
❤
や
っ
ち
ゃ
ん
の
似
顔
絵
提
供
：
ひ
さ
か
さ
ん 

オ
ノ
ミ
コ
ト
）
で
あ
り
、
そ
の

子
供
が
正
月
に
来
訪
す
る
大
歳

神
様
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

美
智
子
上
皇
后
陛
下
が
国
際

児
童
図
書
評
議
会
の
基
調
講
演

で
、
疎
開
し
て
い
た
頃
に
お
父

様
が
よ
く
神
話
や
昔
話
の
本
を

持
っ
て
き
て
下
さ
っ
た
思
い
出

を
話
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
私

は
、
自
分
が
子
供
で
あ
っ
た
た

め
か
、
民
族
の
子
供
時
代
の
よ

う
な
こ
の
太
古
の
物
語
を
、
大

変
面
白
く
読
み
ま
し
た
。
今
思

う
の
で
す
が
、
一
国
の
神
話
や

伝
説
は
、
正
確
な
史
実
で
は
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
不
思

議
と
そ
の
民
族
を
象
徴
し
ま

す
。
こ
れ
に
民
話
の
世
界
を
加

え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地

いい話 

《317》 

小
耳
に
は
さ
ん
だ 

璽
」
と
い
う
天
皇
の
印
が
押
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
天
照
大
御
神
が
天
皇
家

の
祖
先
で
あ
る
証
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

大
歳
神
御
璽
の
お
札
は
、
毎
年
正
月

に
各
家
に
や
っ
て
く
る
来
訪
神
の
お
札

で
す
。
私
た
ち
が
初
日
の
出
を
拝
む
の

は
、
年
神
様
が
降
臨
す
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
た
め
で
あ
り
、
門
松
は
、
年
神

様
が
来
訪
す
る
た
め
の
依
代
（
よ
り
し

ろ
）
で
あ
り
、
鏡
餅
は
年
神
様
へ
の
お

供
え
物
で
す
。
年
末
に
神
棚
の
中
央
に

天
照
皇
大
神
宮
の
お
札
を
飾
り
、
向

か
っ
て
右
側
に
大
歳
神
御
璽
の
お
札
を

飾
り
ま
す
。
一
般
に
は
松
飾
り
を
外
す

日
に
外
し
て
お
焚
き
上
げ
を
し
ま
す
。 

 

古
事
記
に
は
、
天
照
大
御
神
の
弟
が

正
義
感
の
強
い
須
佐
之
男
命
（
ス
サ
ノ
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伊
勢
神
宮
は
私
た
ち
日
本
人
の
総
氏

神
で
あ
り
、
皇
室
の
祖
先
で
も
あ
る
天

照
大
御
神
を
祀
る
全
国
の
神
社
の
中
心

で
す
。
日
本
全
国
に
は
神
社
が
八
万
社

以
上
あ
り
、
コ
ン
ビ
ニ
の
数
よ
り
多
い

そ
う
で
す
。
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）

に
伊
勢
神
宮
か
ら
勧
請
し
た
と
さ
れ
る

大
間
々
の
神
明
宮
は
一
町
十
八
ヶ
村
の

惣
鎮
守
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
住
む

人
々
の
安
寧
を
護
り
続
け
て
い
ま
す
。 

 

毎
年
十
二
月
に
な
る
と
、
私
た
ち
崇

敬
会
役
員
が
地
域
の
家
々
を
回
り
、
神

宮
大
麻
の
お
札
（
天
照
皇
大
神
宮
・
大

歳
神
）
を
頒
布
し
て
い
ま
す
。
天
照
皇

大
神
宮
の
お
札
に
は
「
皇
大
神
宮
御

 

 

合
掌
の
手
を
擦
り
合
わ
せ
初
茜 

 

大
間
々
の
地
名
の
由
来
の

間
々
（
崖
）
は
、
渡
良
瀬
川

の
浸
食
で
、
十
万
年
の
歳
月

を
か
け
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た

河
岸
段
丘
の
地
形
で
す
。 

 

毎
年
元
日
の
朝
は
、
掃
除
仲
間
と
一

緒
に
な
が
め
公
園
の
周
辺
清
掃
を
行
っ

た
後
に
、
大
間
々
庁
舎
の
西
の
土
手
の

上
か
ら
初
日
の
出
に
合
掌
し
ま
す
。 

冷
え
た
手
を
擦
り
合
わ
せ
な
が
ら
日
の

出
を
待
つ
時
間
も
仲
間
と
一
緒
に
い
る

と
温
か
い
気
持
ち
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

 

俵
万
智
さ
ん
の
「
『
寒
い
ね
』
と
話

し
か
け
れ
ば
『
寒
い
ね
』
と
答
え
る
人

の
い
る
あ
た
た
か
さ
」
と
い
う
歌
の
よ

う
に
、
今
年
も
、
家
族
や
仲
間
と
の
会

話
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  
 

神

宮

大

麻 

第
三
百
十
八
は
令
和
四
年
二
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
。

 

が
て
い
ね
い
な
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

「
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
と
く
に

『
あ
』
と
い
う
字
の
ま
る
み
に
苦
労
し
ま

し
た
。
す
み
と
り
の
お
母
さ
ん
に
感
謝
で

す
」
（
両
角
武
琉
）
。
「
条
幅
は
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
元
気
に
す

る
源
で
す
。
と
て
も
良
い
こ
と
が
で
き
て

嬉
し
い
で
す
」
（
諏
訪
陽
南
）
。
「
先
生

が
根
気
強
く
最
後
ま
で
教
え
て
く
れ
た
の

で
「
院
賞
」
を
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
（
両

角
知
紗
）
。
「
雲
外
蒼
天
と
は
、
『
努
力

し
て
苦
し
み
を
乗
り
越
え
れ
ば
、
素
晴
ら

し
い
世
界
が
待
っ
て
い
る
』
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
。
苦
し
い
こ
の
現
実
が
良
い

方
向
に
向
か
う
こ
と
を
願
い
、
こ
の
字
を

書
き
ま
し
た
。
最
初
は
思
う
よ
う
に
か
け

ず
、
何
枚
も
練
習
を
続
け
、
字
を
収
め
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
の
字
が
書
け
て

と
て
も
よ
か
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
」

（
櫻
井
花
香
）
。 

 
一
人
一
人
の
感
想
を
読
ん
で
い
る
と
、

窪
塚
先
生
が
書
道
を
通
し
て
周
囲
に
感
謝

す
る
こ
と
や
生
き
て
い
く
上
で
大
切
な
こ

と
を
教
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

今月の宝物《317》 

域
の
人
々

が
、
ど
の

よ
う
な
自

然
観
や
生

死
観
を
持
っ
て
い
た
か
、
何
を

尊
び
、
何
を
怖
れ
た
か
、
ど
の

よ
う
な
想
像
力
を
持
っ
て
い
た

か
等
が
、
う
っ
す
ら
と
感
じ
ら

れ
ま
す
。
父
が
く
れ
た
神
話
伝

説
の
本
は
、
私
に
、
個
々
の
家

族
以
外
に
も
、
民
族
の
共
通
の

祖
先
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く

れ
た
と
い
う
意
味
で
、
私
に
一

つ
の
根
っ
こ
の
よ
う
な
も
の
を

与
え
て
く
れ
ま
し
た
」 

 

お
正
月
は
、
私
た
ち
の
先
祖

や
日
本
民
族
の
共
通
の
祖
先
と

の
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
る
時
だ
と
思
い
ま
す
。 

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。 

二
日
か
ら
窪
塚
書
道
教
室
作
品
展 

 

足
利
屋
で
は
、
大
間
々
町
の
窪
塚
英

華
書
道
教
室
の
子
ど
も
た
ち
の
作
品
展

を
開
催
い
た
し
ま
す
。
作
品
は
十
一
月

に
「
純
正
書
法
、
現
代
書
芸
の
か
が
や

き
」
を
テ
ー
マ
に
、
富
山
県
で
開
か
れ

た
第
五
十
六
回
日
本
北
陸
書
道
院
展
に

出
品
し
た
十
一
点
の
力
作
で
す
。 

 
出
品
者
は
、
小
学
三
年
の
園
原
天
胤

さ
ん
、
両
角
武
琉
さ
ん
。
小
学
四
年
の

永
井
大
翔
さ
ん
、
大
石
悠
衣
菜
さ
ん
、

小
学
五
年
の
諏
訪
花
怜
さ
ん
。
小
学
六

年
の
松
村
望
咲

さ
ん
。
中
学
一

年
の
諏
訪
陽
南

さ
ん
。
中
学
二

年
の
永
井
華
稟

さ
ん
、
小
森
夕

楓
さ
ん
、
両
角

知
紗
さ
ん
。
高

校
一
年
の
櫻
井

花
香
さ
ん
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
作

品
に
は
、
書
い

た
と
き
の
感
想
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世界一小さな  

  トイレ美術館 

今月の題字 

飯嶋ゆう子さん 
（高崎市吉井町） 

 司法書士の飯嶋さんとは公私にわた

り 2 0年来の長いお付き合い。「虹の架

橋」の愛読者でもあり、お会いするた

びに話が弾む気心の知れた友人です。 

足利屋の『恵比寿大国』 

 

足
利
屋
は
今
年
で
創
業
百
九
年
を
迎
え
ま
す
。
初
代
の
松
﨑

友
次
は
、
東
村
花
輪
の
足
利
屋
か
ら
独
立
し
、
開
業
間
も
な
い

足
尾
鉄
道
（
現
わ
た
ら
せ
渓
谷
鐵
道
）
大
間
々
駅
前
の
停
車
場

通
り
で
足
袋
屋
を
は
じ
め
ま
し
た
。
二
十
二
歳
の
時
で
し
た
。 

 

創
業
間
も
な
い
頃
の
正
月
に
配
っ
た
引
札
（
チ
ラ
シ
）
に
は

足
袋
を
は
い
た
大
黒
様
と
笹
を
持
っ
た
恵
比
寿
様
が
描
か
れ
て

い
て
、
笹
に
付
け
ら
れ
た
短
冊
に
は
、
「
ち
り
も
つ
も
れ
ば
山

と
な
る
」
、
「
百
里
の
道
も
一
歩
よ
り
」
、
「
稼
ぐ
に
追
い
つ

く
貧
乏
な
し
」
「
う
ん
・
ど
ん
・
こ
ん
」
な
ど
の
言
葉
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
、
若
き
創
業
者
で
あ
っ
た 

 

 

祖
父
・
松
﨑
友
次
の
覚
悟
と
信
念
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

靖ちゃん日記 
やっ 


