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郷
土
秋
田
を
愛
し
、
意
欲
的
に
創
作
活

動
を
続
け
た
勝
平
得
之
は
、
本
名
を
徳
治

と
い
い
、
明
治
三
十
七
年
、
鉄
砲
町(

現

在
の
大
町
六
丁
目)

に
紙
漉す

き
業
の
長
男

と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
二
十
四
歳
の
と

き
、
独
自
の
彩
色
版
画
の
技
法
を
完
成
、

画
号
を
「
得
之
」
と
改
め
ま
す
。

勝
平
は
秋
田
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
そ

の
豊
か
な
自
然
や
風
俗
を
描
き
続
け
ま
し

た
。
初
め
て
中
央
の
展
覧
会
に
出
品
し
入

選
し
た
作
品
も
、
帝
展
に
入
選
し
た
「
雪

国
の
市
場
」
も
、
郷
土
の
素
朴
な
風
景
を

描
い
た
作
品
で
し
た
。

ま
た
、
人
形
で
遊
ぶ
愛
ら
し
い
子
ど
も

や
、
雪
に
映
え
て
美
し
い
花
売
り
の
女
性

を
鮮
や
か
な
色
彩
と
力
強
い
タ
ッ
チ
で
描

い
た
連
作(

「
花
四
題
」
な
ど)

で
は
、
当
時

の
様
子
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
気
持
ち
や

息
づ
か
い
ま
で
伝
わ
っ
て
き
そ
う
で
す
。

勝
平
が
風
土
と
人
へ
寄
せ
る
温
か
い
思

い
。
そ
れ
は
、
数
々
の
芸
術
作
品
に
込
め

ら
れ
、
後
世
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

冬(

な
ん
て
ん)

「
花
四
題
」
よ
り(

昭
和
14
年)

通町の朝市風景。頭巾や角巻き姿の女性たち
が買い物する陽気な声が聞こえてきそう。

赤れんが郷土館３階にある勝平得之記念
館には、彼の作品のほか、愛用した道具
や版画の製作工程も展示しています。

赤れんが郷土館tel(864)6851

小
正
月
こ
ろ
、
挿
し
花
を
そ
り
に
載
せ
て
花
売
り

の
娘
た
ち
が
売
り
歩
く
姿
を
、
白
一
色
の
世
界
に

際
だ
つ
鮮
や
か
な
色
使
い
で
描
い
て
い
ま
す
。

雪国の市場(昭和６年)

雄
和
に
あ
る
「
秋
田
国
際
ダ
リ
ア

園
」
は
、
国
内
最
大
級
の
ダ
リ
ア
園
。

約
七
百
品
種
、
七
千
株
の
ダ
リ
ア
を

栽
培
す
る
人
気
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

平
成
十
年
、
雄
和
町
観
光
協
会
の

職
員
だ
っ
た
渡
辺
和
弘
さ
ん
は
「
お

客
さ
ん
は
ダ
リ
ア
を
見
て
終
わ
り
。

持
ち
帰
る
物
が
な
い
の
は
も
っ
た
い

な
い
な
」
と
、
ダ
リ
ア
染
め
を
思
い

つ
き
、
草
木
染
め
工
房
の
先
生
と

「
ダ
リ
ア
染
め
教
室
」を
始
め
ま
し
た
。

染
料
の
出
来
が
良
く
て
も
、
実
際

染
め
て
み
る
と
、「
あ
れ
っ
？
」
と
思

う
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
研

究
に
研
究
を
重
ね
て
発
色
の
具
合
を

改
善
。
昨
年
六
月
、
商
品
化
に
向
け
、

「
雄
和
ダ
リ
ア
染
め
研
究
会
」
を
発
足

し
ま
し
た
。
今
年
四
月
に
は
、
雄
和

地
域
の
土
産
物
屋
な
ど
で
販
売
を
開

始
す
る
予
定
で
す
。

「
登
山
家
が
山
に
登
る
理
由
は

『
そ
こ
に
山
が
あ
る
か
ら
』。
私
た
ち

は
『
雄
和
に
ダ
リ
ア
が
あ
る
か
ら
』

で
す
。
い
ず
れ
は
秋
田
市
・
県
の
特

産
品
と
言
わ
れ
た
い
」
と
渡
辺
さ
ん
。

研
究
会
メ
ン
バ
ー
は
、
さ
ら
な
る
高

み
を
め
ざ
し
研
究
に
余
念
が
あ
り
ま

せ
ん
。

ダリアに染～まれ！
国内最大規模のダリア園がある雄和地

域。ダリア染めを地元の特産品にしよう
と始まった活動は今年で10年目を迎え、
間もなく作品が店頭に並びます。

昨年12月、市雄和観光交流館
での展示会も大好評でした

「良い染め物を作りたい！」気持ち一緒の仲間たちです

問
い
合
わ
せ
…
雄
和
ダ
リ
ア
染
め

研
究
会
の
渡
辺
和
弘
さ
ん

tel
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版
画
に
込
め
た

郷
土
愛

今
年
没
後
三
十
六
年
に
な
る
版

画
家
・
勝
平
得と

く

之し

。
生
涯
秋
田
を

離
れ
ず
、
郷
土
の
風
俗
を
描
き
続

け
ま
し
た
。
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私
が
今
住
ん
で
い
る
の
は
、
秋
田
市

雄
和
に
あ
る
大
正
寺
と
い
う
地
域
で

す
。
大
正
寺
と
言
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
こ

な
い
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

大
正
寺
は
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
、

と
て
も
す
ば
ら
し
い
地
域
な
の
で
す
。

私
が
大
正
寺
の
良
さ
を
こ
の
よ
う
に

胸
を
は
っ
て
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
実
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
す
。
そ

れ
ま
で
は
人
も
少
な
く
、
中
学
校
も
雄

和
中
に
統
合
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
の
地

域
を
自
慢
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
自
然
を
美
し
い
と
感
じ
る
の
で

は
な
く
、
山
と
川
し
か
な
く
て
つ
ま
ら

な
い
な
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

で
も
、
今
は
違
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

誇
れ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。
み
ん

な
に
伝
え
た
い
大
切
な
も
の
が
で
き
た

か
ら
で
す
。

大
正
寺
と
い
え
ば
忘
れ
て
は

い
け
な
い
の
が
伝
統
芸
能
で

す
。
そ
の
中
で
も
私
た
ち
に
い

ち
ば
ん
身
近
な
の
が
「
大
正
寺

お
け
さ
」
と
い
う
民
謡
で
す
。

毎
年
夏
に
は
、「
お
け
さ
踊
り
」

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
、
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
訪

れ
ま
す
。
大
正
寺
地
区
の
子
ど

も
た
ち
は
、
保
育
園
時
代
か
ら
民
謡
に

合
わ
せ
た
踊
り
を
習
い
、
祭
り
に
参
加

し
て
き
ま
し
た
。
幼
い
頃
は
か
わ
い
い

浴
衣
を
着
て
踊
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た

も
の
の
、
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
「
あ

あ
、
今
年
も
踊
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
の

か
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。「
人
前
で
踊
る
の
な
ん
て
恥
ず
か

し
い
」「
民
謡
な
ん
て
古
く
さ
い
」、
そ

ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
私
の
気
持
ち
を
一
変
さ
せ
た

の
が
、
音
楽
の
授
業
の
民
謡
の
学
習
で

し
た
。
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て

大
正
寺
お
け
さ
保
存
会
の
か
た
が
来
て

く
だ
さ
り
、
私
た
ち
に
大
正
寺
お
け
さ

の
歴
史
に
つ
い
て
話
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
で
す
。
江
戸
時
代
に
長
崎
の
港
か
ら

伝
わ
っ
て
き
た
民
謡
で
あ
る
こ
と
、
全

国
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
大
正
寺
お
け

さ
に
よ
く
似
た
民
謡
が
残
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
、
初
め
て
知
る
こ
と
ば
か
り
で

し
た
。

そ
の
中
で
も
私
が
驚
い
た
の
が
、
そ

ん
な
に
伝
統
の
あ
る
民
謡
な
の
に
、
二

十
数
年
前
の
大
正
寺
に
は
、
歌
う
人
が

誰
も
い
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
耳
に
し
て
い
た

だ
け
に
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ

ら
に
そ
の
消
え
か
け
て
い
た
大
正
寺
お

け
さ
を
復
活
さ
せ
た
の
が
、
当
時
の
青

年
た
ち
の
「
ふ
る
さ
と
に
誇
れ
る
も
の

が
ほ
し
い
」
と
い
う
熱
意
だ
っ
た
こ
と

も
わ
か
り
ま
し
た
。
お
話
の
最
後
に
保

存
会
の
か
た
が
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
当
時
青
年
だ
っ
た
俺
た
ち
は
、
大

正
寺
が
と
て
つ
も
な
く
田
舎
だ
と
い
う

こ
と
に
引
け
目
を
感
じ
て
い
た
。
田
舎

で
、
何
も
な
い
こ
と
が
す
ご
く
い
や
だ

っ
た
。
そ
の
閉
塞
感
か
ら
逃
れ
た
い
と

い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
で

も
、
大
正
寺
お
け
さ
を
見
つ
け
、
な
ん

と
か
復
活
さ
せ
よ
う
と
活
動
す
る
中

で
、
大
正
寺
を
誇
り
に
思
う
気
持
ち
が

ど
ん
ど
ん
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
俺
に
と

っ
て
大
正
寺
お
け
さ
と
の
出
会
い
が
、

ふ
る
さ
と
を
意
識
す
る
原
点
だ
っ
た
」

と
。こ

の
話
は
、
私
の
心
に
強
く
響
き
ま

し
た
。
今
ま
で
大
正
寺
を
た
だ
の
田
舎

だ
と
思
っ
て
い
た
自
分
が
恥
ず
か
し
く

な
り
、
逆
に
大
正
寺
を
誇
り
に
思
う
気

持
ち
が
わ
い
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
大

正
寺
に
あ
る
の
は
、
豊
か
な
自
然
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
全
国
各
地

に
兄
弟
の
民
謡
が
あ
る
と
い
う
、
伝
統

あ
る
大
正
寺
お
け
さ
、
そ
し
て
そ
の
大

正
寺
お
け
さ
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
一
軒

一
軒
ま
わ
り
、
思
い
を
伝
え
た
当
時
の

若
者
た
ち
の
熱
意
、
そ
の
思
い
に
耳
を

傾
け
、
力
を
貸
し
た
地
域
の
人
た
ち
の

温
か
さ
。
み
ん
な
で
協
力
し
合
っ
て
き

た
か
ら
こ
そ
、
文
化
も
自
然
も
守
っ
て

こ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

毎
日
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
自
然

の
姿
も
、
こ
の
ふ
る
さ
と
を
大
切
に
思

っ
て
い
る
人
た
ち
も
、
復
活
さ
せ
た

「
大
正
寺
お
け
さ
」
と
い
う
伝
統
芸
能

も
、
そ
の
す
べ
て
が
私
の
自
慢
で
す
。

こ
の
大
正
寺
の
よ
さ
を
、
今
ま
で
大
正

寺
と
い
う
地
域
を
知
ら
な
か
っ
た
人
に

も
、
ぜ
ひ
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
私
は

今
、
こ
の
大
正
寺
に
生
ま
れ
た
こ
と
を

誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ

か
ら
も
、
こ
の
大
正
寺
の
す
べ
て
を
大

切
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

浅
野
綾
花
さ
ん
は
、
大
正
寺
生
ま
れ
の

大
正
寺
育
ち
。
ふ
る
さ
と
雄
和
に
対
す
る

あ
た
た
か
い
思
い
を
綴
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
大
正
寺
に
生
ま
れ
た
こ
と
を

誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。」

大
正
寺
へ
の
思
い

雄
和
中
二
年
　
浅
野
綾
花
　

(

第
54
回
秋
田
市
児
童
生
徒

朗
読
・
弁
論
大
会
最
優
秀
賞)

雄和の夏の風物詩「大正寺おけさまつり」


