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原田  泰

美
術
家
と
地
域
住
民
が
共
鳴
し
て

「
芸
術
祭
」が
創
ら
れ
る

原
田　

二
〇
〇
〇
年
に
始
ま
っ
た
「
大

地
の
芸
術
祭 

越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ

ン
ナ
ー
レ
」
は
、
昨
年
二
〇
一
五
年
に

第
六
回
を
迎
え
、
世
界
か
ら
注
目
を
集

め
る
芸
術
祭
に
成
長
し
ま
し
た
。
最
初

か
ら
大
き
な
お
話
に
な
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
北
川
さ
ん
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う

に
国
境
を
越
え
て
人
々
を
惹
き
付
け
る

「
美
術
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

北
川　
「
美
術
」
と
は
、
物
を
食
べ
た

り
、
あ
る
い
は
排
泄
し
た
り
す
る
こ
と

を
含
め
た
「
人
間
の
生
理
」
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
近
代
化
に
よ
っ
て
忘
れ
去

ら
れ
て
し
ま
っ
た
昔
の
記
憶
や
、
あ
る

い
は
少
数
派
の
人
の
気
持
ち
、
未
来
へ

の
不
安
…
…
そ
う
い
っ
た
極
め
て
生
理

的
な
「
出
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

も
の
。「
こ
う
す
れ
ば
い
い
」「
こ
う
で

あ
る
べ
き
」
で
は
な
く
て
、「
こ
う
す

る
し
か
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
、

自
然
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

原
田　
「
大
地
の
芸
術
祭
」
に
お
い
て
、

そ
れ
を
最
も
顕
著
に
象
徴
し
て
い
る
作

品
は
何
で
し
ょ
う
か
。

北
川　

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
た
と

え
ば
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ボ
ル
タ
ン
ス

美
術
と
は
、「
ど
う
し
て
も 

出
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を

得
な
い
も
の
」で
あ
る
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い
や
が
応
で
も
社
会
と
の
「
ず
れ
」

の
よ
う
な
も
の
は
生
理
と
し
て
出
て
く

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と

は
自
己
実
現
で
は
な
く
、
自
然
と
向
き

合
い
、
人
と
つ
な
が
り
、
そ
こ
で
長
い

間
続
い
て
き
た
生
活
や
先
祖
の
記
憶
を

こ
と
ほ
ぐ
こ
と
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
僕

は
思
う
ん
で
す
。

原
田　

昔
の
美
術
は
宗
教
共
同
体
の
た

め
に
創
っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
が
、

特
に
一
九
世
紀
以
降
、
自
分
を
表
現
す

る
た
め
に
創
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

し
て
再
び
、
自
分
の
表
現
で
あ
り
、
か

つ
共
同
体
の
表
現
で
あ
る
作
品
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

北
川　

そ
う
で
す
ね
。
二
〇
世
紀
以
降
、

都
市
生
活
が
中
心
に
な
る
と
、
都
市
の

欠
陥
や
病
が
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
し
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
現
代
美

術
の
最
先
端
は
、
都
市
の
病
の
カ
ル
テ

の
よ
う
に
僕
は
感
じ
る
ん
で
す
ね
。
そ

れ
は
本
当
に
寂
し
い
。
も
っ
と
違
う
美

術
の
働
き
方
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

世
界
と
交
歓
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
と
き
に
、
そ

れ
は
捨
て
ら
れ
て
い
く
田
舎
で
こ
そ
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　
「
大
地
の
芸
術
祭
」
で
五
〇
万
人
、

瀬
戸
内
海
の
島
々
を
舞
台
に
開
催
さ
れ

て
い
る
「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
」（
北

キ
ー
と
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
マ
ン
（
フ
ラ
ン

ス
）
に
よ
る
「
最
後
の
教
室
」。
こ
れ

は
、
廃
校
に
わ
ら
を
敷
い
た
り
、
古
い

扇
風
機
を
置
い
た
り
裸
電
球
を
吊
る
し

た
り
、
そ
の
ぐ
ら
い
の
こ
と
し
か
し
て

い
な
い
よ
う
で
す
け
ど
、
昔
の
記
憶
が

ズ
キ
ン
と
迫
っ
て
く
る
感
じ
が
し
ま
す

ね
。
失
わ
れ
た
も
の
が
実
は
重
要
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
訴
え
か
け
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。

原
田　

私
も
そ
の
作
品
を
見
た
と
き

「
昔
、
そ
こ
に
子
ど
も
た
ち
が
い
た
」

こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
直
接
子
ど
も
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
は
な
い
の
に
、

裸
電
球
で
そ
れ
を
表
現
す
る
の
は
驚
き

で
し
た
。

北
川　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
は
具

体
的
な
も
の
よ
り
も
、
そ
う
い
っ
た
も

の
の
ほ
う
が
、
自
分
の
中
に
あ
る
気
持

ち
、
気
分
を
あ
ら
わ
せ
る
と
思
っ
た
の

で
し
ょ
う
。 

原
田　

ご
著
書
『
ひ
ら
く
美
術
』（
ち

く
ま
新
書
）
の
中
で
、
ご
自
身
の
美
術

に
対
す
る
出
発
点
が
、
奈
良
の
仏
像

だ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
印

象
的
で
し
た
。
仏
像
は
、「
土
地
、
寺

院
に
至
る
道
、
伽が

藍ら
ん
、
内
陣
と
連
な
り
、

か
つ
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
サ
イ
ト
ス
ペ

シ
フ
ィ
ッ
ク
（
場
所
・
環
境
の
特
異
さ
）

な
作
品
」
と
感
じ
ら
れ
た
と
書
か
れ
て

い
ま
す
ね
。
越
後
妻
有
の
あ
ち
こ
ち
に

設
置
さ
れ
た
美
術
群
も
そ
の
よ
う
な
も

の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

北
川　

仏
像
は
、
仏
像
だ
け
取
り
出
し

て
も
そ
れ
な
り
に
迫
力
は
あ
り
ま
す

が
、
ど
こ
か
伝
わ
っ
て
こ
な
い
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
空
間
、
お
堂
だ

け
で
な
く
伽
藍
全
体
、
も
っ
と
言
え
ば

寺
院
に
行
く
道
を
含
め
た
空
間
体
験
の

中
で
し
か
伝
わ
っ
て
こ
な
い
部
分
が
あ

る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
「
大
地

の
芸
術
祭
」
で
も
実
現
し
た
か
っ
た
。 

原
田　
「
大
地
の
芸
術
祭
」
は
、
バ
ス

で
崖
か
ら
落
ち
そ
う
な
細
い
道
を
行
っ

て
、
車
道
が
な
く
な
っ
た
先
を
し
ば
ら

く
歩
い
て
…
…
と
い
う
体
験
が
全
て
美

術
だ
と
思
い
ま
し
た
。

北
川　

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
ん
な
山
奥

で
の
農
業
は
効
率
が
悪
く
、
そ
の
地
域

そ
の
も
の
が
な
く
な
ろ
う
と
し
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
少
し
で
も
活
力
に
な
れ

ば
、
と
い
う
こ
と
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
で
す
が
、
山
を
下

り
る
と
川
が
あ
り
扇
状
地
に
な
っ
て
学

校
が
あ
る
…
…
あ
の
地
域
へ
通
っ
て
い

る
う
ち
に
、
祖
霊
や
山
の
神
が
お
り
て

く
る
よ
う
な
、
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
願
う
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
市
民
革
命
以
来
、
美
術

は
王
侯
貴
族
の
も
の
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
ー
を
含
め
た
一
般
市
民
の
も
の
に
な

り
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
、
民
主
主
義
、

機
会
均
等
の
時
代
に
な
る
と
、
美
術
は

自
己
を
実
現
す
る
も
の
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
美
術
館
の
白
い
壁
の

中
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
で
も
東
京
で

も
同
じ
よ
う
に
作
品
を
見
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
創
ら
れ
た

空
間
の
中
に
は
、
そ
の
土
地
の
祖
霊
や

生
活
、
歴
史
は
す
べ
て
消
え
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。

「
そ
こ
」
で
し
か

表
現
で
き
な
い
も
の
が
あ
る

クリスチャン・ボルタンスキー + ジャン・カルマン
「最後の教室」photo:Hironao Kuratani
昭和 30 年代には数百人もの在校生で活気にあふ
れていた旧東川小学校校舎内の教室、廊下、体育
館を使って複数の作品が展開されています。実際
は写真よりも暗く、目が慣れるにつれ、うっすら
と写真の風景が見えます。
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川
氏
が
総
合
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め

る
）
で
一
〇
〇
万
人
の
人
が
訪
れ
ま
す

が
、
こ
の
数
は
、
現
代
美
術
の
フ
ァ
ン

の
数
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。
都
市
の

人
が
、
都
市
の
限
界
を
無
意
識
に
感
じ

て
、
自
分
と
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
田

舎
を
探
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の

人
が
集
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

原
田　

里
山
で
の
芸
術
祭
が
、
地
域
お

こ
し
と
し
て
成
功
し
た
理
由
の
ひ
と
つ

に
、「
都
市
の
人
々
が
求
め
て
い
た
か

ら
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

北
川　

も
う
一
つ
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

そ
の
地
域
の
資
源
や
特
色
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
働
き
だ
し
た
こ
と
も
大
き

か
っ
た
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
な
「
自

己
実
現
」
だ
け
で
は
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
都
市
の
美

術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
「
ホ
ワ
イ
ト

キ
ュ
ー
ブ
─
─
何
も
な
い
空
っ
ぽ
の
空

間
─
─
」
の
中
で
は
「
こ
の
作
品
が
い

か
に
目
立
つ
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
け
れ
ど
も
、
山
の
中
、
田
ん
ぼ
の

中
で
は
、「
作
品
の
後
ろ
に
広
が
る
風

景
を
い
か
に
見
せ
る
か
」。
た
と
え
ば
、

イ
リ
ヤ
＆
エ
ミ
リ
ア
・
カ
バ
コ
フ
（
ロ

シ
ア
）
の
「
棚
田
」
は
、
農
作
業
を
す

る
人
々
の
姿
を
か
た
ど
っ
た
彫
刻
や
稲

作
の
情
景
を
詠
ん
だ
文
章
の
フ
レ
ー
ム

が
配
置
さ
れ
、
豪
雪
地
帯
で
田
ん
ぼ
を

営
む
人
々
の
生
活
を
見
せ
る
た
め
の
仕

掛
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

原
田　

自
分
を
見
せ
る
こ
と
に
疲
れ
て

い
た
美
術
家
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
土

地
の
記
憶
を
見
せ
る
こ
と
が
新
鮮
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

北
川　

ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
す
。「
い

か
に
先
鋭
的
か
」
と
い
う
こ
と
を
見
え

な
い
敵
に
向
か
っ
て
描
く
の
と
違
い
、

地
元
の
暮
ら
し
を
見
せ
る
美
術
を
作
る

と
、
地
元
の
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
元
気
に
な
る
。
お
に
ぎ
り
を
く
れ

た
り
、「
ほ
ら
、
元
気
出
せ
」
と
お
尻
を

叩
い
て
く
れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
が
創
る
喜
び
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
自
身
、
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
か

な
り
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
作
品

に
関
わ
っ
た
人
の
喜
び
、
誇
り
は
、
見

る
人
に
絶
対
伝
わ
り
ま
す
か
ら
、
見
て

も
楽
し
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
人
を
呼

び
込
ん
だ
気
が
し
ま
す
。

原
田　

地
元
の
人
と
美
術
家
が
共
鳴
し

て
い
た
ん
で
す
ね
。

北
川　

現
代
美
術
に
対
し
て
、
ど
こ
か

「
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
あ
れ
ば
い
い
」

と
し
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
り
ま

し
た
が
、
で
も
美
術
は
人
間
の
も
の
な

の
だ
か
ら
、
も
っ
と
ヒ
ュ
ー
マ
ン
で

あ
っ
て
ほ
し
い
。
人
が
い
な
く
な
り
捨

て
ら
れ
て
い
く
地
域
の
じ
い
ち
ゃ
ん
、

ば
あ
ち
ゃ
ん
に
元
気
を
与
え
る
よ
う
な

美
術
が
実
現
で
き
な
け
れ
ば
美
術
を
や

め
よ
う
と
、
僕
は
ひ
そ
か
に
決
意
し
て

い
た
ん
で
す
。

原
田　

約
二
〇
年
前
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
動
き
出
し
た
当
初
は
、
市
町
村
の
足

並
み
が
揃
わ
ず
、
反
対
す
る
人
も
多

か
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

北
川　

当
時
、
美
術
に
よ
る
地
域
お
こ

し
な
ん
て
前
例
が
な
い
の
で
な
か
な
か

理
解
さ
れ
ず
、
二
千
回
以
上
、
説
明
会

を
開
き
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
「
そ
ん

な
に
言
う
な
ら
仕
方
な
い
」
と
い
う
お

情
け
み
た
い
な
も
の
で
実
現
に
こ
ぎ
着

け
た
の
で
す
が
、
結
果
と
し
て
地
元
の

方
も
楽
し
め
た
の
で
今
も
続
い
て
い
ま

す
。

原
田　

北
川
さ
ん
の
「
反
対
者
が
同
じ

土
俵
に
乗
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
」

（『
ひ
ら
く
美
術
』よ
り
）と
い
う
言
葉
は
、

「
大
地
の
芸
術
祭
」
が
成
功
し
た
理
由

の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
無

理
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
共
感
を

得
る
瞬
間
は
素
晴
ら
し
い
。

北
川　

そ
れ
は
若
い
と
き
の
反
省
か
ら

き
て
い
ま
す
。
何
か
実
行
し
よ
う
と
し

た
と
き
に
、
孤
立
し
て
い
た
り
少
数
意

見
だ
っ
た
り
す
る
と
、
理
解
し
て
く
れ

る
人
と
だ
け
一
緒
に
組
み
、
違
う
立
場

反
対
者
も
巻
き
込
ん
だ
こ
と
が

成
功
の
鍵
と
な
っ
た

イリヤ＆エミリア・カバコフ「棚田」photo:Anzai
田植えから刈取りまでの稲作の情景を詠んだ詩と農作業に従事する人々の彫刻、
それと棚田の風景が融合しています。

「うぶすなの家」photo:Hikaru Sasaki
焼き物美術館として再生した 1924 年築の古民
家。一階のレストランでは地元の食材を地元の
お母さんたちが料理して提供しています。二階
は、和紙や金箔を使った茶室が三つあります。
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の
人
と
は
永
遠
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
結
局
、
内
輪
だ
け

で
粋
が
っ
て
し
ま
う
。
行
政
が
関
わ
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が

発
言
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
重
要
。
美
術
は
「
直
接
的
効

用
は
な
い
」
と
反
対
さ
れ
が
ち
で
す
が
、

直
接
的
効
用
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
い
ろ

い
ろ
な
人
た
ち
が
意
見
を
言
え
て
、
同

じ
土
俵
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

面
も
あ
り
ま
す
。「
こ
ん
な
の
は
誰
で

も
作
れ
る
わ
」「
わ
し
は
わ
か
ら
な
い
」

と
、
い
ま
だ
に
言
う
人
も
多
い
け
れ
ど

も
、
だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
。
そ
う
言
う

人
た
ち
が
同
じ
土
俵
に
上
が
っ
て
一
緒

に
作
れ
た
ら
う
れ
し
い
し
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
も
心
強
い
で
し
ょ
う
。
今
、「
大

地
の
芸
術
祭
」
に
一
所
懸
命
関
わ
っ
て

い
る
人
の
ほ
と
ん
ど
は
、
当
初
は
反
対

し
た
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち

で
す
よ
。

原
田　

都
市
か
ら
美
大
生
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
な
ど
若
者
も
た
く
さ

ん
来
ま
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
活
気

づ
き
ま
す
ね
。

北
川　

自
分
の
親
の
言
う
こ
と
な
ん
か

聞
か
な
そ
う
な
連
中
が
、
よ
そ
の
土
地

の
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
話
は

ち
ゃ
ん
と
聞
く
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い

で
す
よ
ね
。
二
〇
一
五
年
は
、
オ
ー
プ

ン
前
に
約
二
〇
〇
人
近
い
外
国
人
の
サ

ポ
ー
タ
ー
が
来
て
、
長
い
人
は
一
カ
月

以
上
、
短
い
人
で
も
一
週
間
ほ
ど
滞
在

し
、
制
作
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
国

籍
を
問
わ
ず
、
み
ん
な
お
も
し
ろ
が
っ

て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
加
わ
り
た

い
も
の
な
ん
で
す
ね
。

原
田　

ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
は
典
型
だ

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
―
―
も
ち
ろ
ん

日
本
も
で
す
が
―
―
、
ど
ん
ど
ん
地
方

が
衰
退
し
て
い
ま
す
。「
大
地
の
芸
術

祭
」
に
何
か
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
思
っ
て

来
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

北
川　

そ
う
い
う
部
分
も
あ
り
ま
す
。

ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
欧
米
も
田
舎
は
相

当
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う

い
う
感
覚
は
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

原
田　

美
術
に
よ
る
「
地
方
創
生
」
に

つ
い
て
、
北
川
さ
ん
は
、
単
に
瞬
間
的

に
目
立
っ
て
消
費
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で

は
い
け
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
可
能
性

を
見
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

北
川　

美
術
は
地
域
の
資
源
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
土
地
を
使
う

た
め
の
交
渉
、
説
得
の
過
程
で
、
地
元

の
人
た
ち
の
心
が
開
か
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
う
い
う
力
が
美
術
に
は
あ
り
ま

す
。

原
田　

と
な
る
と
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
う
ま
い
美
術
家
が
必
要
に
な

り
ま
す
ね
。

北
川　

そ
う
で
あ
れ
ば
い
い
の
で
す

が
、
実
際
は
不
得
手
な
人
が
多
い
で
す

ね
。
今
の
社
会
的
な
価
値
観
で
い
う
と
、

プ
レ
ゼ
ン
能
力
や
情
報
処
理
能
力
が
あ

る
人
が
強
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
そ
れ

で
い
い
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
い

ろ
い
ろ
な
能
力
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
そ

れ
ら
も
評
価
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。 

原
田　

だ
か
ら
こ
そ
、
北
川
さ
ん
の
よ

う
な
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
人
が
必
要
な

わ
け
で
す
ね
。
最
後
に
、ご
著
書
に
「
資

本
主
義
は
効
率
一
辺
倒
」「
人
を
画
一

化
さ
せ
る
」
と
い
う
主
旨
の
こ
と
が
書

か
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
私
は
エ
コ
ノ

ミ
ス
ト
と
し
て
、
資
本
主
義
は
逆
に
一

人
一
人
を
自
由
に
し
、
個
性
を
生
か
す

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
が
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

北
川　

そ
う
で
す
ね
。
元
気
の
い
い
Ｉ

Ｔ
企
業
が「
大
地
の
芸
術
祭
」を
手
伝
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
資
本
主
義
自
体
が
悪

い
わ
け
で
は
な
い
の
は
確
か
で
す
ね
。

た
だ
、
格
差
社
会
が
こ
こ
ま
で
進
行
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
危
機
感
が
あ
る
の

と
、
効
率
化
の
中
で
身
体
を
動
か
す
労

働
の
価
値
が
低
く
な
っ
て
い
る
点
を
危

惧
し
て
い
ま
す
。
美
術
を
語
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
本
な
の
に
、
僕
は
つ
い
そ

う
い
う
こ
と
に
口
を
滑
ら
せ
て
し
ま
う

ん
で
す
よ
（
笑
）。

原
田　

そ
れ
は
世
の
中
に
対
し
て
い
ろ

い
ろ
な
思
い
が
お
あ
り
だ
か
ら
こ
そ
だ

と
思
い
ま
す
。
本
日
は
興
味
深
い
お
話

を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

内海昭子「たくさんの失われた窓のために」photo:Hironao 
Kuratani
世界に開かれた大きな窓に風がそよぐと、美しい里山の風
景を違った目で見ることができます。


