
市
内
に
東
京
藝
術
大
学
出
身
の
芸
術

家
が
滞
在
し
、
作
品
を
制
作
す
る
「
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス

（A
IR

）」。
初
め
て
の
開
催
と
な
る
今

回
は
、
小
豆
島
に
工
房
を
持
つ
鋳
金
作

家
の
柴
田
早
穂
さ
ん
が
８
月
22
日
～
９

月
５
日
の
15
日
間
滞
在
し
、
制
作
活
動

を
行
い
ま
し
た
。
柴
田
さ
ん
に
滞
在
中

に
感
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
話
を
聞
き
ま

し
た
。

安
曇
野
市
で
の
滞
在
は
い
か
が

で
し
た
か
？

最
初
に
長
峰
山
展
望
台
か
ら
安
曇
野

市
を
眺
め
た
と
き
、
人
々
が
生
活
す
る

場
所
と
そ
の
間
を
複
雑
に
流
れ
る
川
と

堰
の
関
係
性
が
強
く
印
象
に
残
り
ま
し

た
。
地
形
を
立
体
的
に
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
々
の
営
ん
で
き
た
歴
史
や
生

物
の
分
布
な
ど
を
よ
り
具
体
的
に
想
像

す
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
興
味
深
い
滞

在
と
な
り
ま
し
た
。

特
に
拠
点
と
し
て
い
た
明
科
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
時
間
帯
に
里
山
・
田
ん

ぼ
・
犀
川
・
五
ヶ
用
水
を
日
々
覗
く
の

が
楽
し
み
で
し
た
。
特
別
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
身
近
な
世
界
に
目
を
凝
ら

す
と
、
複
雑
に
関
係
し
合
っ
た
た
く
さ

ん
の
存
在
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
毎
晩
、
拠
点
に
帰
っ
た
後
も
そ
の

関
係
の
な
か
に
自
身
を
組
み
込
み
な
が

ら
想
像
が
膨
ら
ん
で
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
滞
在
中
に
出
会
っ
た
方
々
が

そ
の
土
地
に
対
し
て
真
摯
に
向
き
合

い
、
皆
で
よ
り
よ
い
生
き
方
を
模
索
し

て
い
こ
う
と
す
る
姿
が
と
て
も
心
に
響

き
ま
し
た
。

展
示
「
い
と
な
み
の
か
け
ら 

つ
な
が
る
世
界
」
を
通
じ
て

10
月
16
日
（
日
）
～
30
日
（
日
）

穂
高
交
流
学
習
セ
ン
タ
ー
「
み
ら
い
」

展
示
で
強
く
感
じ
た
の
は
、
来
場
し

た
皆
さ
ん
が一緒
に
展
示
を
つ
く
っ
て
く

れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
で
し
た
。
映
像

と
展
示
さ
れ
た
造
形
物
と
を
行
き
来
し

な
が
ら
、
各
々
の
視
点
で
事
柄
の
関
係

性
を
想
像
し
て
く
れ
た
方
が
た
く
さ
ん

い
て
、在
廊
中
に
は
鑑
賞
後
の
皆
さ
ん

と
考
え
を
共
有
し
た
り
、
そ
こ
か
ら
新

し
い
発
見
が
生
ま
れ
た
り
、
そ
れ
ら
の

対
話
も
含
め
た
す
べ
て
が
作
品
を
つ
く

る
こ
と
な
の
だ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

安
曇
野
の
皆
さ
ん
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ

ど
こ
に
行
っ
て
も
と
て
も
丁
寧
に
案

内
し
て
い
た
だ
き
、
充
実
し
た
リ
サ
ー

チ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
展
示
に

お
越
し
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
安
曇
野
市
は
、
こ

れ
か
ら
も
継
続
的
に
訪
れ
た
い
場
所
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
皆
さ
ん
に
お
会
い

で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

柴田早穂さん

プロフィル◎ 1986 年大阪府生まれ、 ５歳から小豆島で過

ごす。 　2018 年東京藝術大学大学院美術研究科博士後期

課程工芸修了。 現在、 小豆島に 「宮の森鋳造工房」 を構え、

作品制作とワークショップを行う。

①リサーチの様子②展示風景③ホンドギツネが生まれるまで④犀川で出会った夏毛のホンドギツネ　　撮影 ： 坪佐利治、 山田毅

柴 田 さんが 滞

在中の様 子を

まとめた動画を

YouTubeで公

開中。ぜひご覧

ください。

▲市公式 YouTube

① ② ④

③

つ
な
ぐ 

安
曇
野
の
農
と
食

地
域
の
味
と
し
て
古
く
か
ら
愛
さ
れ
て
き
た

「伝
統
食
」。 

食
の
多
様
化
や
核
家
族
化
な
ど
が
進
む
中
、
昔
の
よ
う
に
慣
れ
親
し
む
機
会
や
食

す
る
機
会
が
減
少
し
て
い
ま
す
。

持
続
可
能
性
や
地
産
地
消
の
重
要
性
が
改
め
て
見
直
さ
れ
る
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
安
曇
野
の
食
文
化
を
未
来
に
つ
な
ぐ
。
そ
の
た
め
に
市
で
は
、
女
性
農
業
者

を
中
心
と
し
た
皆
さ
ん
を
支
援
し
、
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。

伝 統食や行事食は農の営みとつ

ながりが深く、 地域の農業や旬

の食材に目を向けるきっかけにもなり

ます。

市ホームページでは、 伝統食や農

産加工品等についての作り方やおいし

い食べ方、 作り手の方のエピソードな

どを掲載しています。 今後も、 随時情

報を更新していきます。

日 ごろから地域で伝統食や加工

技術の継承などで活躍いただ

いている長野県農村生活マイスター

（以下、 マイスター）。

その蓄積された知恵や技を動画に

残し、 公開しています

市ホームページ

暮らしの歳時記

市公式 YouTube チャンネル

つなぐ 安曇野の農と食

➊安曇平で昔から冬の常備菜として食べられてきた 「お

しょうゆの実」づくり➋伝統野菜「牧大根」➌春の味覚「山

菜」 の食べ方の紹介 ◀暮らしの歳時記
　（市ホームページ）

◀かぼちゃだんごの動画

　（市公式 YouTube）

①

② ③

④

⑥

⑤

食を未来へつなぐ活動に参加したい！

伝統食や郷土食について学びたい！

という方は、 ご相談ください。

問農政課　471 ・ 2427

➍りんご農家のレシピ （りんごおこわ） ➎おしゃかさまの

なくなった日にそなえるやしょうまづくり➏冬至のかぼち

ゃだんご

くらしのこよみ ～母からこども達へ～

著者 ： 　長野県農村生活マイスター安曇野支部　明科

４月から連載してきた 「ごはんを食べよう！ごはんとたべよう！

（17 ページに掲載）」 にも協力いただいたマイスターの皆さん。

本年、 制度開始から 30 周年となることから、 明科地域のマイス

ター６人が、地域の伝統行事や郷土食を後世に伝えようと、暦冊子「安

曇野明科くらしのこよみ」 を 13 年ぶりに改訂し、 発行しました。

季節のレシピや暦にまつわる農事の話題、 この地域での農作物の

作付けの目安などがカレンダーとなっています。

希望者には、 １部 1,000 円で販売しています。

問塩原さん 4090 ・ 2552 ・ 9678
冊子を作製した長野県農村生活マイスター

の塩原知佳子さん （左） と岡山きみ子さん （右）

安曇野
Ａアーティスト
Ｉイン
Ｒレジデンス

－柴田早穂－

長野県令和４年度東京藝術大学連携事業

▲薄暮　- 空から見る明科


