ
ー
ン
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
）
に
も
、
着
目
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
洋
上
風
力
発
電
が
進
む

と
言
わ
れ
る
の
が
、
北
海
道
か
ら
北
東

北
エ
リ
ア
の
日
本
海
側
と
津
軽
海
峡
。

青
森
港
は
そ
の
エ
リ
ア
の
真
ん
中
に
位

置
す
る
た
め
、
拠
点
港
と
し
て
の
指
定

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
仮
に
指
定
を
受

け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

や
リ
ペ
ア
と
い
っ
た
関
連
産
業
も
生
じ

る
で
し
ょ
う
」

　

観
光
面
で
は
ア
ー
ト
や
縄
文
遺
跡
な

ど
に
加
え
、
二
〇
二
三
年
だ
け
で
も
青

森
港
が
計
三
五
回
迎
え
た
、
国
内
外
の

ク
ル
ー
ズ
船
へ
の
期
待
も
高
ま
る
。

　
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
も
、
重
要
な
要
素

で
す
。
小
売
・
卸
売
業
に
携
わ
る
人
た

ち
が
持
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、

青
森
市
の
魅
力
あ
る
も
の
を
全
国
に
発

信
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
効
果
は
青
森

市
の
魅
力
の
拡
大
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市

の
財
政
に
と
っ
て
も
重
要
だ
と
考
え
て

い
ま
す
」

　

民
間
、
行
政
の
垣
根
を
超
え
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
次
の
舞
台
に
向
け
た
太

鼓
が
た
た
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

慣
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
ス
タ
ン

ス
な
の
が
興
味
深
い
。
二
〇
二
四
年
度

に
は
、
Ｊ
Ｒ
青
森
駅
の
新
駅
ビ
ル
が
完

成
予
定
だ
。
進
化
す
る
ま
ち
の
姿
や
、

埋
も
れ
て
い
た
魅
力
を
意
識
す
る
状
況

が
生
ま
れ
れ
ば
、
市
民
の
モ
ツ
ケ
の
魂

が
騒
ぎ
だ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「青森市発祥の地」ともいわれる「善
う と う

知鳥神社」。市の中心部に
位置し、商店街の活性化を目的としたイベントも開催されている。

かつて津軽海峡を行き来した青函連絡船「八甲田丸」は、「青函
連絡船メモリアルシップ八甲田丸」として展示施設になり青森
港の景色を彩る。

鮮魚店に並ぶ新鮮な魚介類を選び、自分好みの海
鮮丼をつくる「元祖『青森のっけ丼』」が人気を集め、
JR 青森駅近くの市場「青森魚菜センター」は観光
客で賑わう。

青
森
湾
に
面
す
る
高
さ
七
六
メ
ー
ト
ル
の
「
青
森
県

観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム
」
は
、
ま
ち
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
的
存
在
。
三
角
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
青
森
の
頭
文
字

「
A
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
雪
景
色
の
写
真
は
、

十
一
月
下
旬
の
撮
影
。

第
三
セ
ク
タ
ー
が
運
営
し
、
青
森
市
と
県
南
部
の
三
戸

町
を
結
ぶ
「
青
い
森
鉄
道
」。
市
内
に
は
七
つ
の
駅
が

あ
り
、
通
勤
、
通
学
の
利
用
客
は
多
い
が
、
よ
り
利
便

性
を
高
め
る
た
め
に
新
駅
の
誕
生
が
望
ま
れ
て
い
る
。

青森県青森市地域の底力




