
❤
や
っ
ち
ゃ
ん
の
似
顔
絵
提
供
：
ひ
さ
か
さ
ん 

親
和
が
書
い
た
文
字
を
現
在

の
三
越
の
越
後
屋
が
染
め
て

販
売
し
た
）
と
い
う
川
柳
も

あ
り
、
江
戸
の
山
王
祭
や
神

田
祭
、
富
岡
八
幡
宮
や
諏
訪

大
社
の
祭
禮
に
も
親
和
の
幟

が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
儒
学
者
の
林
述
斎
や
佐
藤

一
斎
も
幼
い
頃
に
親
和
に
書

を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
述

斎
は
「
師
匠
は
慎
み
深
く
、

些
事
も
無
駄
に
し
な
い
と
い

う
心
が
け
に
感
じ
入
っ
た
」

と

話

し
、
佐

藤

一
斎

に

は

「
少
に
し
て
学
べ
ば
即
ち
壮

に
し
て
為
す
こ
と
あ
り
。
壮

に
し
て
学
べ
ば
即
ち
老
い
て

いい話 

ら
発
見
さ
れ
た
七
ｍ
の
「
牛
頭
天
王
御

祭
禮
」
の
書
も
そ
の
時
に
大
間
々
で
書

い
た
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
し
た
。 

 

「
江
戸
に
旋
風
・
三
井
親
和
の
書
」

（
小
松
雅
雄
著
）
に
よ
る
と
、
親
和

（
一
七
〇
〇
～
一
七
八
二
）
は
信
州
諏

訪
に
生
ま
れ
、
東
都
（
江
戸
）
深
川
を

愛
し
続
け
た
人
で
し
た
。
彼
は
、
書
道

家
で
あ
り
武
道
家
、
特
に
弓
術
家
と
し

て
の
名
声
も
高
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

親
和
の
書
は
江
戸
時
代
後
期
に
一
世
を

風
靡
し
、
大
名
か
ら
庶
民
ま
で
に
熱
狂

的
に
支
持
さ
れ
、
彼
の
書
は
「
親
和

染
」
や
「
親
和
織
」
と
し
て
商
品
化
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
『
二
た
所
の
三
井
で

幟
出
来
上
が
り
』
（
ふ
た
所
と
は
三
井

親
和
と
三
井
越
後
屋
呉
服
店
の
こ
と
で

第３３７号  
令和５年９月１日発行 

 
 

 

戦
国
時
代
末
期
に
大
間
々
の
町
を

作
っ
た
「
大
間
々
草
分
け
六
人
衆
」

の
高
草
木
家
の
土
蔵
か
ら
三
井
親
和

が
書
い
た
「
牛
頭
天
王
御
祭
禮
」
の

書
が
発
見
さ
れ
て
話
題
に
な
り
ま
し

た
が
、
こ
の
た
び
大
間
々
町
二
丁
目

の
旧
家
・
長
澤
家
に
も
親
和
の
掛
軸

が
二
幅
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
早
速

伺
っ
て
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

長
澤
家
の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、

三
井
親
和
が
長
澤
家
に
泊
ま
っ
て
書

い
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
書
に

は
「
東
都 

親
和
」
と
い
う
署
名
と

落
款
が
あ
り
、
高
草
木
家
の
土
蔵
か

 

 
 

 
 

 

十
五
年
前
の
終
戦
記
念
日

の

夜
、
古

い

書

類

の

中

か

ら
、
父
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
の

思
い
出
を
記
し
た
便
箋
十
枚

の
手
記
と
軍
服
姿
の
写
真
を
発
見
し
ま

し
た
。
手
記
に
は
「
極
寒
の
地
で
栄
養

失
調
の
体
で
強
制
労
働
を
強
い
ら
れ
、

レ
ン
ガ
工
場
へ
行
く
た
め
の
舟
が
転
覆

し
て
半
数
以
上
の
二
十
四
名
が
犠
牲
に

な
っ
た
」
、
「
空
し
く
シ
ベ
リ
ア
の
川

底
に
沈
ん
だ
戦
友
を
思
う
と
き
、
断
腸

の
思
い
だ
っ
た
。
復
員
後
は
そ
の
遺
族

の
家
を
一
軒
一
軒
訪
問
し
葬
儀
に
も
列

席
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

父
が
生
き
て
帰
っ
た
お
陰
で
私
た
ち

姉
弟
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
九
月
二
十
三

日
は
父
の
二
十
三
回
目
の
命
日
で
す
。 

第
三
百
三
十
八
号
は
令
和
五
年
十
月
一
日
（
日
）
発
行
予
定
で
す
。 

虹

の

架

橋

⇐

検

索

で

、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

 

 

今
回
な
が
め
余
興
場

で
公
演
す
る
「
聞
名
寺

風
の
盆
講
中
・
越
中
八

尾
お
わ
ら
道
場
」
は
、

お
わ
ら
風
の
盆
の
歴
史

と
伝
統
を
守
り
続
け
て

い
る
団
体
。
女
踊
り
、

男
踊
り
、
唄
い
手
、
三

味
線
、
胡
弓
、
太
鼓
な
ど
約
二
十
名
が
出

演
し
ま
す
。
本
場
の
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま

「
な
が
め
余
興
場
」
で
再
現
し
、
公
演
終

了
後
は
余
興
場
の
庭
で
も
越
中
お
わ
ら
節

を
唄
い
、
優
雅
な
踊
り
を
披
露
し
ま
す
。 

衰
え
ず
。
老
い
て
学
べ
ば
即

ち
死
し
て
朽
ち
ず
」
と
い
う

名
言
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

二
百
数
十
年
前
の
親
和
の

書
が
大
間
々
で
大
切
に
保
存

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
江
戸
時

代
の
大
間
々
が
文
化
的
、
経

済
的
に
高
い
レ
ベ
ル
だ
っ
た

こ
と
の
証
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

 

伝
統
の
大
間
々
祇
園
祭
り

で
親
和
の
幟
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

哀
調
を
帯
び
た
胡
弓
の
音
色
に
合
わ

せ
て
唄
う
「
越
中
お
わ
ら
節
」
と
編
笠

を
深
く
か
ぶ
っ
て
情
緒
溢
れ
る
踊
り
を

繰
り
ひ
ろ
げ
る
「
お
わ
ら
風
の
盆
」
は

全
国
か
ら
二
十
万
人
以
上
も
の
観
光
客

が
訪
れ
る
日
本
有
数
の
お
祭
り
で
す
。 

 

「
風
の
盆
」
は
今
か
ら
約
三
百
年
前
、

立
春
か
ら
数
え
て
二
百
十
日
に
農
作
物

が
風
水
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
、
風
を

鎮
め
る
た
め
の
祈
り
を
込
め
て
祭
を

行
っ
た
の
が
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

 

  

 

今
か
ら
二
十
四
年
前
の
春
、
中
国
人
画
家
・
趙
国
明

さ
ん
の
絵
画
展
が
さ
く
ら
も
ー
る
の
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ト

で
開
催
さ
れ
て
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
譲
っ

て
い
た
だ
い
た
の
が
『
高
原
牧
場
』
と
題
す
る
絵
で
し

た
。
の
ど
か
な
牧
場
の
夕
暮
れ
の
風
景
の
中
で
草
笛
を

吹
く
少
年
の
と
牛
た
ち
の
姿
が
と
て
も
印
象
的
で
す
。 

趙
国
明
さ
ん
は
一
九
六
二
年
生
ま
れ
。
四
歳
か
ら
絵
の

勉
強
を
は
じ
め
、
中
国
国
立
師
範
大
学
芸
術
家
研
究
課
程

を
修
了
。
世
界
各
地
で
個
展
を
開
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
サ
ロ

ン
国
際
展
で
も
入
選
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
上
海
と
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
と
前
橋
に
も
ア
ト
リ
エ
を
持
っ
て
い
た
趙
国
明
さ
ん 

 

と
、
い
つ
か
ま
た
お
会
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

趙国明さん『高原牧場』

 第4区お囃子保存会の会員で皆から愛される

高校生。394年目を迎えた今年の大間々祇園祭

の伝統行事では山車巡行の歴代最年少指揮者

として活躍し、注目と称賛を浴びました。 

ながめDEおわら風の盆 
9月9日（土）第1部15時半開演 

        第2部19時開演 

前売券1,500円 当日券2,000円 
前売券は、足利屋洋品店、さくら

もーる・アスク、小屋建築設計事

務所、井筒屋支店、シイナ。 

お問合せは…0277-73-1212足利屋 

梅沢富美男さんの「あいつ今何してる？」のながめ余興場編は8月26日13：30に変更になりました。

靖ちゃん日記 
やっ 


