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だ
い
こ
く
通
信 

第
二
十
四
号
「
冬
の
号
」 

 

ご
あ
い
さ
つ 

 

日
頃
よ
り
当
神
社
で
の
神
明
奉
仕
に
ご
協
力
を
賜
り
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

今
年
も
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
珍
し
い
大
雨
、

急
な
冷
え
込
み
と
陽
気
が
落
ち
着
き
ま
せ
ん
。
何
か
と
動
き
の
激
し
い
世

の
中
を
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
新
し
い
年
が
穏
や
か
な
年
で

あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
二
十
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
回
の
内

容
は
、
新
年
の
ご
祈
祷
受
付
時
間
の
ご
案
内
、
催
し
物
予
告
、
神
社
に
関

す
る
豆
知
識
を
お
伝
え
す
る
「
お
宮
あ
れ
こ
れ
」
な
ど
で
す
。
お
楽
し
み

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

大
國
神
社 
宮
司 

大
島
資
生 

     

平
成
二
十
八
年
新
年
の
ご
祈
祷
受
付
時
間 

一
月 

一
日
（
金
） 

午
前
零
時
～
二
時 

午
前
六
時
～
午
後
五
時 

二
日
（
土
） 

午
前
八
時
～
午
後
五
時 

三
日
（
日
） 

午
前
八
時
～
午
後
五
時 

四
日
（
月
） 

午
前
八
時
～
午
後
三
時 

五
日
（
火
） 

午
前
八
時
～
正
午 

六
日
（
水
） 

午
前
八
時
～
正
午 

七
日
（
木
）
初
子 

午
前
八
時
～
午
後
三
時 
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大
國
神
社
の
今 

（
催
し
物
予
告
） 

当
神
社
で
は
、
お
宮
を
少
し
で
も
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
、
来

年
も
催
し
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 ・
第
五
回
だ
い
こ
く
落
語
会 

開
催
決
定
！ 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
（
土
）
午
後
六
時
よ
り 

 

ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
落
語
会
、
次
回
も
古
今
亭
菊
之
丞
師
匠

を
お
迎
え
し
て
開
催
予
定
で
す
。
詳
細
は
次
号
で
お
伝
え
し
ま
す
。 

 

・
第
二
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス 

十
月
に
開
催
し
、
こ
ち
ら
も
ご
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
、
だ
い
こ
く

ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
次
回
も
小
林
久
美
さ
ん
（
東
京
都
交
響
楽
団
）
を
お
迎

え
し
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
リ
サ
イ
タ
ル
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。
日
時
が

決
ま
り
次
第
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

 お
宮
あ
れ
こ
れ
～
「
サ
ル
」
の
話
～ 

来
年
の
干
支
は
「
申
」、
と
い
う
こ
と
で
、
今

回
は
サ
ル
に
ま
つ
わ
る
お
話
で
す
。 

サ
ル
に
は
「
真
猿
（
ま
さ
る
）」
と
い
う
異
名

が
あ
り
、
こ
の
こ
と
ば
は
「
勝
（
ま
さ
）
る
・

増
（
ま
さ
）
る
」
あ
る
い
は
「
魔
去
る
」
に
通

じ
る
の
で
縁
起
が
い
い
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

「
真
猿
」
と
い
う
言
い
か
た
は
、
古
く
平
安
時

代
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
「
ま
し
ら
」
と
い
う

こ
と
ば
と
も
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
サ
ル
を
や
や
さ

げ
す
ん
で
言
う
言
い
か
た
と
し
て
「
え
て
こ
う
（
得
手
公
）」
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
「
サ
ル
」
が
「
去
る
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
縁
起
が
悪
い
と
し

て
、「
去
る
」
と
対
に
な
る
「
得
る
」
を
使
っ
た
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
果
物

の
梨
を
「
無
し
」
に
通
じ
る
た
め
に
「
有
り
の
実
」
と
い
う
の
と
同
じ
発
想

の
忌
み
言
葉
で
す
。 

サ
ル
が
登
場
す
る
十
二
支
は
、
昔

は
時
刻
や
方
角
を
表
わ
す
の
に
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
十
二
支
の
サ
ル
は

「
申
」
と
書
き
、
方
角
と
し
て
は
西
南

西
に
あ
た
り
ま
す
。 

昔
、
陰
陽
道
で
は
「
金
神
（
こ
ん
じ

ん
）」
と
い
う
神
は
祟
り
を
な
す
神
と

し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

神
の
い
る
方
角
は
「
大
凶
方
」
と
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
が
同
じ
く
陰

陽
道
の
鬼
門
の
信
仰
と
結
び
つ
き
、

金
神
が
鬼
門
に
い
る
と
き
（
鬼
門
金
神
）
が
特
に
恐
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。 

 

鬼
門
と
い
う
の
は
邪
悪
な
鬼
が
出
入
り
す
る
方
角
と
い
う
こ
と
で
、
古

来
、
北
東
の
方
角
、
す
な
わ
ち
「
丑
寅
（
艮
）」
が
表
鬼
門
と
呼
ば
れ
ま
し

た
。
た
と
え
ば
家
相
で
は
こ
の
鬼
門
の
方
角
に
玄
関
、
便
所
、
風
呂
場
な

ど
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
、
な
ど
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、「
角
が
突
出
し
な

い
よ
う
に
」
と
隅
切
り
に
す
る
、
鬼
を
よ
け
る
た
め
に
鬼
瓦
を
置
く
と
い

っ
た
習
慣
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
比
叡
山
延
暦
寺
は
当
時
の
都
で
あ

っ
た
京
都
の
北
東
に
位
置
し
、
鬼
門
を
考
慮
し
た
立
地
と
も
さ
れ
て
い
ま

す
。 
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「
丑
寅
」
の
ち
ょ
う
ど
反
対
の
方
角
は
「
未
申
」
で
、
こ
ち
ら
は
裏
鬼
門

と
呼
ば
れ
、
こ
ち
ら
も
家
相
で
は
不
吉
な
方
角
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

裏
鬼
門
の
方
角
に
「
申
（
さ
る
）」
が
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
「
魔
去

る
」
な
ど
の
捉
え
方
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、「
申
」

は
西
南
西
、
そ
こ
か
ら
時
計
回
り
に
進
ん
で
い
く
と
、
西
の
方
角
が
「
酉

（
と
り
）」、
西
北
西
が
「
戌
（
い
ぬ
）」
と
、「
桃
太
郎
」
の
お
供
を
し
た
動

物
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
、
魔
除
け
と
し
て
の
サ
ル
の
捉
え
方

と
も
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

さ
て
、
前
出
の
比
叡
山
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
神
様
、
大
山
咋
（
お
お
や
ま

く
い
）
神
を
ま
つ
っ
た
神
社
が
日
吉
大
社
で
す
。
同
じ
神
様
を
お
祀
り
す

る
神
社
と
し
て
「
日
吉
神
社
」｢
日
枝
神
社｣

と
い
う
社
名
を
も
つ
神
社
は

全
国
に
四
千
近
く
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
山
咋
神
は
別
名
「
山
王
」

と
も
呼
ば
れ
、
山
の
神
様
で
す
（
オ
オ
ヤ
マ
ク
イ
の
「
ク
イ
」
は
、
「
杭
」

を
打
っ
た
よ
う
に
し
っ
か
り
と
鎮
座
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
意
味
だ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
）。 

サ
ル
は
こ
の
神
様
の
お
使
い
だ
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

サ
ル
と
い
う
動
物
は
古
来
人
間
に

と
っ
て
大
変
身
近
な
動
物
で
し
た
。

「
桃
太
郎｣｢

猿
蟹
合
戦
」
な
ど
昔
話
に

も
頻
繁
に
登
場
し
ま
す
し
、
有
名
な

「
鳥
獣
人
物
戯
画
」（
高
山
寺
・
写
真
）

に
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
姿
が
見
ら
れ
ま

す
。
昔
話
の
サ
ル
は
キ
ツ
ネ
な
ど
と
は

異
な
っ
て
、
特
別
な
能
力
を
も
っ
た
存

在
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
と
き
に
従
順
、
と
き
に
ず
る
が

し
こ
い
も
の
と
し
て
現
れ
ま
す
。
「
猿
知
恵
」「
猿
真
似
」
な
ど
の
表
現
に

も
、
サ
ル
に
対
す
る
こ
う
し
た
捉
え
方
が
表
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
サ

ル
は
お
産
が
軽
い
動
物
と
し
て
も
知
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
安
産
の
神
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
サ
ル
は
群
れ
の
中
の
ど
の
子
ど

も
に
も
授
乳
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
、
子
ど
も
へ
の
愛
情
を
象
徴
す
る
動
物

と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

サ
ル
は
群
れ
で
行
動
し
、
人
間
と
よ
く
似
た
し
ぐ
さ
、
動
作
を
す
る
動

物
で
す
。
新
し
い
年
、
身
近
な
動
物
で
あ
る
サ
ル
に
目
を
向
け
、
そ
こ
か

ら
わ
た
く
し
た
ち
人
間
の
暮
ら
し
方
を
改
め
て
考
え
て
み
る
の
も
何
か
の

参
考
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

な
お
、
今
回
の
連
載
ま
ん
が
に
は
新
し
く
サ
ル
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登

場
し
て
い
ま
す
。
双
子
う
さ
ぎ
と
仲
良
し
の
「
ズ
ッ
チ
ー
」
で
す
。
ズ
ッ
チ

ー
の
今
後
の
活
躍
を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。 
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祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

○
次
回
甲
子
祭 

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日(

金) 

午
前
五
時
～
正
午 

 

○
開
運
千
人
講
祈
祷
祭 

毎
月
一
日 

午
前
六
時
～
正
午
ま
で 

 

○
お
祓
い
の
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
な
ど
は
下
記
の
電
話
番
号
に

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
不
在
の
場
合
は
、
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
留
守
番
電

話
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
あ
と
で
、
お
名
前
・
お
電
話
番
号
・
ご
用
件
を
お
話

し
く
だ
さ
い
。
の
ち
ほ
ど
こ
ち
ら
か
ら
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。 

 

○
諸
祈
祷
受
付 

 

商
売
繁
盛
祈
願
、
心
願
成
就
祈
願
、
厄
除
け
、
お
宮

参
り
な
ど
、
随
時
祈
祷
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
祈
祷
日
時
に
つ
い
て
は
、 

お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

〈
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み
〉 

〇
三-

三
九
一
八-

七
九
三
〇(

携
帯 

〇
八
〇-

一
九
八
七-

八
七
一
六) 

ｅ
メ
ー
ル 

daikokujinja@gmail.com
 

 

次
号
発
行
予
定 

「
だ
い
こ
く
通
信
第
二
十
四
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
春
の
号
」

は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日
の
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
二
十
四
号 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
四
日
発
行 

 
 

編
集･

発
行 

大
國
神
社
社
務
所 

〒
一
七
〇
―
〇
〇
〇
三 

東
京
都
豊
島
区
駒
込
三
―
二
―
十
一 

 

 http://www.daikokujinja.org
 

 

   

(連載まんが) 

     大吉うさぎ 
～初詣の時には～ 
       くま こまち 作 


