
荒井さんの切り絵には、ふるさと野田を
こよなく愛する温かさが伝わってきます

��

　

野
田
な
ら
で
は
の
伝
統
や
文
化
を
、
切
り
絵
で
表

現
し
て
い
る
荒
井
義
守
さ
ん
。
自
分
の
生
ま
れ
育
っ

た
地
域
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
次
の
世
代
に
も
伝
え
て

い
き
た
い
と
、
日
々
創
作
に
励
む
荒
井
さ
ん
に
お
話

し
を
伺
い
ま
し
た
。

野
田
の
伝
統
や
文
化
を
切
り
絵
に

荒井 義守さん

 

つ
く
舞
は

 

地
元
な
ら
で
は
の
民
俗
行
事

　

荒
井
さ
ん
が
作
品
の
題
材
に
取
り

上
げ
る
の
は
、
毎
年
7
月
中
旬
ご
ろ

開
催
さ
れ
る
三
ヶ
町
夏
祭
り
や
つ
く

舞
を
は
じ
め
、
年
中
行
事
な
ど
次
の

世
代
に
も
伝
え
続
け
た
い「
伝
統
」や

「
心
象
風
景
」で
す
。

　
「
し
か
し
、
鯉
の
ぼ
り
を
描
い
て
も
、

今
は
こ
の
近
所
で
は
鯉
の
ぼ
り
を
立

て
る
家
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
菖
蒲
湯
を
描
い
て
も
、
若
い
人

た
ち
に
意
味
が
伝
わ
る
か
ど
う
か
⋮
。

文
化
な
ど
に
ふ
れ
て

育
っ
て
き
ま
し
た
。

　
「
先
代
は
足
袋
を
作

る
職
人
で
し
た
が
、
時

代
が
変
わ
り
、
今
は
足

袋
以
外
の
商
品
も
扱

い
ま
す
ね
」と
店
の
奥

に
あ
る
荒
井
さ
ん
の

席
に
は
、
先
代
が
使
っ

て
い
た
足
袋
を
作
る

道
具
と
小
さ
な
作
業
台
が
置
か
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
こ
が
現
在
の
荒
井
さ

ん
の「
創
作
の
場
」で
も
あ
る
の
で
す
。

　
「
店
番
を
し
な
が
ら
で
も
、
ふ
っ
と

ア
イ
デ
ィ
ア
が
浮
か
ぶ
と
、
す
ぐ
に

こ
こ
で
切
り
絵
を
始
め
ま
す
」幼
い
頃

か
ら
物
を
作
る
こ
と
が
大
好
き
だ
っ

た
荒
井
さ
ん
が
切
り
絵
を
始
め
た
の

は
、
50
歳
代
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
。
偶

然
、
テ
レ
ビ
で
見
た
切
り
絵
の
講
座

が
き
っ
か
け
で
し
た
。「
道
具
も
材
料

も
み
ん
な
身
近
に
あ
り
、
手
に
入
れ

や
す
い
も
の
ば
か
り
な
の
で
、
こ
れ

は
自
分
に
も
で
き
そ
う
だ
」と
の
思
い

で
、
い
ろ
い
ろ
な
手
法
を
試
し
な
が

ら
身
に
つ
け
た
自
己
流
だ
そ
う
で
す

が
、
デ
ザ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
１
本
を
巧

み
に
使
い
、
下
絵
を
描
い
た
黒
い
紙

を
切
り
抜
い
て
、
独
特
な
タ
ッ
チ
で

表
現
し
て
い
き
ま
す
。

 

独
特
の
タ
ッ
チ
で

 

野
田
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
現

　

野
田
市
の
中
心
市
街
地
は
、
昔
か
ら

「
上
町
」「
中
町
」「
下
町
」の
3
区
に
分
か

れ
、地
域
で
行
わ
れ
る
夏
ま
つ
り
に
も
、

毎
年
交
代
で
当
番
を
決
め
て
係
わ
っ

て
き
ま
し
た
。
上
町
で
代
々
足
袋
店

を
営
ん
で
い
る
荒
井
さ
ん
も
、
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
地
元
の
伝
統
や
歴
史
、


