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大
地
の
芸
術
祭

越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ

左
の
写
真
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
最
近
、

新
聞
や
旅
行
雑
誌
な
ど
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
風
景

で
す
。
日
本
の
伝
統
的
な
棚
田
に
、
伝
統
的
な
作
業
風
景
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
原
色
の
巨
大
な
パ
ネ
ル
が
目
を
引
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
「
大
地
の
芸
術
祭
・
越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン

ナ
ー
レ
」
と
い
う
、
三
年
に
一
度
の
巨
大
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ
で
、

芸
術
祭
は
今
年
で
五
回
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。

新
潟
県
十
日
町
市
は
、
合
併
以
前
か
ら
十
日
町
広
域
行
政
圏

と
し
て
、
ア
ー
ト
を
活
用
し
た
地
域
活
性
化
施
策
を
推
進
し
て

き
ま
し
た
。
合
併
に
よ
り
広
域
行
政
圏
は
、
十
日
町
市
と
津
南

町
に
統
合
さ
れ
ま
し
た
が
、
イ
ベ
ン
ト
は
両
市
町
で
継
続
さ
れ

て
い
ま
す
。
会
期
中
は
、
地
域
に
三
六
〇
点
も
の
作
品
が
ち
り

ば
め
ら
れ
、
そ
の
作
品
ま
で

の
道
の
り
で
出
会
う
自
然
や

人
や
文
化
に
も
触
れ
て
も
ら

お
う
と
い
う
、
壮
大
な
も
の

で
す
。

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
で
も
な
い
、
文
化
的
景
観

で
も
な
い
、
歴
史
ま
ち
づ
く

り
で
も
な
い
、
全
く
独
自
の

視
点
か
ら
の
地
域
振
興
を
紹

介
し
ま
す
。

作
品
は
二
つ
の
行
政
区
に
ま
た
が
り
、
三
六
〇
点
も
出
品
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
イ
ベ
ン
ト
当
初
か
ら
設
置
さ
れ

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
上
の
写
真
の
作
品
も
そ
う
で
す
。

北
越
急
行
（
ほ
く
ほ
く
線
）
松
代
駅
に
接
続
し
て
、
「
ま
つ

だ
い
農
舞
台
」
と
い
う
施
設
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
が
作
品
鑑
賞

を
す
る
ツ
ア
ー
の
一
つ
の
拠
点
と
な
り
ま
す
。
施
設
周
辺
に
も

作
品
が
点
在
し
て
い
ま
す
が
、
渋
海
川
を
挟
ん
だ
対
岸
の
山
を

切
り
開
い
た
棚
田
や
、
棚
田
と
棚
田
を
結
ぶ
里
道
に
、
作
品
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
歩
い
て
い
く
と
か
な
り
距
離
が
あ
り
、

急
な
登
り
坂
ば
か
り
な
の
で
、
ま
つ
だ
い
農
舞
台
で
は
パ
ワ
ー

ア
シ
ス
ト
付
き
自
転
車
の
レ
ン
タ
ル
も
し
て
い
ま
す
。

農
耕
車
も
走
る
農
道
を
ひ
た
す
ら
歩
い
て
登
っ
て
い
く
と
、

カ
ー
ブ
の
先
の
空
き
地
や
、
自
家
用
の
野
菜
を
作
っ
て
い
る
畑

や
、
棚
田
の
中
に
、
様
々
な
作
品
が
出
て
き
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト

を
始
め
て
も
う
十
二
年
も
経
っ
て
い
る
の
で
、
農
作
業
を
し
て

い
る
人
も
慣
れ
た
も
の
で
、
こ
ち
ら
が
会
釈
す
る
と
「
こ
ん
に

ち
は
」
と
返
し
て
く
れ
ま
す
。

甲
州
市
で
は
、
勝
沼
地
域
で
「
フ
ッ
ト
パ
ス
」
が
盛
ん
で
す

が
、
基
本
的
に
は
フ
ッ
ト
パ
ス
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
し
た
。
勝

沼
フ
ッ
ト
パ
ス
が
史
跡
や
名
所
を
た
ず
ね
て
ブ
ド
ウ
畑
の
中

を
歩
く
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
芸
術
作
品
を
た
ず
ね
て
棚
田

や
里
山
の
中
を
歩
い
て
い
く
の
で
す
。

先
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
も
被
害
を
受
け

て
お
り
、
約
四
分
の
一
が
全
壊
・
半
壊
・
損
傷
を
し
ま
し
た
。

芸
術
祭
を
開
催
す
る
に
当
た
り
ま
ず
行
っ
た
の
が
、
当
地
域
で

被
災
さ
れ
た
方
々
の
手
伝
い
と
、
壊
れ
た
作
品
の
修
復
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

前
回
の
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
（
平
成
二
十
一
年
）
で
は
、
入
れ

込
み
客
数
三
十
八
万
人
弱
を
記
録
し
て
い
ま
す
。

会
期

：
平
成
２
４
年
７
月
２
９
日
～
９
月
１
７
日

開
催
地
：
越
後
妻
有
地
域
（
十
日
町
市
・
津
南
町
）

７
６
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

主
催

：
大
地
の
芸
術
祭
実
行
委
員
会

共
催

：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
越
後
妻
有
里
山
協
働
機
構

2012

まつだい農舞台の全景。喫茶や売店があり、
作品鑑賞の出発点です。

作品ではありません。農作業中。

あぜ道も歩
きやすくなっ
ています。
進んでいくと
大きな作品
が出現しま
す。遠目だ
と小さくみえ
ますが、近
くだと意外と
大きく、びっ
くりします。



「
小
学
校
が
ま
る
ご
と
絵
本
に
な
っ
た
」

鉢
＆
田
島
征
三

絵
本
と
木
の
実
の
美
術
館

十
日
町
市
に
は
も
う
一
つ
、
特
徴
的
な
美
術
館
が
あ
り
ま

す
。
廃
校
を
利
用
し
て
、
地
域
の
方
々
と
と
も
に
作
り
上
げ
た

「
絵
本
と
木
の
実
の
美
術
館
」
で
す
。

田
島
征
三
さ
ん
は
、
絵
本
作
家
で
美
術
家
で
す
。
田
島
さ
ん

が
、
大
地
の
芸
術
祭
・
第
四
回
越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ

ー
レ
の
一
つ
の
作
品
と
し
て
、
平
成
二
十
一
年
に
廃
校
に
な
っ

た
真
田
小
学
校
を
再
利
用
し
た
も
の
で
す
。

真
田
小
学
校
は
、
十
日
町
市
の
「
鉢
」
と
い
う
集
落
に
あ
り

ま
す
。
す
り
鉢
状
の
傾
斜
地
に
開
け
た
集
落
で
、
小
学
校
は
比

較
的
低
い
と
こ
ろ
に
あ
る
た
め
、
集
落
の
家
々
は
す
べ
て
小
学

校
を
向
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
集
落
の
方
々
も
小
学

校
へ
の
思
い
入
れ
が
あ
り
、
田
島
さ
ん
と
と
も
に
廃
校
を
「
作

品
」
へ
変
え
て
い
き
ま
し
た
。

平
成
二
十
年
、
地
元
の
農
家
に
色
と
り
ど
り
の
カ
ボ
チ
ャ
を

栽
培
し
て
も
ら
い
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
に
縄
を
な
っ
て
も
ら

い
、
体
育
館
に
七
〇
〇
個
も
の
カ
ボ
チ
ャ
を
ぶ
ら
下
げ
る
「
畑

の
星
星
」
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
体
験
を
土
台
と
し
て
、

ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
参
加
作
品
「
学
校
は
カ
ラ
ッ
ポ
に
な
ら
な

い
」
へ
つ
な
げ
て
い
き
ま
し
た
。

【

横
内
知
事
、
上
条
を
視
察

】

八
月
三
日
に
、
横
内
知
事
が
上
条
を
訪
れ
ま
し
た
。

田
辺
市
長
が
出
迎
え
、
甲
州
民
家
情
報
館
で
概
要
を
説
明
し

た
あ
と
、
放
光
寺
の
清
雲
先
生
と
担
当
が
説
明
し
な
が
ら
、
一

時
間
ほ
ど
散
策
を
し
ま
し
た
。

知
事
は
常
々
「
ふ
る
さ
と
の
風
景
を
大
切
に
保
存
す
る
」
こ

と
を
施
策
と
し
て
語
っ
て
お
り
、
上
条
地
区
に
も
非
常
に
興
味

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

中
村
一
仁
さ
ん
の
お
宅
に
も
立
ち
寄
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
涼
し
い
土
間
で
桃
ジ
ュ
ー
ス
を
い
た
だ
き
、
一
仁
さ
ん
ご

家
族
と
し
ば
し
会
話
を
楽
し
み
ま
し
た
。

作
品
は
、
海
岸
か
ら
集
め
て
き
た
流
木
や
、
地
元
の
稲
わ
ら

な
ど
を
使
っ
て
い
ま
す
。

作
品
は
、
学
校
内
だ
け
で
な
く
学
校
の
周
辺
に
も
点
在
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
ぐ
る
っ
と
み
て
回
る
わ
け
で
す
が
、
ほ
と

ん
ど
が
「
踏
む
」「
叩
く
」「
引
く
」
な
ど
の
動
作
で
音
が
出
る

よ
う
な
作
品
で
、
子
ど
も
た
ち
は
暑
さ
も
忘
れ
て
嬉
々
と
し
て

い
ま
す
。
シ
ン
プ
ル
で
楽
し
い
、
そ
ん
な
作
品
た
ち
で
す
。

山
村
の
学
校
と
い
っ
て
も
、
校
庭
は
な
か
な
か
の
広
さ
で

す
。
校
庭
は
駐
車
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
係
り
が

出
て
誘
導
す
る
ほ
ど
い
っ
ぱ
い
の
状
態
で
す
。
学
校
を
中
心
に

据
え
て
い
る
集
落
は
、
文
化
的
景
観
で
も
相
応
し
い
風
景
で
す

が
、
ア
ー
ト
に
よ
る
地
域
お
こ
し
で
大
成
功
し
ま
し
た
。

美術館の外観と内部の廊下。まさしく学校です。

体育館の作品。平成 20 年にはここに 700 個の
カボチャがぶら下がっていました。

サクラの種を集めて貼り付けた大作。

学校で学ぶ様子を流木で再現したもの。

学校といえばオバケ。全国からオバケの絵を募集
しました。

生徒が残した最後のらくがきが、まだ大切に残され
ています。

観音堂と木食仏を見学する知事。

一仁さん宅で記念撮影。


