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魚
野
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大
雪
と
と
も
に
紡
い
で
き
た
歴
史
と
、

伝
統
的
な
暮
ら
し
の
す
ば
ら
し
さ
を
再
発
見
。

新
潟
県
十
日
町
市
の
国
際
的
な
芸
術
祭
は
、

地
域
の
人
の
心
に
温
も
り
と
誇
り
を
も
た
ら
し
た
。

写
真�

野
瀬
勝
一

取
材
・
文�

山
内
史
子

地域の底力 新潟県十日町市

2000 年から 3年ごとに開催されてきた「大地の芸術祭
越後妻有アートトリエンナーレ」に参加したアーティス
トにより制作されたモダンアートが、新潟県十日町市内
全域に点在する。写真はその中の一つ、「たくさんの失わ
れた窓のために」（内海昭子）。

過
疎
化
す
る
地
域
に

ア
ー
ト
の
力
が

活
性
化
を
も
た
ら
す

新
潟
県
十
日
町
市
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昔
は
よ
か
っ
た
と
い
う
意
識
を 

大
き
く
変
え
た
芸
術
祭
の
開
催

　

新
潟
県
南
部
、
長
野
県
と
の
県
境
に

位
置
し
、
人
口
約
五
万
人
を
数
え
る
十

日
町
市
は
一
九
五
四
年
の
市
制
施
行
以

来
、
幾
度
か
周
辺
の
町
村
と
合
併
し
、

東
京
二
三
区
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
広

さ
に
。
そ
の
中
心
の
信
濃
川
が
流
れ
る

一
帯
の
積
雪
量
は
、
平
年
で
二
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
に
も
な
る
が
、
多
い
年
に
は
四

メ
ー
ト
ル
を
も
超
え
る
日
本
有
数
の
豪

雪
地
帯
だ
。

　

か
つ
て
そ
の
産
業
の
要
は
着
物
だ
っ

た
が
、
生
活
様
式
の
変
化
と
と
も
に
そ

の
勢
い
を
失
っ
て
い
っ
た
と
振
り
返
る

の
は
、
十
日
町
市
長
の
関
口
芳
史
氏
だ
。

東
京
ほ
か
国
内
外
で
の
勤
務
を
経
て
、

一
九
九
五
年
に
十
日
町
市
に
戻
り
、
同

市
助
役
を
経
て
、
二
〇
〇
九
年
以
降
、

現
職
を
務
め
る
。

　
「
故
郷
に
戻
っ
て
き
た
と
き
は
バ
ブ

ル
も
崩
壊
し
て
お
り
、
織
物
産
業
の
盛

ん
だ
っ
た
昔
は
よ
か
っ
た
と
い
う
話
を

結
構
聞
き
ま
し
た
」

　

地
域
の
過
疎
化
も
進
ん
で
い
た
十
日

町
市
だ
が
、
実
は
こ
こ
二
〇
年
で
変
化

を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
大
き
な
て
こ
に

な
っ
た
の
は
二
○
○
○
年
以
来
、
三
年

ご
と
に
十
日
町
市
と
隣
の
津つ

南な
ん

町
を
会

場
に
開
催
さ
れ
る
「
大
地
の
芸
術
祭　

越え
ち
ご
つ
ま
り

後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
」。

四
〇
カ
国
を
超
え
る
国
や
地
域
か
ら
招

か
れ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
芸
術
祭
を
重

ね
る
ご
と
に
残
し
た
作
品
約
二
○
○
点

　十日町市
飯
山
線

上
越
新
幹
線

●

関
越
自
動
車
道

北越急行ほくほく線

南魚沼市

長野県
群馬県

信
濃
川

えちごゆざわ
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●
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●

●
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●
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●

六日町IC

湯沢IC

湯沢町

小千谷市

柏崎市 長岡市

津南町

むいかまち

おぢや

ほくほく
おおしま

まつだい

とおかまち

うおぬま
なかじょう

上越線

●
えちごかわぐち

●うらさ

上
越
市

魚
野
川

「大地の芸術祭のアーティストの視点を通して、郷
土料理を含めた伝統文化や農業に勤しんできた歴
史、自然に恵まれた美しい景観など、受け継がれ
てきた十日町の魅力を再認識させられました」と
話す市長の関口芳史氏。

左／松之山地区の「松陰寺」に残る全国で3体しかないといわれる貴重なマリア観音で、
手に子どもを抱いている。右／市街地を見渡す高台に立つ「諏訪神社」。境内には機

はた

織
お

り
の神を祀

まつ

る「御
おんはた

機神社」がある。

例年 5月 3日に行われる「十日町きものまつり」では、地元の人も
華やかな着物に身を包む。� （写真提供：十日町市）



（
注�

１
）
北
川
フ
ラ
ム
氏
と
原
田

審
議
委
員
の
対
談
に
つ
い
て

は
、『
に
ち
ぎ
ん
』
四
五
号
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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が
全
域
に
点
在
し
、
一
年
を
通
し
て
楽

し
め
る
上
、
年
四
回
季
節
ご
と
に
企
画

展
や
イ
ベ
ン
ト
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
「
今
や
十
日
町
は
大
地
の
芸
術
祭
の

里
、
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
が
で
き
つ
つ
あ

り
ま
す
。
多
く
の
市
民
が
関
わ
り
を
も

ち
、『
う
ち
は
芸
術
祭
を
や
っ
て
る
け

ん
ね
』
と
い
う
意
識
、
誇
り
が
、
老
若

男
女
問
わ
ず
市
民
の
中
に
根
付
い
て
い

ま
す
。
芸
術
祭
が
あ
る
ま
ち
だ
か
ら
住

み
た
い
、
働
き
た
い
と
い
う
移
住
者
も

多
い
」

　

そ
う
関
口
氏
が
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た

大
地
の
芸
術
祭
は
、
い
っ
た
い
十
日
町

市
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

高
齢
者
に
元
気
を
も
た
ら
し
た

若
い
世
代
と
の
交
流

　

大
地
の
芸
術
祭
の
総
合
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
を
務
め
る
の
は
、
新
潟
県
出
身
の

ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
北
川
フ
ラ
ム

氏
（
注
１
）。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
越
後
妻
有
里

山
協
働
機
構
事
務
局
長
の
藪
田
尚
久
氏

は
、
そ
の
北
川
氏
と
と
も
に
時
間
を
か

け
て
地
な
ら
し
を
し
て
き
た
が
、
決
し

て
順
風
満
帆
な
船
出
で
は
な
か
っ
た
と

話
す
。　

　
「
過
疎
化
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
く

中
、
市
外
と
の
交
流
人
口
を
増
や
し
て

い
く
方
策
を
考
え
な
い
と
先
々
地
域
は

衰
退
す
る
。
そ
の
強
い
危
機
感
か
ら
、

芸
術
祭
を
企
画
し
ま
し
た
。
初
回
開
催

前
の
四
年
間
、
小
さ
な
集
落
を
含
め
て

延
べ
約
二
〇
〇
〇
回
に
も
の
ぼ
る
住
民

向
け
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。
過
疎
対

策
に
芸
術
が
役
立
つ
と
い
う
こ
と
を
訴

え
続
け
ま
し
た
が
、
当
時
は
誰
も
芸
術

の
ま
ち
十
日
町
市
を
想
像
で
き
て
い
な

か
っ
た
で
す
ね
」

　

今
で
は
日
本
各
地
で
芸
術
祭
が
開
催

さ
れ
て
い
る
が
、
十
日
町
市
は
そ
の
先

駆
的
存
在
。
観
光
や
産
業
振
興
で
は
な

く
、
地
域
振
興
が
目
的
で
あ
る
こ
と
が

ほ
か
と
大
き
く
異
な
る
と
い
う
。

　
「
地
域
の
歴
史
に
最
大
限
の
敬
意
を

払
い
つ
つ
、
外
の
人
と
交
わ
る
仕
掛
け

を
、
と
の
思
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
参

加
し
て
く
れ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
方
々

に
は
、
自
身
の
作
品
を
ど
う
見
せ
る
か

だ
け
で
な
く
、
地
域
の
た
め
に
ど
う
す

れ
ば
い
い
か
を
考
え
て
ほ
し
い
、
と
お

願
い
し
て
き
ま
し
た
」

　

圏
域
に
広
く
点
在
す
る
大
小
の
集
落

を
巻
き
込
む
た
め
、
作
品
は
意
図
的
に

分
散
し
て
展
示
。
開
催
当
初
は
作
品
を

置
く
こ
と
に
反
対
の
声
も
少
な
く
な

く
、
設
置
場
所
は
市
有
地
や
市
の
施
設

が
中
心
だ
っ
た
。
し
か
し
、
芸
術
祭
の

回
を
重
ね
る
に
つ
れ
賛
同
者
が
増
え
、

自
分
の
集
落
に
も
作
品
を
、
と
い
っ
た

声
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
理
由
を

藪
田
氏
は
こ
う
語
る
。

　
「
芸
術
祭
を
観
に
来
て
く
だ
さ
る
方

が
増
え
続
け
、
二
○
一
八
年
に
は
芸
術

祭
開
催
期
間
中
（
五
一
日
間
）
で
五
十

数
万
人
を
数
え
る
ま
で
に
な
り
ま
し

た
。
海
外
を
含
め
、
こ
ん
な
に
も
多
く

の
人
が
来
る
ん
だ
と
、
地
元
の
方
々
は

驚
か
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
来
場
者

の
増
加
と
い
う
現
実
の
効
果
は
大
き

か
っ
た
で
す
ね
。
さ
ら
に
見
逃
せ
な
い

こ
と
は
、
芸
術
祭
を
通
じ
て
、
地
元
の

年
配
の
方
と
、
外
か
ら
来
る
若
い
世
代

上／ 2012 年の芸術祭の際に現在の形に
リニューアルした「越後妻有里山現代美
術館［キナーレ］」は、中庭全体も作品。
「Palimpsest：空の池」（レアンドロ・エルリッ
ヒ）。下／「Rolling�Cylinder,�2012」（カー
ルステン・ヘラー）ほか、数多くのモダンアー
トに触れられる。

柱状の岩が彩る「清
きよ

津
つ

峡
きょう

」は、日本三
大峡谷に数えられる観光名所のひとつ。
峡谷から続くトンネルの景色は、2018
年の芸術祭作品「Tunnel�of�Light」（マ・
ヤンソン／MADアーキテクツ）とし
て新たな価値が見いだされた。
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「将来的には産業を興す手伝いなど、よ
り踏み込んだ形で芸術祭を開催したい」
と話すＮＰＯ法人越後妻有里山協働機
構事務局長の藪田尚久氏（右）。地元サ
ポーターの樋口道子氏（左）は、「最初
はアートのことはよく分からないまま
芸術祭に関わっていましたが、ご案内す
るうちに作品への感想が見た方によっ
て異なることに気づき、面白くなってき
ました」とガイド中に得た実りを語る。

「花咲ける妻有」（草間彌生）。後ろには北越急行ほくほく線
の線路があり、背景を電車が彩ることもある。

と
の
交
流
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
す
。
作

品
の
維
持
管
理
な
ど
を
担
う
サ
ポ
ー

タ
ー
『
こ
へ
び
隊
』
に
、
学
生
を
は
じ

め
国
内
外
か
ら
多
数
の
応
募
が
あ
り
ま

し
た
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
制
作
や
こ
へ

び
隊
の
活
動
を
地
元
の
人
た
ち
が
手
伝

う
と
い
う
、
い
い
循
環
が
生
ま
れ
て
い

き
ま
し
た
」

　

芸
術
作
品
を
作
る
た
め
の
大
工
道
具

の
扱
い
を
含
め
、
若
い
人
た
ち
の
様
子

を
見
か
ね
て
協
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
笑
い
な
が
ら
藪
田
氏
の
話
を
継
い
だ

の
は
、
地
元
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
芸
術

祭
に
関
わ
る
樋
口
道
子
さ
ん
だ
。

　
「
若
い
人
た
ち
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、

地
域
の
お
年
寄
り
が
見
違
え
る
よ
う
に

元
気
に
な
り
ま
し
た
。
家
で
毎
日
食
卓

に
の
ぼ
る
郷
土
料
理
を
、
芸
術
祭
の
参

加
者
の
皆
さ
ん
は
お
い
し
い
お
い
し
い

と
喜
ん
で
食
べ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、

も
て
な
し
に
や
り
が
い
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
こ
ん
な
雪
国
は
住
む
と
こ
ろ
じ
ゃ

な
い
、
自
慢
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い

と
い
う
の
が
年
配
の
方
の
口
癖
で
し
た

が
、
芸
術
祭
に
関
わ
る
こ
と
で
地
域
の

魅
力
に
気
づ
き
、
自
信
と
誇
り
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
」

　

樋
口
氏
は
作
品
を
案
内
す
る
ガ
イ
ド

役
を
担
う
こ
と
も
あ
る
が
、
時
に
は
身

振
り
手
振
り
を
交
え
て
国
際
交
流
を
楽

し
ん
で
い
る
そ
う
だ
。

　
「
織
物
産
業
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
は
、
全

国
か
ら
買
い
付
け
の
人
が
集
ま
っ
て
き

て
い
ま
し
た
。
旅
人
を
歓
迎
す
る
心
は
、

芸
術
祭
の
前
か
ら
十
日
町
に
根
付
い
て

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

地
域
が
協
力
し
て
田
畑
を
耕
す
農
作

業
と
、
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
織
物
産
業
。

受
け
継
が
れ
た
心
の
遺
産
が
、
再
び
花

開
い
て
い
た
。
芸
術
祭
の
思
わ
ぬ
効
果

を
樋
口
氏
は
こ
う
話
す
。

　
「
芸
術
祭
が
な
け
れ
ば
お
そ
ら
く
縁

が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
地
域
の
方
と
、

新
た
な
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

の
が
う
れ
し
い
で
す
ね
。
今
は
そ
う
し

た
方
々
と
一
緒
に
芸
術
祭
を
盛
り
上
げ

て
い
ま
す
」

　

古
民
家
を
再
生
し
、
芸
術
祭
の
参
加

者
や
観
光
客
を
郷
土
料
理
で
も
て
な
す

「
う
ぶ
す
な
の
家
」
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て

も
働
く
樋
口
氏
。
芸
術
祭
を
機
に
、
市

民
同
士
で
新
た
な
交
流
が
生
ま
れ
て
い

る
状
況
が
興
味
深
い
。 

下／「うぶすなの家」（入澤美時、安藤邦廣）は、茅
かや

葺
ぶ

きの民家を再
生した作品。中には地元の食材や器を使った食事を提供するレストラ
ンがあり、樋口氏も携わる。

上／「地震計」（オノレ・ドゥオー）
と、雪国の農耕文化を発信する「ま
つだい雪国農耕文化村センター『農
舞台』」（MVRDV）。下／文字通り
棚田を舞台にした「棚田」（イリヤ
＆エミリア・カバコフ）。

芸
術
祭
や
作
品
の
場
所
を
示
す
標
識
兼
作
品
「
妻
有

広
域
の
サ
イ
ン
」（
ジ
ョ
ゼ
・
デ
・
ギ
マ
ラ
イ
ン
ス
）
は
、

市
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
ら
れ
る
。

新潟県十日町市地域の底力



十
日
町
市
博
物
館
の
展
示
室
「
雪
と
信
濃
川
」
に
は
、

囲
炉
裏
の
あ
る
古
民
家
を
移
築
。
か
つ
て
の
雪
国
の

暮
ら
し
を
よ
り
リ
ア
ル
に
体
感
で
き
る
よ
う
、
家
の

中
も
自
由
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

上／十日町市博物館の国宝「火焔型土器」。国宝は計
57点あり、そのうち 26点を展示している。下／縄
文時代と中世の遺跡が発見された場所は、「笹山遺跡
広場」として整備。復元した竪穴住居が見られる。

（
注�

２
）
日
本
遺
産
／
地
域
の
歴
史
的
魅
力
や
特
色

を
通
じ
て
我
が
国
の
文
化
・
伝
統
を
語
る
ス
ト
ー

リ
ー
を
文
化
庁
が
認
定
す
る
も
の
。
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縄
文
文
化
、
雪
国
の
暮
ら
し
、

織
物
産
業 

博
物
館
は
深
く
ま
ち
に 

ふ
れ
あ
う
場
所

　

芸
術
祭
誕
生
の
は
る
か
昔
に
こ
の
地

で
生
ま
れ
た
ア
ー
ト
、
新
潟
県
で
唯
一

国
宝
に
指
定
さ
れ
た
火か

焔え
ん

型
土
器
も
ま

た
、
十
日
町
市
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な

い
存
在
。
地
域
の
歴
史
に
ふ
れ
ら
れ
る

二
○
二
○
年
六
月
一
日
開
館
の
「
十
日

町
市
博
物
館
」
で
も
、
展
示
物
の
主
役

を
担
う
。

　

火
焔
型
土
器
を
中
心
と
し
た
「
縄
文

時
代
と
火
焔
型
土
器
の
ク
ニ
」
の
ほ
か
、

「
織
物
の
歴
史
」「
雪
と
信
濃
川
」
の
三

つ
の
テ
ー
マ
で
展
示
が
展
開
さ
れ
て
い

る
が
、
開
館
直
後
の
六
月
十
九
日
に
う

れ
し
い
知
ら
せ
が
届
い
た
。
十
日
町
市

が
申
請
し
て
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
「
究
極

の
雪
国
と
お
か
ま
ち 

―
真
説
！
豪
雪

地
も
の
が
た
り
―
」
が
、「
豪
雪
に
育

ま
れ
た
『
着
も
の・食
べ
も
の・建
も
の・

ま
つ
り
・
美
』
の
も
の
が
た
り
が
揃
っ

て
い
る
」
と
し
て
日
本
遺
産
（
注
２
）
に

認
定
さ
れ
た
、
と
話
す
の
は
同
博
物
館

館
長
の
佐
野
誠
市
氏
だ
。

　
「
雪
と
い
う
環
境
の
中
、
衣
食
住
、
さ

ら
に
は
祭
り
と
美
と
い
う
形
で
、
我
々

の
祖
先
が
ず
っ
と
縄
文
か
ら
つ
な
い
で

き
た
系
譜
が
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ

た
。
時
宜
を
得
た
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
上
、

博
物
館
の
展
示
と
も
深
く
関
わ
り
が
あ

る
の
が
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
」

　

屋
根
ま
で
届
く
ほ
ど
の
積
雪
の
中
で

生
活
す
る
姿
を
映
し
出
す
展
示
な
ど
か

ら
、
豪
雪
に
よ
り
ま
ち
の
人
々
が
ど
れ

ほ
ど
苦
労
を
重
ね
て
き
た
か
を
実
感
で

き
る
ほ
か
、
織
物
を
は
じ
め
と
す
る
伝

統
的
な
暮
ら
し
が
、
い
か
に
雪
に
根
付

い
て
い
る
か
も
理
解
で
き
る
。

　

そ
う
し
た
豊
富
な
展
示
の
中
で
も
、

ず
ら
り
と
並
ぶ
火
焔
型
土
器
の
美
し
さ

と
存
在
感
は
異
彩
を
放
つ
。
わ
か
り
や

す
い
工
夫
が
施
さ
れ
、
興
味
を
か
き
立

て
ら
れ
る
展
示
に
は
、
佐
野
氏
の
強
い

思
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
。

　
「
以
前
、
研
修
の
た
め
に
米
国
の
小

さ
な
田
舎
町
を
訪
れ
た
際
、
ま
ず
は
博

物
館
に
案
内
さ
れ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で

我
々
の
祖
先
は
こ
う
い
う
文
化
な
ん
だ

と
い
う
の
を
見
せ
ら
れ
た
の
が
非
常
に

印
象
に
残
り
、
博
物
館
の
在
り
方
を
考

え
る
上
で
非
常
に
印
象
的
で
し
た
。
日

本
で
は
歴
史
的
な
背
景
な
ど
を
知
ら
な

い
ま
ま
観
光
を
終
え
て
し
ま
う
こ
と
が

多
い
。
十
日
町
市
に
旅
し
た
方
は
、
最

初
に
こ
の
博
物
館
を
訪
れ
て
い
た
だ
け

る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
」 

地
元
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
が

地
域
を
発
信
す
る 

力
に
な
り
得
る

　

長
野
県
と
の
県
境
、
市
の
西
部
に
位

置
し
、
八
百
有
余
年
の
歴
史
が
あ
る
松

之
山
温
泉
も
、
十
日
町
市
へ
の
旅
を
誘

う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
草
津
温
泉
、

有
馬
温
泉
と
並
ぶ
日
本
三
大
薬
湯
で
あ

「火焔型土器は炎を模したとの推定から名付けられま
したが、信濃川の流れを表現したのではないかとの
見方もあり、想像力がかきたてられます」という興
味深い話を語る「十日町市博物館」館長佐野誠市氏。
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左／明治後期の「大日本帝国著名
温泉一覧表」では小結の座にあっ
たほど、松之山温泉は昔から湯治
場として認知されていたと歴史を
語る「ひなの宿ちとせ」代表取締
役社長の柳一成氏。上／美肌効果
もあるという温泉の効能を、家庭
でも体感できるよう「松之山温泉
合同会社まんま」が企画した「松
之山温泉ミスト」は当初の予想を
超える人気商品に。

越
後
松
代
棚
田
群
「
星
峠
の
棚
田
」（
上
）、

「
蒲か
も
う生

の
棚
田
」（
左
・
写
真
提
供
：（
一
社
）

十
日
町
市
観
光
協
会
）
ほ
か
、
十
日
町
市

内
に
棚
田
が
広
が
り
、
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
、
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
海
外
か
ら

も
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
。

新緑、紅葉、雪景色と、季節でブナの木々
が表情を変える松之山地区の「美人林」。冬
場はスノーシューでの散策も楽しめる。

り
な
が
ら
、
ほ
か
の
二
つ
に
比
べ
て
圧

倒
的
に
知
名
度
が
低
い
と
調
査
で
判
明

し
た
こ
と
が
、
自
分
た
ち
が
動
き
出
す

契
機
に
な
っ
た
、
と
話
す
の
は
ひ
な
の

宿
ち
と
せ
代
表
取
締
役
社
長
の
柳
一
成

氏
だ
。

　
「
知
名
度
を
上
げ
て
い
く
た
め
、
一

軒
一
軒
で
は
な
く
温
泉
街
全
体
で
協
力

し
て
い
こ
う
と
、
二
○
○
八
年
に
旅
館

経
営
者
を
は
じ
め
地
元
の
有
志
が
出
資

し
て
『
松
之
山
温
泉
合
同
会
社
ま
ん
ま
』

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
」

　

柳
氏
が
代
表
を
務
め
る
ま
ん
ま
で

は
、
松
之
山
温
泉
の
名
物
料
理
を
つ
く

り
た
い
と
、
東
京
の
著
名
な
料
理
人
に

ア
ド
バ
イ
ス
を
依
頼
。
そ
の
中
で
、
独

自
性
を
出
そ
う
と
作
っ
て
い
た
料
理

が
、
実
は
東
京
で
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な

い
こ
と
が
分
か
り
、
落
胆
し
た
。
さ
ら

に
は
料
理
人
か
ら
の
、
地
元
の
何
が
お

い
し
い
の
か
と
の
質
問
に
対
し
、
皆
言

葉
に
詰
ま
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
米
が
お
い
し
い
な
ん
て
当
た
り
前

だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
た
ち
が

日
頃
食
べ
慣
れ
て
い
る
も
の
に
自
信
が

な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
地
味
な
地
元
の

料
理
を
出
し
て
も
お
客
様
に
喜
ば
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
。
で
も
、
私
た
ち

に
と
っ
て
は
あ
り
き
た
り
の
も
の
が
、

外
の
人
か
ら
見
る
と
当
た
り
前
で
は
な

い
し
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
も
の
こ
そ
お

客
様
は
味
わ
い
た
い
の
だ
と
気
づ
か
さ

れ
ま
し
た
。
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
く

中
で
、
地
元
の
素
材
を
生
か
し
、
磨
く

こ
と
こ
そ
松
之
山
の
進
む
べ
き
道
な
の

だ
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
」

　

そ
ん
な
経
緯
か
ら
生
ま
れ
た
名
物
料

理
が
、
文
字
通
り
棚
田
の
米
を
使
っ
た

「
棚
田
鍋
」。
地
元
産
の
妻
有
ポ
ー
ク
を

温
泉
で
低
温
調
理
す
る
「
湯と

う
じ
ぶ
た

治
豚
」
も

ま
た
人
気
が
高
い
。
朝
ご
飯
の
充
実
を

は
か
る
「
お
い
し
い
朝
ご
は
ん
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
も
松
之
山
の
名
を
高
め
た
。

　
「
朝
食
は
ど
こ
の
旅
館
で
も
出
さ
れ

ま
す
が
、
考
え
て
み
れ
ば
旅
館
を
離
れ

る
最
後
の
食
事
。
加
え
て
朝
食
と
言
え

ば
、
十
日
町
市
が
誇
る
お
米
が
欠
か
せ

な
い
。
そ
こ
に
山
菜
を
は
じ
め
松
之
山

の
食
材
を
出
す
こ
と
で
、
ま
ち
の
良
さ

が
際
立
つ
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
」

　

果
た
し
て
、
柳
氏
の
発
案
は
新
潟
県

全
域
に
広
が
る
ほ
ど
ま
で
に
注
目
さ
れ

た
。
さ
ら
に
は
、
地
元
の
案
内
役
と
連

携
し
て
旅
行
商
品
を
つ
く
り
、
雪
景
色

や
美
し
い
ブ
ナ
の
森
「
美
人
林
」
な
ど

を
案
内
す
る
旅
行
企
画
も
始
め
た
。
都

会
の
旅
行
代
理
店
で
は
な
く
、
地
元
の

人
が
発
案
し
、
地
域
の
魅
力
を
伝
え
る

こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
柳
氏
は
い
う
。

　
「
旅
館
は
、
地
域
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス

新潟県十日町市地域の底力



山間部では、幻想的な朝霧の景色が見られる機会が少なくない。

「妻有ビール」代表取締役の髙木千歩氏が手にしているのは妻有
ビールのロゴが入った、再利用可能 1リットル瓶。地元産のそば
を使った「十日町そばエール」など、地産を意識したビールの開
発に力を注ぐ。

「
麻
織
物
」
の
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
松ま
つ
だ
い代
地
区
の
「
松ま
つ

苧お

神
社
本
殿
」。
戦
国
武
将
た
ち
が
祈
り
を
捧
げ
、

上
杉
謙
信
寄
進
の
小
刀
、
日
の
丸
の
軍
配
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。�

（
写
真
提
供
：
十
日
町
市
）
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的
な
存
在
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
滞
在
中
に
地
域
の
魅
力
を
か
い

ま
見
ら
れ
る
、
重
要
な
場
所
な
ん
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
こ
の
松

之
山
の
一
番
の
誇
り
は
や
は
り
お
湯
。

で
す
か
ら
な
に
よ
り
も
う
れ
し
い
の

は
、
お
客
様
が
『
や
っ
ぱ
り
松
之
山
の

お
湯
は
い
い
ね
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
宿

を
後
に
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
す
ね
」

　

十
日
町
市
の
豊
か
な
暮
ら
し
に

心
惹ひ

か
れ
て
移
住
を
果
た
す

　

十
日
町
市
で
は
、
新
た
な
特
産
品
も

生
ま
れ
て
い
る
。
地
元
で
醸
さ
れ
る「
妻

有
ビ
ー
ル
」
だ
。
妻
有
ビ
ー
ル
株
式
会

社
代
表
取
締
役
の
髙
木
千
歩
氏
は
も
と

も
と
東
京
在
住
だ
っ
た
が
、
祖
父
母
や

親
戚
が
住
む
十
日
町
に
は
幼
い
頃
か
ら

頻
繁
に
訪
れ
て
い
た
。
二
○
一
一
年
に

移
住
し
た
き
っ
か
け
は
東
日
本
大
震

災
、
そ
し
て
翌
日
に
発
生
し
た
長
野
県

北
部
地
震
だ
。

　
「
東
日
本
大
震
災
の
直
後
、
買
い
占

め
が
続
く
東
京
で
は
、
お
金
が
あ
っ
て

も
も
の
が
買
え
な
い
状
況
。
自
分
は
そ

う
い
う
と
こ
ろ
で
暮
ら
し
た
い
の
か
と

自
問
し
ま
し
た
。
十
日
町
な
ら
、
田
畑

が
あ
る
。
食
べ
る
も
の
を
自
分
で
作
る

生
活
が
当
た
り
前
。
こ
こ
に
は
生
き
て

い
く
た
め
の
力

が
あ
る
と
思
っ

た
ん
で
す
。
二

○
○
七
年
の
新

潟
中
越
沖
地
震

の
際
、
こ
の
地

域
の
方
は
湧
き

水
と
薪
ス
ト
ー

ブ
で
調
理
を
し

た
と
い
う
話
も

胸
を
よ
ぎ
り
ま

し
た
」

　

会
社
を
辞

め
、
十
日
町
市
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊

に
参
加
。
そ
の
後
、
大
好
き
な
地
ビ
ー

ル
が
飲
め
る
ビ
ア
レ
ス
ト
ラ
ン
の
経
営

を
手
が
け
る
中
、
お
客
様
か
ら
の
「
十

日
町
の
地
ビ
ー
ル
は
な
い
の
か
」
と
い

う
一
言
が
き
っ
か
け
に
な
り
、
な
ら
ば

自
分
で
つ
く
ろ
う
と
一
念
発
起
し
た
。

　

ビ
ア
レ
ス
ト
ラ
ン
や
醸
造
所
の
設

立
・
運
営
に
あ
た
り
、
髙
木
氏
が
助
け

ら
れ
た
の
は
、
地
元
の
密
接
な
人
の
つ

な
が
り
だ
と
い
う
。

　
「
困
っ
た
と
き
に
は
誰
か
に
相
談
す

れ
ば
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
し
、
人

を
紹
介
し
て
く
れ
る
。
都
会
だ
と
縁
遠

く
感
じ
ら
れ
る
市
役
所
も
、
何
か
を
手

が
け
る
際
に
関
係
が
近
い
の
も
こ
の
地

域
の
大
き
な
魅
力
で
す
ね
」

　

市
の
補
助
金
に
加
え
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
資
金
調
達
な
ど
周
囲

の
協
力
を
得
て
、
二
〇
一
七
年
一
月
に

会
社
設
立
。
翌
年
の
一
月
に
ビ
ー
ル
の

仕
込
み
を
始
め
た
。
一
カ
月
の
熟
成
を

経
て
最
初
の
お
披
露
目
と
な
っ
た
「
十

日
町
雪
ま
つ
り
」
に
は
、
大
勢
の
客
が

訪
れ
た
そ
う
だ
。

　
「
多
く
の
人
に
支
援
し
て
い
た
だ
い

た
の
で
、
完
成
ま
で
は
緊
張
感
が
あ
り

ま
し
た
が
、
雪
ま
つ
り
で
の
出
店
で
責

任
を
一
つ
果
た
せ
た
と
い
う
思
い
で
、

ほ
っ
と
し
ま
し
た
」

　

そ
の
お
い
し
さ
は
、
そ
の
後
の
イ
ベ

ン
ト
で
の
人
気
の
高
さ
や
、
松
之
山
温
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1950 年から続く「十日町雪まつり」は毎年 2月中旬の開催。
市民が主体の雪のイベントとしては国内初であることから、
十日町市は「現代雪まつり発祥の地」とされる。写真は祭り
開催期間中にメインエリアの越後妻有交流館キナーレで行わ
れた雪上茶席の会場と十日町きもの女王 2019。�
� （写真提供：十日町市）

「究極の雪国とおかまち�―真説！豪雪地ものがたりー」の日
本遺産認定を祝うセレモニー。� （写真提供：十日町市）

近
年
は
暖
冬
の
影
響
に
よ
り
ま
ち
な
か
の
積
雪
量
は

減
っ
た
と
は
い
え
、
大
雪
の
年
は
圧
巻
の
雪
景
色
が

見
ら
れ
る
。��

（
写
真
提
供
：
十
日
町
市
）

泉
ほ
か
地
元
の
宿
泊
施
設
、
飲
食
店
で

の
需
要
の
高
ま
り
が
物
語
る
。
現
在
、

一
般
の
小
売
り
は
醸
造
所
で
の
一
リ
ッ

ト
ル
の
大
瓶
の
み
の
直
販
に
限
ら
れ
て

い
る
が
、
通
信
販
売
を
と
の
全
国
か
ら

の
声
に
応
え
、
小
瓶
で
の
販
売
を
計
画

し
て
い
る
と
か
。
イ
ベ
ン
ト
以
外
で
も
、

観
光
客
が
気
軽
に
喉
を
潤
せ
る
日
は
遠

く
な
い
は
ず
だ
。

ま
ち
を
離
れ
た
人
た
ち
が 

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り 

故
郷
を
想
う
時
代

　
ま
ち
と
人
が
新
た
な
道
を
進
む
中
、

二
○
二
○
年
春
、
コ
ロ
ナ
禍
に
世
界
が

襲
わ
れ
、十
日
町
市
も
ま
た
自
粛
の
日
々

を
強
い
ら
れ
た
。だ
が
、今
回
の
取
材
で

お
会
い
し
た
方
々
は
皆
、
遠
く
離
れ
た

人
た
ち
と
の
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
つ
な

が
り
や
応
援
、
通
信
販
売
の
依
頼
な
ど

を
元
気
の
源
と
し
な
が
ら
、
前
向
き
に

活
動
し
て
い
て
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
は
、
県
内
外
の
大
学
や
専
門

学
校
に
通
う
十
日
町
市
出
身
の
学
生
た

ち
に
、
十
日
町
の
特
産
品
を
掲
載
し
た

カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト
を
贈
っ
た
と
い
う
、

市
長
の
関
口
氏
の
話
は
印
象
深
い
。

　「
地
域
の
魅
力
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ

た
『
本
で
旅
す
る
十
日
町
』
と
い
う
カ

タ
ロ
グ
ギ
フ
ト
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
思

い
が
け
ず
多
く
の
学
生
か
ら
感
謝
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
ん
で
す
。
高
校

卒
業
後
、
一
八
歳
に
な
っ
た
若
者
が
十

日
町
か
ら
出
て
い
く
の
を
何
と
か
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
若
者
た

ち
と
よ
う
や
く
つ
な
が
れ
た
と
い
う
う

れ
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
」

　
故
郷
に
帰
れ
な
い
中
で
の
市
か
ら
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
は
、
十
日
町
を
離
れ
て
暮

ら
す
若
者
の
心
に
優
し
く
響
き
、
大
き

な
励
ま
し
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
在

宅
勤
務
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
今
、
未
来

が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
関
口
氏

は
話
す
。

　「
業
種
に
も
よ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
ど
こ
で
も
仕
事
が
で
き
る
と
な
れ

ば
、
都
市
圏
の
企
業
に
就
職
し
た
と
し

て
も
、
ふ
る
さ
と
に
比
重
を
置
い
た
人

生
設
計
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
コ
ロ
ナ
禍
は
人
々
に
大
き
な
困

難
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
が
、
東
京
に

人
と
モ
ノ
と
カ
ネ
を
集
中
さ
せ
、
大
き

な
経
済
効
果
を
得
る
と
い
う
こ
れ
ま
で

の
流
れ
を
、
考
え
直
す
大
き
な
転
機
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
豊
か
な
暮
ら

し
が
あ
る
十
日
町
で
待
っ
て
い
ま
す
、

と
言
い
た
い
で
す
ね
」

　
実
際
、
か
つ
て
妻
有
ビ
ー
ル
の
髙
木

氏
が
東
京
を
離
れ
た
よ
う
に
、
今
回
の

コ
ロ
ナ
禍
で
地
方
の
良
さ
に
あ
ら
た
め

て
思
い
を
は
せ
た
人
は
少
な
く
な
い
は

ず
。『
雪
国
で
の
暮
ら
し
は
大
変
』
と
長

年
言
わ
れ
て
き
た
十
日
町
だ
が
、
日
本

遺
産
の
認
定
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

当
た
り
前
で
お
荷
物
と
思
わ
れ
て
い
た

存
在
が
、
地
域
に
豊
か
な
恵
み
を
生
み

出
す
源
で
も
あ
っ
た
と
、
前
向
き
に
と

ら
え
る
動
き
が
出
て
く
る
こ
と
も
期
待

で
き
そ
う
だ
。

　
芸
術
祭
の
誕
生
か
ら
、
二
〇
年
。
ま

ち
に
活
力
が
生
ま
れ
、
受
け
継
が
れ
て

き
た
歴
史
や
伝
統
文
化
が
見
直
さ
れ
る

中
、
芸
術
作
品
の
あ
る
景
色
を
日
常
と

し
て
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
信
濃
川

の
サ
ケ
の
よ
う
に
自
然
と
故
郷
に
戻
っ

て
く
る
日
は
そ
う
遠
く
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

新潟県十日町市地域の底力




