
❤
や
っ
ち
ゃ
ん
の
似
顔
絵
提
供
：
ひ
さ
か
さ
ん 

次
々
に
銅
山
が
発
見
さ
れ
、

天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
に

聖
武
天
皇
の
発
願
で
奈
良
の

大
仏
が
鋳
造
さ
れ
、
五
二
〇

ト
ン
の
銅
を
使
っ
て
完
成
、

開
眼
供
養
を
行
い
ま
し
た
。 

 

足
尾
銅
山
が
発
見
さ
れ
た

の
は
江
戸
時
代
初
期
の
慶
長

一
五
年

で
、
当

時
三
十
四
ヶ
所
あ
っ
た
銅
山

の
中
で
足
尾
銅
山
が
一
番
産

出
量
が
多
く
な
り
ま
し
た
。 

 

 

こ
の
本
の
中
で
『
銅
』
は

『
二
十
世
紀
は
機
械
の
文
明
で

あ
り
、
電
気
の
文
明
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
こ
の
電
気
を
や
っ
た

り
取
っ
た
り
で
き
る
の
は
吾
輩

の
力
に
よ
る
の
だ
。
吾
輩
が
身

を
絲
の
如
く
伸
ば
し
繋
い
で
い

いい話 

き
出
し
で
始
ま
り
、
夏
目
漱
石
の
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
の
小
説
と
同
様
に
銅

の
視
点
か
ら
日
本
の
歴
史
や
文
化
、
経

済
を
解
り
や
す
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

 

日
本
で
は
、
神
話
の
時
代
か
ら
「
三

種
の
神
器
」
の
銅
鏡
（
八
咫
鏡
）
が
登

場
し
、
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
仏
像
が

造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
銅
の
需
要
は

日
増
し
に
増
え
て
き
ま
し
た
。
日
本
で

初
め
て
銅
が
発
見
さ
れ
た
の
は
武
蔵
国

秩
父
郡
で
、
元
明
天
皇
は
ま
ず
年
号
を

和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
と
改
め
、
銅
の

発
見
者
三
人
に
は
国
司
以
上
の
位
を
授

け
、
日
本
国
中
の
罪
人
に
大
赦
を
下
さ

れ
、
高
齢
者
は
物
を
賜
り
、
「
和
同
開

珎
」
と
い
う
銅
銭
な
ど
の
鋳
造
も
始
ま

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
全
国
各
地
で

第３５４号  
令和７年２月１日発行 

 
 

『
吾
輩
は
銅
で
あ
る
』
は
、
大
正
初

期
に
足
尾
鉱
業
所
が
発
行
し
た
社
内

報
『
鉱
夫
之
友
』
に
連
載
さ
れ
た
お

話
で
す
。
『
吾
輩
は
銅
で
あ
る
。
吾

輩
は
日
本
の
銅
で
あ
る
。
生
立
っ
た

所
は
、
元
来
草
や
樹
に
覆
わ
れ
た
巌

の
底
で
あ
る
が
、
だ
ん
だ
ん
人
間
と

い
う
も
の
に
見
つ
け
ら
れ
、
つ
れ
出

さ
れ
て
、
今
で
は
世
界
各
国
到
る
と

こ
ろ
を
住
家
と
し
て
い
る
。
ず
い
ぶ

ん
人
間
が
吾
輩
を
重
宝
が
る
。
吾
輩

を
な
く
て
は
な
ら
ぬ
物
の
よ
う
に
言

う
。
そ
こ
で
吾
輩
も
金
属
仲
間
で
は

幅
を
利
か
し
て
い
る
…
』
と
い
う
書

 

第
三
百
五
十
五
号
は
令
和
七
年
三
月
一
日
（
土
）
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
。

 

富
弘
美
術
館
の
大
フ
ァ
ン
で
し
た
。 

今
回
は
『
星
野
富
弘
メ
モ
リ
ア
ル
』
と

題
し
て
、
富
弘
美
術
館
の
朗
読
グ
ル
ー

プ
『
杲
（
ひ
の
で
）
の
会
』
も
出
演
。

ロ
ビ
ー
で
は
富
弘
さ
ん
の
作
品
や
写
真

な
ど
も
展
示
い
た
し
ま
す
。
チ
ケ
ッ
ト

に
は
富
弘
美
術
館
の
無
料
鑑
賞
券
付

き
。
前
売
券
は
グ
ン
エ
イ
ホ
ー
ル
Ｐ
Ａ

Ｌ
、
大
間
々
図
書
館
、
み
ど
り
市
東
公

民
館
、
さ
く
ら
も
ー
る
、
桐
生
市
市
民

文
化
会
館
で
販
売
中
、
足
利
屋
で
も
お

買
い
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。 

今
月
の
写
真
《
３
５
４
》 

る
か
ら
機
械
も
電

話
も
電
灯
も
電
車

も
使
え
る
の
で
あ

る
』
と
自
慢
し
て
い
ま
す
。 

 

『
鉱
夫
之
友
』
を
編
集
復
刻
し

た
太
田
の
坂
本
寛
明
さ
ん
は

「
鉱
夫
之
友
は
、
読
者
に
役
立

つ
面
白
い
内
容
が
明
る
く
思
い

や
り
の
あ
る
言
葉
で
語
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
読
む
こ
と
で

社
会
で
の
行
動
意
欲
に
繋
げ
て

ほ
し
い
と
い
う
思
い
で
復
刻
し

ま
し
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。 

 

『
吾
輩
は
銅
で
あ
る
』
と
、
坂

本
さ
ん
の
著
書
『
み
ん
な
に
役

立
つ
足
尾
銅
山
の
歴
史
』
は
足

利
屋
で
も
販
売
中
。
是
非
読
ん

で
下
さ
い
。
（
各
二
百
円
） 

 

み
ど
り
市
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
曲
し

た
合
唱
曲
『
想
い
は
空
を
こ
え
て
』
や

『
あ
の
絵
の
向
こ
う
に
』
な
ど
の
名
曲

で
み
ど
り
市
に
も
フ
ァ
ン
が
多
い
フ

ル
ー
ト
奏
者
・
荒
川
洋
さ
ん
た
ち
六
人

の
カ
ル
テ
ッ
ト
・
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
＋
の

コ
ン
サ
ー
ト
が
今
年
も
開
か
れ
ま
す
。

生
前
、
星
野
富
弘
さ
ん
ご
夫
妻
も
こ
の

コ
ン
サ
ー
ト
を
楽
し
み
に
足
を
運
ん
で

く
だ
さ
り
、
荒
川
さ
ん
も
富
弘
さ
ん
と

 

 

  

 

何
年
か
に
一
度
、
夜
明
け
前
の
下
弦
の
月
が
渡
良
瀬

川
の
川
面
に
く
っ
き
り
と
映
る
日
が
あ
り
ま
す
。
雲
が

な
く
、
風
が
川
面
を
揺
ら
さ
な
い
静
か
な
冬
の
六
時
過

ぎ
、
高
津
戸
橋
か
ら
撮
っ
た
写
真
が
私
の
宝
物
で
す
。

月
の
満
ち
欠
け
の
周
期
と
日
の
出
の
時
刻
と
天
候
に
恵

ま
れ
て
奇
跡
的
に
撮
れ
た
写
真
、
あ
れ
か
ら
十
数
年
以

上
経
ち
ま
す
が
こ
れ
以
上
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス
に

巡
り
合
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
写
真
と
同
様

に
、
人
と
人
の
出
会
い
も
奇
跡
的
な
巡
り
合
わ
せ
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
常
に
そ
の
出
会
い
を
求

め
る
心
が
な
け
れ
ば
、
出
会
っ
て
い
て
も
気
づ
か
ず
に 

 

通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。 

 
 

 

初
午
の
空
の
匂
い
や
五
色
旗 

 

足
利
屋
の
裏
庭
に
は
屋
敷

稲
荷
が
あ
り
、
祖
父
の
代
か

ら
毎
朝
、
ご
飯
と
お
水
を
お

供
え
し
て
祀
っ
て
い
ま
す
。 

 

初
午

の
日
は
、

油
揚
げ
や
七
色
菓
子
を
お
供
え
し
、

「
稲
荷
大
明
神
」
と
書
か
れ
た
幟
や
五

色
の
旗
を
奉
納
し
て
家
の
「
守
り
神
」

へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
ま
す
。 

 

毎
朝
、
神
棚
や
恵
比
寿
・
大
黒
、
仏

壇
に
お
供
え
し
た
ご
飯
は
翌
朝
、
稲
荷

様
の
周
り
に
撒
き
、
雀
が
ご
神
木
の
楠

の
枝
や
祠
の
屋
根
で
待
っ
て
い
ま
す
。

鳥
た
ち
に
と
っ
て
も
稲
荷
様
は
命
を

護
っ
て
く
れ
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

初
午
は
二
月
六
日
。
五
色
旗
は
東
町

花
輪
の
足
利
屋
で
販
売
し
て
い
ま
す
。 

 

 マイトリー学園大間々南幼稚園の教頭

先生。ご夫婦で虹の架橋を愛読してくだ

さり、光子さんは「自称・やっちゃんを

囲む会の会長」を公言しています。 

星野富弘メモリアルコンサート 
☆3月9日㈰14時開演（13：15開場） 

☆グンエイホールPAL 

☆前売券 一般1,500円 

（高校生以下は前売当日共500円）

 前売券は足利屋にもあります。 

『
月
と
月
影
』
松
﨑 

靖 

靖ちゃん日記 
やっ 


