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津
軽
こ
ぎ
ん
刺
し

江
戸
時
代
、
享
保
９
年
に
出
さ
れ
た
﹁
農
家
倹

約
分
限
令
﹂
に
よ
り
、
木
綿
の
着
用
が
禁
止
さ

れ
た
農
民
の
ふ
だ
ん
着
は
、
麻
布
を
麻
糸
で
刺

し
た
き
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
仕
事
着
と
し
て

の
強
度
を
増
す
た
め
、
ま
た
雪
国
の
冬
の
寒
さ

を
防
ぐ
た
め
に
布
に
施
し
た
細
か
な
刺
し
子

が
、
こ
ぎ
ん
刺
し
の
発
祥
と
い
わ
れ
て
い
る
。

界
 

津
軽

﹇
青
森
県
・
大お

お

わ

に鰐
温
泉
﹈

星
野
リ
ゾ
ー
ト
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響響
くく
宿宿

右
手
で
撥
︵
ば
ち
︶
を
叩
き
つ
け
、
す
く
う
。

左
手
で
は
弦
を
弾
き
、
押
さ
え
、
転
が
す
。
こ

の
５
つ
の
技
を
駆
使
し
て
演
奏
さ
れ
る
、
津
軽

地
方
︵
現
在
の
青
森
県
西
部
︶
で
生
ま
れ
た
三

味
線
音
楽
。
本
来
は
民
謡
の
演
奏
と
し
て
の
役

割
だ
っ
た
が
、
現
代
で
は
独
奏
者
な
ど
も
多
数

輩
出
。歴
史
や
奏
法
は
口
伝
で
残
さ
れ
て
い
る
。

津
軽
三
味
線

日日
本本
にに
はは
、、ふふ
とと
帰帰
りり
たた
くく
なな
るる
場場
所所
がが
ああ
りり
まま
すす
。。

そそ
んん
なな
土土
地地
でで
旅旅
人人
をを
迎迎
ええ
るる
宿宿
にに
はは
、、

世世
界界
にに
誇誇
るる
﹁﹁
もも
てて
なな
しし
﹂﹂
がが
息息
づづ
いい
てて
いい
まま
すす
。。

豊豊
かか
なな
自自
然然
やや
おお
いい
しし
いい
もも
のの
、、

やや
ささ
しし
いい
人人
たた
ちち
のの
温温
かか
なな
笑笑
顔顔
││
││
。。

そそ
のの
傍傍
らら
にに
はは
、、人人
々々
のの
間間
にに
伝伝
わわ
りり
、、
ずず
っっ
とと

作作
りり
続続
けけ
らら
れれ
てて
いい
るる
手手
仕仕
事事
のの
存存
在在
もも
ああ
りり
まま
すす
。。

津津
軽軽
富富
士士
のの
異異
名名
をを
もも
つつ
岩岩
木木
山山
をを
望望
むむ
宿宿
でで
はは
、、

毎毎
夜夜
奏奏
でで
らら
れれ
るる
津津
軽軽
三三
味味
線線
のの
音音
色色
とと

厳厳
しし
いい
暮暮
らら
しし
をを
乗乗
りり
越越
ええ
るる
たた
めめ
、、先先
達達
がが
一一
針針
一一
針針

心心
をを
込込
めめ
たた
、、美美
しし
いい
模模
様様
がが
迎迎
ええ
てて
くく
れれ
まま
しし
たた
。。
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︽
特
別
客
室
︾

津
軽

こ
ぎ
ん
の
間

綿
栽
培
に
適
さ
ず
木
綿
が
貴
重
だ
っ
た
時
代
。

麻
布
で
日
々
の
暮
ら
し
を
快
適
に
過
ご
す
た
め

に
施
し
た
刺
し
子
が
、
現
代
で
は
イ
ン
テ
リ
ア

の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。﹁k

og
in

﹂
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
の
山
端
家
昌
さ
ん
と
、﹁
界

 

津
軽
﹂

の
２
年
越
し
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
を
結
ん
だ
。

陰
影
豊
か
に
浮
か
び
上
が
る

モ
ダ
ン
な
こ
ぎ
ん
の
魅
力
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「
津
軽
こ
ぎ
ん
の
間
」は
、ま
さ
に
こ
ぎ

ん
の
フ
ル
コ
ー
ス
。
写
真
左
は
刺
し
子

の
構
造
を
可
視
化
し
た
山
端
さ
ん
の
オ

ブ
ジ
ェ
作
品
。
こ
ぎ
ん
刺
し
は
お
も
に

奇
数
目（
１
目
、３
目
、５
目
、７
目
）を

数
え
、シ
ン
メ
ト
リ
ー
が
特
徴
。

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
、

「k
o
g
in

」
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
も
活

躍
す
る
山
端
家
昌
さ
ん
。
津
軽
こ
ぎ
ん

刺
し
を
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ト
と
し
て
捉

え
、
伝
統
的
な
郷
土
の
手
仕
事
を
現
代

的
な
視
点
で
国
内
外
へ
再
発
信
す
る
。

見
て
、触
っ
て
、聴
い
て

津
軽
文
化
の
現
在
を
知
る

紺
地
に
浮
か
び
上
が
る
白
の
幾
何
学
模
様
。
そ
し

て
癅
に
目
を
配
る
と
、
そ
こ
に
も
同
じ
よ
う
に
グ
ラ

フ
ィ
カ
ル
な
模
様
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

﹁
界

津
軽
﹂
を
象
徴
す
る
手
仕
事
の
ひ
と
つ
で
あ

る
津
軽
こ
ぎ
ん
刺
し
は
、
ひ
と
り
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

デ
ザ
イ
ナ
ー
の
手
に
よ
っ
て
、
伝
統
の
手
仕
事
か
ら

未
来
へ
と
つ
な
が
る
﹁k

o
g
in

﹂
に
名
を
変
え
、
姿

も
モ
ダ
ン
に
進
化
し
続
け
て
い
ま
す
。

そ
の
立
役
者
は
、
地
元
・
青
森
出
身
の
山や

ま

は

た

い

え

ま

さ

端
家
昌

さ
ん
。
弘
前
で
過
ご
し
た
高
校
時
代
に
津
軽
こ
ぎ
ん

刺
し
の
古
い
き
も
の
に
出
合
い
ま
し
た
。﹁
ひ
と
目

見
た
瞬
間
、
江
戸
時
代
に
こ
ん
な
カ
ッ
コ
い
い
モ
ダ

ン
な
模
様
の
き
も
の
が
あ
っ
た
な
ん
て
！

い
っ
た

い
誰
が
作
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
﹂
と
、
今

で
も
興
奮
気
味
に
話
す
山
端
さ
ん
。
そ
の
素
晴
ら
し

さ
に
衝
撃
を
受
け
た
山
端
さ
ん
は
卒
業
後
、
こ
ぎ
ん

刺
し
の
模
様
の
研
究
を
始
め
ま
す
。
と
は
い
う
も
の

の
、
農
家
の
女
性
た
ち
の
間
で
口
伝
で
引
き
継
が
れ

て
き
た
手
仕
事
ゆ
え
に
文
献
も
わ
ず
か
、
さ
ら
に
同

じ
模
様
で
も
複
数
の
名
称
を
も
つ
も
の
が
あ
っ
た
り

と
、
そ
の
調
査
は
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。﹁
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
も
の
な
の

に
、
あ
ま
り
に
情
報
が
な
く
て
知
ら
れ
て

い
な
い
。
悲
し
さ
で
は
な
く
、
悔
し
い
気

持
ち
に
な
り
ま
し
た
﹂
と
い
う
山
端
さ
ん
。

し
か
し
学
ん
で
い
く
う
ち
に
、
こ
ぎ
ん
の

模
様
の
無
限
大
の
可
能
性
に
気
が
付
い
た

津軽で唯一、天然藍染を継承して

いる「川崎染工場」。伝統のこぎ

ん模様が津軽の雪のように型染め

された「津軽天然藍 こぎん掛軸」。 

「こぎん障子」は、まさにモダンな

こぎん作品。障子紙に遮光シート

を貼り、模様を浮かび上がらせる。

障子はスタッフが自ら張り替える。

繊細なこぎんの柄ゆえ、機械で彫

刻を施すのに丸1日はかかってし

まうという「鏡のkoginフレーム」。
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津
軽
の
心
意
気
。
そ
の

真
摯
な
姿
に
心
惹
か
れ
る

漆
を
幾
重
に
も
塗
り
重
ね
て
研
ぎ
出
す

津
軽
塗
は
、
手
間
と
時
間
が
か
か
り
熟

練
を
要
す
る
手
仕
事
。「
界 

津
軽
」
で

は
、
茶
器
や
料
理
の
椀
な
ど
に
使
用
。

「
４
０
０
年
近
い
伝
統
工
芸
。
ぜ
ひ
宿

で
は
喜
ん
で
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
ね
」
と
語
る
、
津
軽
塗
の「
た
な
か

銘
産
」３
代
目
社
長
の
田
中
寿
さ
ん
。

ご
当
地
楽
の
津
軽
三
味
線
生
演
奏
に
携

わ
る
渋
谷
幸
平
さ
ん
。「
生
演
奏
な
の

で
ご
ま
か
し
が
き
か
な
い
。
そ
れ
こ
そ

が
こ
だ
わ
り
。毎
日
が
真
剣
勝
負
で
す
」

こぎん刺しをモダンな印象にする

のが銀糸。フランスのメーカー「Ｄ

ＭＣ」が初の日本国内生産を行った。

津軽こぎん刺しと並んで全国区の

知名度を誇る手仕事が津軽塗。

何度も漆を塗り重ね、独特な柄に。

山
端
さ
ん
は
、
グ
ラ
フ
ィ

ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
応
用
。

実
際
に
昔
な
が
ら
の
糸
で

縫
う
作
品
か
ら
、
柄
の
パ

タ
ー
ン
を
布
や
紙
に
プ
リ

ン
ト
し
た
も
の
ま
で
、
現

代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
作

品
が
﹁k

o
g
in

﹂
と
し
て

新
た
に
誕
生
し
ま
し
た
。

そ
し
て
﹁
津
軽
こ
ぎ
ん
の
間
﹂
で
は
、
そ
れ
ら
の
ア

イ
テ
ム
が
、
室
内
か
ら
屋
外
ま
で
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス

で
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
﹁
界

津
軽
﹂
で
は
毎
夜
、
津
軽
三
味
線

の
生
演
奏
ラ
イ
ブ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
演
奏

を
楽
し
み
に
訪
れ
る
リ
ピ
ー
タ
ー
の
方
も
少
な
く
な

い
と
か
。
マ
イ
ク
な
ど
は
一
切
使
わ
ず
に
、
演
奏
者

が
弾
く
弦
や
撥
の
音
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
空
気
に
伝
わ

り
、
会
場
に
広
が
る
様
は
、
ま
さ
に
ラ
イ
ブ
そ
の
も

の
。
聴
く
側
は
、
瞬
く
間
に
そ
の
迫
力
に
引
き
込
ま

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
実
際
に
演
奏
す
る
の
は
、
全
国

大
会
の
優
勝
経
験
者
で
プ
ロ
の
演
奏
家
、
渋
谷
幸
平

さ
ん
で
す
。
そ
し
て
宿
の
ス
タ
ッ
フ
も
渋
谷
さ
ん
の

指
導
の
も
と
、
抜
群
の
集
中
力
と
驚
異
的
な
速
さ
で

上
達
。
全
国
大
会
の
団
体
戦
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加

し
、
入
賞
す
る
ほ
ど
の
腕
前
で
ゲ
ス
ト
の
驚
き
と
賞

賛
を
得
て
い
ま
す
。﹁
さ
き
ほ
ど
ま
で
夕
食
を
サ
ー

ブ
し
て
く
れ
て
い
た
ス
タ
ッ
フ
が
い
き
な
り
横
に
座
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青森県南津軽郡大鰐町大鰐上牡丹森36-1

☎0570-073-011（界予約センター）

1泊2食付き21,000円～

（2名1室利用時の1名料金）

IN15時　OUT12時　全41室

http://kai-ryokan.jp/tsugaru/

星野リゾート 界 津軽

津軽海峡、日本海、太平洋の豊富な

海の幸。そして和牛や野菜、りんご

など食の恵みも充実。なかでも大間

のまぐろは、地元ならではの品質と

ボリュームを誇ります。また、桜の

名所として知られる弘前城、世界遺

産の白神山地、奥入瀬渓流など風光

明媚な観光地へのアクセスも便利。

ロビーでは日本画の巨匠・加山又造

の大壁画「春秋波濤」が迎えます。

津軽こぎん刺しから
大間のまぐろまで
「界 津軽」の
魅力はここにも……

「
津
軽
は
四
季
折
々
が
魅
力
的
で
再
訪

し
た
く
な
る
地
で
す
。
春
は
桜
、
夏
は

ね
ぷ
た
祭
り
、
秋
は
紅
葉
、
冬
は
雪
山

で
」と
、総
支
配
人
の
於
保
孝
志
さ
ん
。

今
や
津
軽
三
味
線
の
名
手
。
地
元
出
身

ス
タ
ッ
フ
の
中
道
友
梨
子
さ
ん
。「
演

奏
中
に
お
客
様
が
手
を
振
っ
て
く
だ
さ

っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
よ
」

っ
て
津
軽
三
味
線
を
演
奏
し
始
め
る
。
そ
の
ギ
ャ
ッ

プ
に
驚
き
、
喜
ば
れ
る
お
客
様
が
多
い
ん
で
す
。
一

朝
一
夕
で
は
決
し
て
上
達
し
な
い
芸
事
で
す
が
、
こ

こ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
私
も
驚
く
ほ
ど
真
面
目
な
ん
で

す
﹂
と
渋
谷
さ
ん
。
そ
れ
も
少
し
で
も
お
客
様
に
喜

ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
、
こ
の
宿
の
心
意
気
で
す
。

津
軽
の
風
土
が
生
ん
だ
こ
ぎ
ん
刺
し
や
津
軽
塗
な

ど
の
手
仕
事
、
そ
し
て
独
特
な
音
色
を
奏
で
る
津
軽

三
味
線
。
寒
く
て
長
い
冬
で
も
、
深
く
心
に
響
く
、

温
か
な
も
て
な
し
が
受
け
ら
れ
る
北
国
の
宿
で
す
。

独自の製法で国産のブナ材を使っ

た器やインテリア小物を製作して

いる「BUNACO」の照明も各所に。

1 樹齢２千年の古代檜の湯殿では冬の間、り

んごかマルメロの果実風呂が楽しめる。2 ギ

ャラリーでは、「津軽こぎん刺し」や「BUNACO（ブ

ナコ）」など青森の手仕事の現在に触れること

ができる。なかには実際に購入できるものもあ

る。3・4 「海のダイヤ」と呼ばれる大間のま

ぐろ。りんごの器に入れたお造りやねぎま鍋

などまぐろ尽くしが味わえる。鍋のもやしは、

日によって特産の大鰐温泉もやしになることも。

津軽こぎん刺しを施したクマのぬ

いぐるみなども販売されている、地

元作家ゆかりのギャラリーも併設。

1

2

3

4
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