
❤
や
っ
ち
ゃ
ん
の
似
顔
絵
提
供
：
ひ
さ
か
さ
ん 

と
、
そ
の
大
切
さ
、
有
り
難
さ

を
一
度
と
し
て
意
識
し
た
こ
と
な

ど
あ
る
は
ず
が
な
い
と
言
い
切
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
「
あ
た
り

前
」
と
い
う
感
覚
に
浸
り
、
豊
か

な
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
い
「
有
り

難
さ
」
の
観
念
を
忘
れ
失
っ
た
人

間
社
会
は
物
に
対
す
る
感
情
ば
か

り
で
な
く
、
人
と
人
と
の
信
頼
、

互
助
の
意
識
欠
損
と
い
う
大
き
な

問
題
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
に
気

付
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」 

  

川
池
さ
ん
が
警
鐘
を
鳴
ら
し
た

平
成
元
年
一
月
か
ら
時
は
移
り
、

令
和
初
め
て
の
お
正
月
を
迎
え
ま

し
た
。
先
日
、
大
間
々
の
ト
イ
レ

掃
除
仲
間
六
人
と
一
緒
に
掃
除
の

体
験
を
し
た
長
岡
市
立
中
之
島
中

央
小
学
校
六
年
生
の
四
十
五
人
の
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小
耳
に
は
さ
ん
だ 

心
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
今
は
物
が
溢
れ
、
た
や
す
く
手

に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
少

し
も
喜
び
を
感
じ
ず
、
気
に
入
ら

な
け
れ
ば
安
易
に
捨
て
て
し
ま
う

な
ど
、
「
有
り
難
い
」
と
い
う
、

「
感
謝
」
の
気
持
ち
を
忘
れ
、

失
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
と
な
り
つ

つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
初
め
て
の

宇
宙
飛
行
を
経
験
し
た
Ｔ
Ｂ
Ｓ
の

秋
山
さ
ん
は
、
地
球
に
帰
還
し
た

時
の
第
一
声
に
「
空
気
が
こ
れ
ど

の
う
ま
い
も
の
と
は
思
わ
な
か
っ

た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
空
気
の

あ
る
こ
と
が
あ
た
り
前
と
思
っ
て

い
る
私
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ

 

旧
黒
保
根
村
で
教
育
長
や
黒
保

根
民
俗
資
料
館
館
長
な
ど
を
歴
任

し
、
「
黒
保
根
の
民
話
」
で
上
毛

文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
た
川
池
三
男

さ
ん
が
「
井
蛙
の
つ
ぶ
や
き
」
と

い
う
随
筆
集
を
出
版
し
ま
し
た
。 

 

 

本
の
タ
イ
ト
ル
は
、
「
井
の
中

の
蛙
大
海
を
知
ら
ず
」
の
こ
と
わ

ざ
か
ら
と
り
、
川
池
さ
ん
の
謙
虚

で
穏
や
か
な
人
柄
が
伝
わ
っ
て
く

る
八
十
五
編
の
随
筆
の
内
容
は
読

者
の
心
に
深
く
沁
み
て
き
ま
す
。 

 

平
成
元
年
一
月
の
黒
保
根
小
Ｐ

Ｔ
Ａ
広
報
『
や
ま
び
こ
』
に
寄
稿

し
た
「
う
す
れ
ゆ
く
『
感
謝
』
の

 

虹の架橋は足利屋・さくらもーるアスクが毎月１日発行する地域新聞です。 

 

ゴ
ミ
拾
う
真
白
き
軍
手
初
茜 

 

毎
月
一
日
は
、
仲
間
と
一
緒

に
大
間
々
駅
周
辺
の
ゴ
ミ
拾
い

を
続
け
て
い
ま
す
。
二
十
年
以

上
も
続
い
て
い
る
ゴ
ミ
拾
い
は

一
月
元
旦
も
例
外
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
年
の
は
じ
め
の
日
の
出
前
に
大

間
々
駅
に
集
ま
り
、
真
新
し
い
軍
手
を

は
め
、
ゴ
ミ
袋
を
持
ち
、
踏
切
り
を

渡
っ
て
、
な
が
め
余
興
場
、
太
鼓
橋
、

高
津
戸
橋
の
た
も
と
を
通
り
、
神
明
宮

の
鳥
居
前
で
帽
子
と
軍
手
を
外
し
て
合

掌
、
大
間
々
駅
に
戻
り
ま
す
。
そ
し

て
、
七
時
前
に
大
間
々
庁
舎
の
円
形
駐

車
場
の
「
間
々
の
土
手
」
の
上
に
移
動

し
て
、
初
日
の
出
を
拝
み
ま
す
。 

 

毎
年
恒
例
の
元
旦
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
は

幸
せ
を
実
感
す
る
証
し
で
も
あ
り
す
。 

 今月の作品《293》 

世界一小さな 

 
 

井
蛙
（
せ
い
あ
）
の
つ
ぶ
や
き 

第
二
百
九
十
四
号
は
二
月
一
日
（
土
）
発
行
予
定
で
す
。 

トイレ美術館 

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
。

 

 

窪
塚
書
道
教
室
新
春
作
品
展 

 

足
利
屋
で
は
今
年
も
大
間
々
町
の
窪

塚
英
華
書
道
教
室
に
通
う
子
ど
も
た
ち

の
作
品
展
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
期
間

は
一
月
二
日
～
一
月
二
十
八
日
ま
で
。 

 

今
回
展
示
す
る
作
品
は
、
十
一
月
三

日
か
ら
五
日
ま
で
、
富
山
県
民
会
館
で

開
か
れ
た
第
五
十
四
回
日
本
北
陸
書
道

院
展
に
出
品
し
た
九
点
の
作
品
で
す
。 

「
つ
ぼ
み
」
を
書
い
た
小
学
二
年
の
永

井
大
翔
さ
ん
は
「
も
っ
と
字
を
き
れ
い

に
書
き
た
い
で
す
」
。
「
月
あ
か
り
」

を
書
い
た
小
学

三
年
の
諏
訪
花

怜
さ
ん
は
「
大

き
な
字
で
て
い

ね
い
に
が
ん
ば

り
ま
し
た
」
。

「
勝
利
の
道
」

を
書
い
た
五
年

生
の
諏
訪
陽
南

さ
ん
は
「
文
字

を
大
き
く
書
け

る
よ
う
に
頑
張

り
ま
し
た
」
。

同
じ
く
五
年
生
の
倉
本
歩
葉
さ
ん
は

「
練
習
し
て
上
手
に
書
け
ま
し
た
」
。 

「
豊
か
な
自
然
」
を
書
い
た
六
年
生
の

永
井
華
禀
さ
ん
は
「
小
学
生
最
後
だ
っ

た
か
ら
、
よ
く
書
け
て
よ
か
っ
た
と
思

い
ま
す
」
。
同
じ
く
六
年
生
の
両
角
知

紗
さ
ん
は
「
『
豊
』
の
文
字
の
曲
の
部

分
の
か
ん
か
く
が
と
て
も
難
か
し
か
っ

た
け
ど
太
く
バ
ッ
チ
リ
書
け
て
よ
か
っ

た
と
思
い
ま
す
」
。
同
じ
く
六
年
生
の

小
森
夕
楓
さ
ん
は
「
大
き
く
力
強
く
書

く
こ
と
を
意
識
し
て
、
心
を
込
め
て
書

き
ま
し
た
」
。
「
生
命
の
尊
厳
」
を
書

い
た
中
学
二
年
の
渡
辺
は
る
さ
ん
は

「
上
手
に
書
け
た
と
き
は
と
て
も
達
成

感
が
あ
り
う
れ
し
く
な
り
ま
す
」
。
同

じ
く
中
学
二
年
の
櫻
井
花
香
さ
ん
は

「
最
初
の
う
ち
は
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
と
し

た
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
が

先
生
に
教
わ
り
な
が
ら
じ
ょ
じ
ょ
に
紙

に
く
い
こ
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
書
き
た
い
で
す
」
。
と
短
冊
に
書
い

て
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
手
書
き
の
短

冊
を
読
む
と
子
ど
も
た
ち
と
窪
塚
先
生

と
の
温
か
い
絆
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

 

足
利
屋
の
初
代
・
松
﨑
浅
吉
は
弘
化
四
年
六
月
六
日

に
栃
木
県
足
利
郡
北
郷
村
樺
崎
九
百
拾
壱
番
地
に
生
ま

れ
た
と
い
う
記
録
が
戸
籍
謄
本
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

浅
吉
は
明
治
中
頃
、
足
尾
銅
山
街
道
筋
の
南
勢
多
郡

東
村
中
野
（
現
み
ど
り
市
東
町
）
に
店
を
構
え
ま
し
た
。

明
治
三
十
年
（
百
二
十
三
年
前
）
の
正
月
に
浅
吉
が
配
っ

た
引
札
（
チ
ラ
シ
）
に
は
、
帆
船
に
荷
物
を
積
み
込
む
横

浜
港
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
浅
吉
の
三
男
・
松

﨑
友
次
は
大
正
二
年
、
二
十
二
歳
の
若
さ
で
足
尾
鉄
道

の
大
間
々
駅
前
に
足
袋
屋
を
開
業
し
ま
し
た
。
大
間
々

の
足
利
屋
は
今
年
、
創
業
百
七
年
を
迎
え
ま
す
。 

松﨑浅吉『明治３０年の引札』 

 

子
供
た
ち
か
ら

お
礼
の
手
紙
が

届
き
ま
し
た
。 

「
私
が
今
回
の

ト
イ
レ
掃
除
で
学
ん
だ
こ
と
は

「
感
謝
」
だ
と
思
い
ま
す
。
ト
イ

レ
に
限
ら
ず
家
や
学
校
が
き
れ
い

で
い
ら
れ
る
の
は
掃
除
を
し
て
い

る
人
の
お
陰
な
の
で
感
謝
を
忘
れ

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
」
、

「
ト
イ
レ
が
き
れ
い
な
の
は
当
た

り
前
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
そ
う

じ
ゃ
な
く
て
、
家
族
が
大
変
な
思

い
を
し
て
や
っ
て
く
れ
て
い
る
ん

だ
と
思
っ
た
」
な
ど
の
感
想
文
を

読
む
と
、
ど
ん
な
に
時
代
が
変

わ
っ
て
も
、
一
番
大
切
な
こ
と

は
、
感
謝
の
心
を
持
つ
こ
と
、
気

づ
く
こ
と
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。 

今月の題今月の題今月の題字字字   

石原めぐみさん 
（みどり市大間々町） 

大間々駅の南、昼はうどんと美味しいラ

ンチ、夜は居酒屋の「いし和楽」の若女

将。素敵な笑顔が魅力です。店の入口に

はいつも虹の架橋が貼ってあります。 

靖ちゃん日記 
や


