
❤
や
っ
ち
ゃ
ん
の
似
顔
絵
提
供
：
ひ
さ
か
さ
ん 

瓶
に
換
算
す
る
と
八
千
五
百

本
分
に
も
相
当
し
ま
す
。 

 

大
間
々
町
誌
の
記
録
で
は

「
こ
の
火
災
で
焼
失
し
た
家

屋
は
二
百
七
十
三
戸
、
土
蔵

二
十
三
棟
、
町
役
場
、
警
察

署
、
銀
行
、
小
学
校
な
ど
を

焼
失
さ
せ
、
群
馬
県
の
火
災

史
上
に
残
る
も
の
と
な
っ

た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

岡
商
店
は
、
天
明
七
年
に

大
間
々
で
醸
造
業
を
始
め
た

近
江
商
人
で
す
。
近
江
商
人

は
「
売
り
手
よ
し
、
買
い
手

よ
し
、
世
間
よ
し
」
の
『
三

方
良
し
』
の
精
神
を
守
り
続

け
、
こ
の
時
の
大
火
災
で
も

「
世
間
よ
し
」
の
た
め
に
商

品
の
醤
油
を
消
火
の
た
め
に

いい話 

猛
威
を
ふ
る
い
、
猖
獗
（
し
ょ
う
け
つ
・

荒
れ
狂
う
さ
ま
）
を
極
め
て
い
た
。
各
隊

の
消
防
手
は
烈
火
の
中
を
右
に
左
に
奔

走
し
た
が
周
囲
を
烈
火
に
取
り
囲
ま
れ

四
方
八
面
に
逃
走
せ
ざ
る
を
得
な
い
有

様
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
水
源
が
乏
し

か
っ
た
た
め
、
隊
の
防
御
は
全
く
機
能

し
な
く
な
り
、
遂
に
当
店
の
板
塀
に
飛

び
火
し
材
木
小
屋
へ
と
延
焼
し
た
。
こ

の
危
難
の
折
、
水
源
が
渇
乏
す
る
時
に

及
び
、
当
店
蔵
人
は
煮
込
七
十
二
～
三

石
、
二
番
醤
油
十
二
～
三
石
ほ
ど
を
使

用
し
て
消
火
に
あ
た
り
、
そ
の
効
あ
っ

て
よ
う
や
く
火
は
鎮
ま
っ
た
」 

  

こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
消
火
の
た
め

に
使
っ
た
醤
油
は
約
八
十
五
石
、
一
升
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今
か
ら
百
二
十
九
年
前
の
一
八
九

五
年
、
大
間
々
の
歴
史
に
残
る
大
火

災
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
様

子
が
岡
直
三
郎
商
店
の
文
書
蔵
に
保

存
さ
れ
て
い
た
「
大
火
災
の
顛
末

書
」
に
克
明
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
四
月
二
十
六
日
午
後
三
時
、
警
報

が
耳
を
つ
ら
ぬ
き
、
鐘
の
音
が
け
た

た
ま
し
く
鳴
り
響
い
た
。
二
丁
目
の

空
家
か
ら
出
火
し
た
火
災
は
、
ま
た

た
く
間
に
町
の
東
街
、
西
街
を
経
て

三
丁
目
を
全
焼
し
、
四
丁
目
に
ま
で

広
が
っ
た
。
こ
の
頃
に
は
風
が
益
々

 

 

大
火
災
の
顛
末
書 

第
三
百
四
十
五
号
は
令
和
六
年
五
月
一
日(

水)

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
。

 

祷
を
お
願
い
し
て

参
加
者
の
健
康
祈

願
を
行
い
ま
す
。 

 

 

ま
た
、
十
時
半

か
ら
は
『
大
間
々

六
人
衆
歴
史
巡

り
』
と
題
し
て
、

高
草
木
家
、
大
塚

家
な
ど
を
巡
り
、
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ

た
高
草
木
家
の
土
蔵
の
内
部
に
保
存
さ
れ

て
い
る
『
お
宝
見
学
』
な
ど
も
予
定
し
て

い
ま
す
。
大
間
々
町
の
歴
史
や
文
化
に
触

れ
る
こ
と
で
こ
の
町
へ
の
愛
着
や
誇
り
を

感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

使
い
、
町
の
半
分
を
救
い
ま

し
た
。
火
災
後
に
は
「
当
店

よ
り
金
五
十
円
を
罹
災
者
救

助
義
捐
金
と
し
て
篤
志
出
金

し
、
焼
け
出
さ
れ
た
家
に
は

個
別
に
見
舞
を
し
た
」
と
顛

末
書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

岡
商
店
に
は
近
所
の
人
に

使
っ
て
も
ら
う
た
め
の
『
三

方
良
し
の
井
戸
』
が
あ
り
ま

す
。
水
に
困
っ
た
大
火
災
の

時
の
教
訓
か
ら
掘
ら
れ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

長
澤
薬
師
『
目
の
字
奉
納
』

 

枝
垂
桜
が
目
印
の
大
間
々
町
四
丁
目

ま
ま
通
り

で
長
澤
薬
師

『
目
の
字
奉
納
』
を
開
催
致
し
ま
す
。 

 

長
澤
薬
師
は
、
今
か
ら
四
百
三
十
年

前
に
大
間
々
町
を
開
い
た
「
草
分
け
六

人
衆
」
の
家
柄
の
長
澤
家
が
代
々
守
り

続
け
て
き
た
薬
師
様
で
『
目
』
の
字
を

九
つ
書
い
て
奉
納
す
る
と
眼
病
に
ご
利

益
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

「
三
方
良
し
」
の
会
で
は
、
地
域
の
伝

統
文
化
で
も
あ
る
「
目
の
字
奉
納
」
を

次
の
世
代
に
伝
え
る
た
め
に
今
年
も
、

六
人
衆
と
ご
縁
の
深
い
光
栄
寺
様
に
祈

 

 

  

 

自
分
の
誕
生
日
が
近
づ
く
と
、
大
野
勝
彦
さ
ん
の

「
誕
生
日
」
と
い
う
詩
画
作
品
を
思
い
出
し
ま
す
。 

 

「
誕
生
日
は
そ
っ
と
自
分
に
あ
り
が
と
う
を
言
う
日

で
す 

そ
し
て 

父
さ
ん
母
さ
ん
に
感
謝
す
る
大
切
な

日
で
す
」 

大
野
さ
ん
は
農
業
機
械
で
両
手
を
切
断
し

て
以
来
、
義
手
で
感
動
的
な
詩
画
を
描
い
て
い
ま
す
。

大
野
さ
ん
は
エ
ッ
セ
イ
で
「
両
手
を
切
っ
て
、
自
分
で

は
何
一
つ
で
き
な
く
な
っ
た
時
に
初
め
て
家
族
や
周
囲

の
人
に
心
の
手
を
合
わ
せ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。 

暁
烏
敏
師
は
「
十
億
の
人
に
十
億
の
母
あ
る
も
我
が
母

に
勝
る
母
あ
り
な
ん
や
」
と
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

 

歳
を
重
ね
る
ほ
ど
母
へ
の
感
謝
が
深
ま
り
ま
す
。 

大野勝彦さん『誕生日』 

 

握
る
手
に
小
さ
き
菜
の
花
下
校
の
子 

通
学
路
の
あ
ち
こ
ち
に
菜

の
花
が
一
面
に
咲
い
て
い

て
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ

た
女
の
子
の
手
に
は
黄
色

い
菜
の
花
が
握
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
昔

と
違
っ
て
今
は
子
ど
も
の
数
が
少
な
く

な
り
、
外
で
遊
ぶ
子
供
の
姿
も
声
も
聞

こ
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
下
校
時
に
ラ

ン
ド
セ
ル
の
子
供
た
ち
の
姿
を
見
る

と
、
う
ち
の
孫
と
友
だ
ち
だ
ろ
う
か
な

ど
と
親
し
み
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

 

菜
の
花
の
花
言
葉
は
、
快
活
な
愛
、

小
さ
な
幸
せ
、
豊
か
さ
、
明
る
さ
、
予

期
せ
ぬ
出
会
い
な
ど
だ
そ
う
で
す
。 

 

菜
の
花
を
握
っ
て
家
路
に
向
か
う
女

の
子
を
見
て
い
る
と
、
ど
の
花
言
葉
も

ピ
ッ
タ
リ
合
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

長澤薬師『目の字奉納』

いろといろ代表取締役

 大間々町の中心地区で、空き家をリノベー

ションして地域文化の発信と交流を目指す活

動が始まりました。町の未来を創ろうとする

若い人たちの熱い思いが伝わってきます。 

毎年恒例の目の字奉納 

靖ちゃん日記 
やっ 


