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南郷刺し子で用いられる
代表的な模様をご紹介

■ 麻の葉（あさのは）
　 成長の早い麻のように、子ども        
 たちの健やかな成長を願うもので、
 魔よけの意味合いも持つ

■ 亀甲（きっこう）
　 長寿吉兆の縁起物とされる亀の 
 甲羅を表し、崩れず連続する様子
 から、繁栄の継続を意味する

■ 野分（のわき）
　 野分は「嵐」を意味する言葉で、
 野に生える草を強い風が吹き分け 
 ている様子を表す

■ 七宝つなぎ（しっぽうつなぎ）
　 無限に連鎖する輪の様子から、 
 人との縁や関係性が末永く円満に 
 続くことを意味する

■ 柿の花（かきのはな）
　 実を結ばない柿の花はないこと
 から、五穀豊穣や防虫など、生活
 に寄り添った意味合いを持つ

　

昭
和
30
年
、
国
や
県
が
積
極
的
に

推
し
進
め
た
昭
和
の
大
合
併
を
経
て
、

現
在
の
南
郷
地
域
（
旧
南
郷
村
）
は
誕
生

し
ま
し
た
。

　

合
併
以
前
に
は
、
伊い

ほ
う
ご
う

北
郷
と
伊い

な
ご
う

南
郷

と
の
境
目
に
位
置
し
て
い
た
当
地
域
。

北
か
ら
越
後
の
文
化
、
南
か
ら
関
東
の

文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
流
入
し
、
文
化
が

混
合
す
る
地
域
と
し
て
、
多
く
の
特
色

あ
る
民
俗
事
例
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
衣
生
活
の

分
野
―
ま
さ
し
く
、
刺
し
子
文
化
。

か
つ
て
は
貴
重
だ
っ
た
木
綿
の
布
地

を
、
繰
り
返
し
補
修
し
な
が
ら
、
無
駄

な
く
大
事
に
利
用
す
る
生
活
の
知
恵
。

　

一
針
一
針
丁
寧
に
進
め
ら
れ
る
刺
し

縫
い
の
技
術
が
、
母
か
ら
娘
へ
大
切
に

　
多
様
な
文
化
が
交
差
し

　
　
　
　
　 

成
り
立
つ
南
郷
地
域

特集 「南郷刺し子」が描くもの

       暮らしに息づく文化を受け継ぐ

    「南郷刺し子」が描くもの
              「布と糸」たった 2 つの素材が、次の世代へ思いをつなぐ― 

受
け
継
が
れ
て
い
ま
し
た
。今
号
で
は
、

南
郷
地
域
を
中
心
に
、
独
自
の
発
展
を

遂
げ
た
刺
し
子
文
化
「
南
郷
刺
し
子
」

に
着
目
し
ま
す
。

　
東
北
地
方
に
色
濃
く
残
る

　
　
　
　
　
　
　 

刺
し
子
の
文
化

　

そ
も
そ
も
刺
し
子
と
は
、
日
本
に

古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
統
的
な
刺
し
ゅ
う

の
こ
と
。
藍
色
を
は
じ
め
、
濃
い
色
で

染
め
ら
れ
た
木
綿
の
布
地
に
、
白
い
糸
で

線
を
描
く
か
の
よ
う
に
、
模
様
を
施
し

ま
す
。

　

刺
し
子
の
誕
生
は
、
16
世
紀
初
頭

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
世
間
一
般

で
は
、
厳
し
い
寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め

に
、
防
寒
や
補
強
の
一
環
と
し
て
、
衣

類
に
刺
し
ゅ
う
を
施
し
た
、
東
北
地
方

の
文
化
が
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

発
祥
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
半
纏
を
見
せ
合
い

　
　
　 

　
　
　
技
術
を
競
い
合
う

　
「
南
郷
刺
し
子
」
の
特
色
は
、
対
象
が

半は
ん
て
ん纏

で
あ
る
こ
と
。
２
本
取
り
し
た
糸

を
使
い
、縁
起
が
良
い
模
様
（
麻
の
葉
・

亀き
っ
こ
う甲

・
七し

っ
ぽ
う宝

・
柿
の
花
・
山や

ま
み
ち道

・
枡ま

す

な
ど
）
を
描
い
て
い
き
ま
す
。
全
面
に

さ
ま
ざ
ま
な
模
様
が
散
り
ば
め
ら
れ
た

半
纏
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
も
の
。

時
間
を
か
け
作
り
上
げ
た
一い

っ
ち
ょ
う
ら

張
羅
は
、

芸
術
の
域
に
ま
で
達
す
る
も
の
も
あ
り

ま
し
た
。

　

完
成
し
た
半
纏
は
、
伊
南
川
か
ら

水
を
引
く
大お

お
ぜ
き堰

や
、
道み

ち
ぶ
し
ん

普
請
・
建た

て
ま
え前

な
ど
、
主
に
共
同
作
業
の
場
で
男
性
が

着
用
。
大
切
な
晴
れ
着
と
し
て
の
役
割

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
魔
よ
け
な
ど

の
意
味
合
い
を
持
つ
模
様
を
身
に
纏ま

と

う

こ
と
で
、
安
心
し
て
作
業
に
臨
む
こ
と

が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

男
性
に
と
っ
て
、
地
域
の
一
大
行
事

で
あ
る
大
堰
は
、
刺
し
子
を
見
せ
合
い

な
が
ら
、
奥
さ
ん
を
自
慢
す
る
場
で
も

あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
女
性
の
視
点

に
立
て
ば
、
自
分
の
技
術
が
他
人
か
ら

評
価
を
受
け
る
場
で
あ
り
、
大
変
な

苦
労
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

そ
れ
で
も
、
半
纏
に
個
性
を
打
ち

　「
南
郷
刺
し
子
」
が

　
　
　 

　
　
息
を
吹
き
返
す
瞬
間

　
「
南
郷
刺
し
子
」
の
文
化
は
、
一
度

途
絶
え
た
経
過
が
あ
り
ま
す
が
、
平
成

21
年
を
迎
え
、
長
い
間
止
ま
っ
て
い
た

時
間
が
再
び
動
き
出
し
ま
し
た
。

　

当
時
、
南
郷
地
域
文
化
祭
を
訪
れ
た

南
郷
婦
人
会
の
皆
さ
ん
は
、
原
良よ

し
え江

さ
ん
（
茨
城
県
出
身
）
が
製
作
し
た

「
南
郷
刺
し
子
半
纏
」
を
目
の
当
た
り

に
し
、
衝
撃
を
受
け
ま
す
。

　

厚
み
の
あ
る
生
地
で
仕
立
て
ら
れ
た

半
纏
に
、
規
則
正
し
く
並
ん
だ
模
様
の

数
々
。そ
の
場
に
い
た
会
員
の
誰
も
が
、

素
朴
な
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
南
郷
刺
し
子
」
が
も
た
ら
す
驚
き

と
感
動
を
、
多
く
の
方
に
伝
え
た
い
。

こ
の
経
験
を
き
っ
か
け
に
、
有
志
の
皆

さ
ん
に
よ
る
「
南
郷
刺
し
子
会
」
が

結
成
さ
れ
ま
し
た
。

出
す
こ
と
で
、
自
分
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
。「
南
郷
刺
し
子
」
は
、
女
性

に
と
っ
て
、
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

奥
会
津
博
物
館
南
郷
館
で
は
「
南
郷

刺
し
子
半
纏
」
を
展
示
し
て
い
ま
す
の

で
、
興
味
や
関
心
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ

足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
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を
し
め
て
い
る。

南郊サシ五を刺して

く
な
っ
た
も
の
で
な
く、
新
し
い
紺
木
綿
二
枚
に
刺
し
て
い
る。
形
態
は
ジ
パ
ン
で
な
く、

る。
袖
の
形
態
は、
ム
ジ
リ
袖
が
多
い
が、
ヒ
ラ
ソ
デ
の
も
の
も
あ
る。
こ
れ
は
組
頭
や
役
付
の
者
が
着
用
し
た
も
の
で
あ
る。
ム
ジ

リ
袖
は、

役
付
き
に
な
っ
た
と
き
袖
の
縫
い
糸
を
ほ
ど
き、

南
郷
さ
し
こ
の
経
験
者

日サ
シ

色コ

刺
し
方
は、

丸
や
菱
・
桝
な
ど
幾
何
模
様
に
刺
す
の
で
な
く、

真
っ
直
ぐ
に一
方
向
に
刺
し
た
も
の
で、
「
横
指」
と
み
ら
れ
る。

当
村
の
衣
生
活
の
な
か
で
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
に、
サ
シ
コ
（
刺
子）
が
あ
る。
こ
れ
は
ハ
ダ
ッ
コ
と
は
違
い、
麻

の
葉・
枡・
七
宝
・
柿
の
花・
山
道・
亀
甲
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
模
様
を
白
木
綿
糸
で
刺
し
た
も
の
で
あ
る。
布
は
古

ヒ
ラ
ソ
デ
に
し
た
と
い
う。

ハ
ン
テ
ン
で
あ
る
点
も
注
目
す
ぺ
き
で
あ

サ
シ
コ
の
製
作
年
代
は
不
明
で
あ
る。
製
作
者
は
昭
和
四
十
五
年
の
『
奥
会
津
南

郷
の
民
俗』
の
調
査
時
に
は
生
存
し
て
い
な
か
っ
た。
す
な
わ
ち、
江
戸
か
ら
明
治

初
期
ご
ろ
の
製
作
と
み
ら
れ
る。
こ
の
サ
シ
コ
は、
春
先
に
伊
南
川
か
ら
水
田
へ
水

を
引
く`

大
堰
の
作
業
や
道
普
請・
建
前
な
ど
の
共
同
作
業
に
着
用
し
て
行
っ
た
も

の
で
あ
る。

大
堰
は
村
あ
げ
て
の
行
事
で
あ
る
の
で、
み
ご
と
に
刺
し
た
サ
シ
コ
を
み
て、
お

互
い
に
評
し
合
っ
た
と
い
う。
ま
た、
男
た
ち
も
こ
れ
を
着
る
こ
と
に
よ
っ
て、
睛

れ
舞
台
に
で
る
と
い
う
感
党
も
生
ま
れ
た。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は、
一
種
の
晴
れ

着
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。
サ
シ
コ
の
模
様
も、
七
宝・
亀
甲·
麻
の
葉・
柿
の

花・
山
道
な
ど
魔
よ
け
や
縁
起
の
よ
い
も
の
の
意
味
な
ど
が
あ
り、
こ
れ
を
符
用
す

る
こ
と
に
よ
り
危
険
な
作
業
か
ら
守
る
と
か、
先
が
明
る
い
よ
う
に
と
い
う
意
味
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る。

当
村
の
サ
シ
コ
は、
全
国
的
に
み
て
も
模
様
の
豊
富
さ、
形
態
と、
そ
の
着
用
習
俗
の
伝
承
な
ど、
サ
シ
コ
研
究
に
は
重
要
な
位
置
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半纏に刺しゅうを施す女性

模様が散りばめられた「南郷刺し子半纏」
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平
成
22
年
の
結
成
か
ら
、
11
年
目
を

向
か
え
た
「
南
郷
刺
し
子
会
」。
町
内

の
み
な
ら
ず
、
金
山
町
や
郡
山
市
、
北

関
東
、
首
都
圏
に
至
る
幅
広
い
エ
リ
ア

に
20
人
を
超
え
る
会
員
が
お
り
、
こ
れ

ま
で
32
枚
の
半
纏
を
製
作
し
ま
し
た
。

特集 「南郷刺し子」が描くもの

　
伝
統
文
化
を
次
の
世
代
へ

　
　
　
　
　 

模
索
を
続
け
る
日
々

　南郷刺し子の原点は、古いものを
大切に利用しようとする気持ち。
私たちの手で、古布に新しい命を
吹き込むことに、大きな意義を感じ
ています。南郷刺し子の輪を広げ、
皆さんと一緒に、新しい価値観を
作り上げていきたいです。

　針仕事が苦手だった私も、いつの
間にか南郷刺し子の虜になっていま
した。生まれてくる子どもたちに
赤ちゃんベストを贈り、健やかな
成長を一緒に見守っていきたい。
人とのつながりを大切にしながら、
南郷刺し子と向き合っています。

　幼い頃から手仕事が好きで、もの
づくりに興味を持っていました。南郷
刺し子会に加入して10年。仲間たち
から良い刺激を受け、楽しく活動が
できるおかげで、生活にも張り合い
が生まれています。一緒に活動いた
だける方をお待ちしています。

馬場 純
じゅんこ

子  さん（下山口）近藤 幸
ゆ き こ

子  さん（鴇巣） 齋藤 奈
な み

美  さん（上山口）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
、
全
員
が
一
堂
に
会
す
る
こ
と

は
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
が
「
日
常

生
活
の
リ
ズ
ム
を
崩
さ
ず
、
自
ら
時
間

を
見
つ
け
て
刺
し
子
に
励
む
」
こ
と
を

信
条
に
、
楽
し
み
な
が
ら
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
刺
し
子
文
化
を
伝
承
し
て

い
く
た
め
に
は
、
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
幅
広
い
価
値
観
に
対
応

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
半
纏
を

中
心
と
し
た
文
化
を
維
持
し
つ
つ
も
、

若
い
世
代
が
手
を
伸
ば
し
や
す
い
ア
ク

セ
サ
リ
ー
や
小
物
に
、
刺
し
子
の
要
素

を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
新
し
い
挑
戦
を

続
け
て
い
ま
す
。　

　
「
南
郷
刺
し
子
会
」
で
は
、
南
郷

地
域
に
住
所
を
持
つ
お
子
さ
ん
が
1
歳

を
迎
え
た
と
き
、
赤
ち
ゃ
ん
ベ
ス
ト
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
。
こ
れ
は
、
お
子
さ
ん

の
健
や
か
な
成
長
に
加
え
、
ご
家
族

の
健
康
を
願
う
も
の
。
活
動
を
開
始

し
て
以
降
、
贈
呈
し
た
ベ
ス
ト
は
35
枚

に
も
上
り
ま
す
。

　

シ
ン
プ
ル
な
工
程
な
が
ら
も
、
完
成

ま
で
に
は
、
多
く
の
時
間
と
労
力
を
要

「南郷刺し子会」の皆さん

　
地
域
の
伝
統
が

　
　
　 

　
お
子
さ
ん
を
包
み
込
む

１歳を迎えたお子さんに
贈呈する赤ちゃんベスト

し
ま
す
。
た
だ
、
作
品
が
仕
上
が
っ
た

と
き
の
喜
び
・
充
実
感
・
達
成
感
は
、

計
り
知
れ
な
い
も
の
。
南
郷
刺
し
子
の

醍
醐
味
の
一
つ
で
す
。

  【写真㊧㊤】
  　毎月１回のペースで、刺し子教室を
  開催（南郷総合センター）

　「
南
郷
刺
し
子
」
を

　
　
　
　
　
　  

「
つ
な
ぐ
」
役
割

　
「
南
郷
刺
し
子
会
」
の
会
長
で
あ
る

る
馬
場
純じ

ゅ
ん
こ子

さ
ん
は
、
刺
し
子
半
纏
に

「
ぼ
ろ
接
ぎ
」
と
い
う
暗
い
イ
メ
ー
ジ

を
抱
い
て
い
た
と
話
し
ま
す
。貧
し
い
、

寒
い
、
苦
し
い
―
辛
い
時
代
を
生
き
た

女
性
た
ち
の
手
仕
事
程
度
に
し
か
考
え

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
「
南
郷
刺
し
子
半
纏
」
と

出
会
っ
た
と
き
、
自
分
の
考
え
が
誤
り

で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
家
族

の
健
康
、
繁
栄
、
安
泰
を
願
い
、
一
針

ず
つ
丁
寧
に
描
か
れ
た
模
様
は
、
深
い

愛
情
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
。

　

多
様
な
暮
ら
し
方
が
提
唱
さ
れ
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
猛
威

を
振
る
う
中
で
、
人
間
関
係
は
さ
ら
に

希
薄
に
な
っ
て
い
く
。
現
代
を
生
き
る

私
た
ち
が
忘
れ
か
け
て
い
る
「
何
か
」

を
「
南
郷
刺
し
子
」
が
教
え
て
く
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
が
、
絶
え
ず
技
術
を
磨
き
な

が
ら
、
先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た

伝
統
や
業
績
、
生
活
の
知
恵
を
、
現
代

に
つ
な
ぐ
。
そ
し
て
、
交
流
の
輪
を
広

げ
る
―
南
郷
地
域
の
こ
れ
か
ら
を
一
緒

に
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
。  【南郷刺し子会に関する問合せ】　  

  南会津町振興公社  南郷支局
  　　　　　  電話  0241-72-2220


