
❤
や
っ
ち
ゃ
ん
の
似
顔
絵
提
供
：
ひ
さ
か
さ
ん 

行
は
、
幅
広
い
鉱
脈
を
見
て

喜
び
、
「
他
も
見
た
い
」
と

言
い
出
し
ま
す
。
「
他
の
と

こ
ろ
は
一
切
見
せ
ず
連
れ
戻

せ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
案
内

人
は
顔
面
蒼
白
。
「
こ
れ
か

ら
行
く
と
暗
く
な
り
ま
す
」

「
気

に

す

る

な
。
提

灯

も

持
っ
て
き
た
」
「
酒
席
が
用

意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
」

「
わ
し
は
生
憎
下
戸
だ
。
何

か
見
ら
れ
て
都
合
の
悪
い
も

の
が
あ
る
の
か
」
「
何
も
あ

り
ま
せ
ん
」
。
そ
し
て
、
掘

り
返
し
た
穴
を
見
つ
け
ら
れ

た
案
内
人
は
、
熊
が
掘
っ
た

と
か
、
猪
の
寝
床
だ
と
言
い

訳
を
し
ま
す
。
奉
行
は
「
こ

の
者
共
は
危
険
で
は
な
さ
そ

いい話 

で
徳
川
家
康
が
勝
ち
、
江
戸
時
代
が
始

ま
る
と
足
尾
の
人
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で

秘
密
に
し
て
き
た
足
尾
銅
山
の
存
在
を

徳
川
家
康
に
知
ら
せ
、
庇
護
を
求
め
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
家
康
の

孫
の
徳
川
家
光
の
袴
着
の
儀
（
現
在
の

七
五
三
）
が
行
わ
れ
る
お
め
で
た
い
年

に
銅
山
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
し
て
家

康
を
喜
ば
そ
う
と
決
め
ま
し
た
。
案
の

定
、
家
康
は
大
変
喜
び
、
早
速
、
鉱
山

奉
行
に
現
地
調
査
を
命
じ
ま
し
た
。 

 

鉱
山
奉
行
が
調
査
に
来
る
こ
と
を

知
っ
た
日
光
の
僧
侶
た
ち
や
首
謀
者
の

座
禅
院
や
名
主
た
ち
は
大
慌
て
。
掘
り

返
し
た
穴
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の

を
見
ら
れ
た
ら
、
発
見
さ
れ
た
ば
か
り

と
い
う
嘘
が
バ
レ
て
し
ま
い
ま
す
。
奉
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「
間
ぬ
け
銅
」
と
い
う
話
は
、
足
尾

銅
山
発
見
の
経
緯
を
、
大
間
々
町
小
平

の
阿
久
津
直
司
さ
ん
が
古
文
書
の
記
録

を
元
に
落
語
調
に
面
白
お
か
し
く
創
作

し
、
冊
子
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。 

  

足
尾
銅
山
は
慶
長
十
五
年

に
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
そ
れ
よ
り
六
十
年
も
前
の
天

文
十
九
年

に
発
見
さ
れ
、
山

奥
の
足
尾
村
に
は
多
く
の
人
が
住
ん
で

い
た
そ
う
で
す
。
（
古
河
鉱
業
発
表
） 

 

戦
国
時
代
は
、
武
士
に
限
ら
ず
僧
侶

や
民
衆
も
権
力
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
ま
し
た
が
関
ヶ
原
の
戦
い

 

 

記
念
日
を
重
ね
重
ね
て
木
の
葉
髪 

 

十
一
月
某
日
は
私
た
ち
の
結

婚
記
念
日
で
し
た
。
結
婚
式
の

引
出
物
と
し
て
配
っ
た
ク
リ
ス

タ
ル
時
計
は
四
十
三
年
経
っ
た

今
も
正
確
に
時
を
刻
ん
で
い
ま
す
。 

 

俳
句
の
季
語
に
「
木
の
葉
髪
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
木
の
葉
が
落

ち
る
よ
う
に
髪
が
薄
く
な
っ
て
い
く
侘

し
さ
を
表
現
し
た
季
語
だ
そ
う
で
す
。 

 

今
年
も
喪
中
は
が
き
が
届
く
季
節
に

な
り
ま
し
た
。
親
し
い
人
か
ら
届
く
喪

中
は
が
き
を
読
む
と
心
が
痛
み
ま
す
。 

 

今
、
自
分
た
ち
が
健
康
で
あ
る
こ
と

の
有
難
さ
と
将
来
の
不
安
や
心
配
を
感

じ
る
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。
一
日
一
日

を
大
切
に
過
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 
 
  

第
三
百
二
十
九
号
は
令
和
五
年
一
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
。

 

を
守
り
、
嵯
峨
宮
に
護
ら
れ
続
け
て
き
ま

し
た
。
（
「
嵯
峨
宮
頼
り
」
よ
り
） 

「
埋
蔵
祈
願
」
と
は
、
お
よ
そ
七
〇
〇
年

前
の
『
語
ら
ざ
る
願
い
地
に
埋
め
春
ぞ
待

つ
』
の
古
例
に
倣
い
、
祈
願
書
を
境
内
地

に
埋
め
、
年
月
を
経
た
後
に
希
望
の
芽
が

地
上
に
出
る
こ
と
を
祈
る
儀
式
で
す
。 

 

今
年
で
五
回
目
と
な
る
埋
蔵
祈
願
式
は

十
二
月
十
八
日
（
日
）
、
午
前
十
一
時
か

ら
、
氏
子
の
人
た
ち
が
七
人
の
武
士
に
扮

し
、
山
伏
や
鎧
兜
の
衣
装
で
古
式
に
の
っ

と
っ
て
祈
願
式
を
執
り
行
い
ま
す
。 

 

埋
蔵
祈
願
を
ご
希
望
の
方
は
祈
願
料

（
千
円
）
と
祈
願
書
を
封
筒
に
入
れ
て
嵯

峨
宮
の
お
賽
銭
口
に
投
入
し
て
下
さ
い
。

足
利
屋
に
も
祈
願
用
紙
が
あ
り
ま
す
。
ご

希
望
の
方
は
お
気
軽
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。
願
い
事
が

叶
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。 

う
だ
。
こ
こ
は

見
な
か
っ
た
こ

と
に
し
て
彼
ら

の
面
子
を
立
て

て
や
る
の
も
徳
川
の
た
め
だ
ろ

う
」
と
判
断
し
ま
し
た
。 

 

奉
行
と
案
内
人
の
滑
稽
な
や

り
取
り
や
解
説
の
中
で
、
銅
が

作
ら
れ
る
工
程
や
「
間
吹
銅
」

「
問
ぬ
け
銅
」
と
い
う
落
語
の

オ
チ
も
理
解
で
き
ま
し
た
。 

  

み
ど
り
市
で
は
二
〇
一
六
年

か
ら
「
百
年
後
ま
で
語
り
継
が

れ
る
創
生
落
語
」
と
し
て
「
石

原
和
三
郎
」
「
大
間
々
あ
き
ん

ど
物
語
」
「
岡
上
景
能
」
の
三

つ
の
新
作
落
語
を
作
り
、
な
が

め
余
興
場
で
市
内
の
小
学
生
に

聴
い
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
間
々
町
小
平
・
嵯
峨
宮
で 

 

十
二
月
十
八
日
埋
蔵
祈
願
式 

大
間
々
町
小
平
に
あ
る
嵯
峨
宮
は
、

鎌
倉
時
代
末
期
の
嘉
暦
元
年
（
一
三
二

六
）
に
七
人
の
武
士
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
と
い
う
記
述
が
山
田
郡
誌
に
載
っ

て
い
ま
す
。
都
か
ら
大
望
を
抱
い
て
鎌

倉
へ
下
向
し
た
朝
廷
側
の
人
た
ち
が
、

願
い
叶
わ
ず
奥
州
へ
向
か
い
、
そ
の
途

中
で
当
地
に
立
ち
寄
り
、
「
時
節
の
到

来
を
待
つ
」
と
し
て
土
着
し
、
小
平
村

を
創
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

大
望
を
祈
願
し
て
数
通
の
文
書
を
埋

め
、
そ
の
上
に
創
建
し
た
の
が
嵯
峨
神

社
で
し
た
。
祭
神
に
は
後
嵯
峨
天
皇
を

祀
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
時
代
の
荒

波
に
揉
ま

れ
な
が
ら

も
七
〇
〇

年
を
経
た

現
代
ま
で

小
平
地
区

の
人
た
ち

は
嵯
峨
宮

 

 

  

 

毎
年
好
評
の
『
筑
井
孝
子
カ
レ
ン
ダ
ー
』
を
今
年

も
ご
希
望
の
方
に
足
利
屋
、
ア
ス
ク
で
無
料
で
差
上

げ
て
い
ま
す
。
２
０
２
３
年
カ
レ
ン
ダ
ー
は
「
ふ
る

さ
と
群
馬
の
赤
城
山
」
を
テ
ー
マ
に
四
季
折
々
、
県

内
各
地
か
ら
の
赤
城
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

県
央
部
に
位
置
す
る
赤
城
山
は
全
て
の
群
馬
県
民
に

と
っ
て
ま
さ
に
「
わ
が
ふ
る
さ
と
群
馬
の
山
」
。
見

る
場
所
に
よ
っ
て
全
く
違
う
姿
の
赤
城
山
で
す
が
、

「
こ
こ
か
ら
見
る
赤
城
が
一
番
い
い
」
と
誰
も
が
自

慢
に
し
て
い
ま
す
。
上
毛
か
る
た
の
「
す
そ
野
は
長

し
赤
城
山
」
の
雄
姿
は
、
大
間
々
や
新
里
か
ら
見
た 

 

景
色
に
間
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

早稲田大学人間科学部3年の植松さんは、

卒業論文執筆のため何度も大間々に来て

取材を続けています。「大間々の発展に

貢献したい」という頼もしい若者です。 

靖ちゃん日記 
やっ 


