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だ
い
こ
く
通
信 

第
三
十
号
「
夏
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
。  

 

早
く
も
夏
を
思
わ
せ
る
陽
気
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
街
中
で
も
、

半
袖
や
半
ズ
ボ
ン
の
装
い
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
年
の
夏
は
い
つ
に
も
ま
し
て
暑
さ
が
厳
し
い
と
聞
き
ま
す
。
み
な
さ
ま

に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
体
調
に
留
意
の
上
、
お
過
ご
し
く

だ
さ
い
ま
せ
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
は
今
号
で
第
三
十
号
と
な
り
ま
し
た
。 

今
回
の
内
容
は
催
し
物
の
ご
報
告
と
ご
案
内
、
神
社
に
ま
つ
わ
る
豆
知

識
を
お
伝
え
す
る
「
お
宮
あ
れ
こ
れ
」、
そ
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
活
躍
す
る
連
載
ま
ん
が
な
ど
で
す
。 

今
後
と
も
な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

大
國
神
社 

宮
司 

大
島
資
生 

    

大
國
神
社
の
今 

（
１
）「
第
六
回
だ
い
こ
く
落
語
会
」
を
開
催
し
ま
し
た 

去
る
五
月
六
日
、
古
今
亭
菊
之
丞
師
匠
を
お
迎
え
し
て
第
六
回
だ
い
こ

く
落
語
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
菊
之
丞
師
匠
は
、
先
ご
ろ
平
成
二
十
八
年

度
（
第
七
十
一
回
）
文
化
庁
芸
術
祭
賞
大
衆
芸
能
部
門
優
秀
賞
を
受
賞
な

さ
っ
た
実
力
派
で
す
。
今
回
は
「
崇
徳
院
」「
百
川
」
の
二
席
で
、
師
匠
の

巧
み
な
話
芸
を
堪
能
し
ま
し
た
。
菊
之
丞
師
匠
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
ま
し

た
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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（
２
）
第
三
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
を
開
催
し
ま
す 

 
 

・
第
三
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス 

 
 

小
林
久
美
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
リ
サ
イ
タ
ル 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
十
月
七
日
（
土
）
午
後
三
時
よ
り 

 

今
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
し
ま
す
。
次
回
甲
子
か
ら
お
申
し
込
み
の

受
け
付
け
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 

   

お
宮
あ
れ
こ
れ
～
塩
の
話
～ 

 

今
年
も
暑
い
季
節
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
こ
の
時
期
、
熱
中
症
に
注

意
す
る
よ
う
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
際
、
塩

分
を
ど
う
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
す
。
塩
は
私
た
ち
の
体

に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
物
質
だ
か
ら
で
す
。
今
回
は
塩
に
つ
い
て

お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。 

神
社
の
神
事
で
は
、
塩
は
清
め
る
た
め
、
つ
ま
り
穢
れ
を
取
り
除
く
た

め
の
道
具
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。
少
し
詳
し
く
説
明
し
ま
す
と
、

正
式
な
祭
祀
儀
礼
で
最
初
に
行
な
わ
れ
る
修
祓
（
し
ゅ
ば
つ
・
清
め
の
儀

式
）
の
際
に
、「
塩
湯
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
使
い
ま
す
。
塩
を
湯
で
溶

い
た
も
の
で
、
榊
の
小
枝
の
先
端
を
浸
し
、
清
め
る
も
の
に
振
り
か
け
ま

す
（
注
一
）。 

塩
で
清
め
る
例
と
し
て
は
「
後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
記 

建
仁
元
年
（
一

二
〇
一
年
）」
に
海
水
で
塩
垢
離
（
し
お
ご
り   

禊
の
こ
と
）
を
し
た
と

い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

大
相
撲
で
取
り
組
み
前
に
力
士
が
塩
を
撒
く
の
も
、
邪
気
を
は
ら
う
た

め
だ
と
さ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
飲
食
店
な
ど
で
は
玄
関
先
に
盛
り
塩
を
す
る
習
慣
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
由
来
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
古
代
中
国
の
皇
帝
司
馬
炎
の
寵
愛

を
得
よ
う
と
、
後
宮
の
宮
女
た
ち
が
、
皇
帝
の
乗
る
車
を
引
く
羊
の
足
を

止
め
る
た
め
に
、
羊
の
好
物
の
塩
を
自
分
の
部
屋
の
前
に
盛
っ
た
と
の
故

事
に
由
来
す
る
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
俗
説
で
、
神
道

や
仏
教
の
儀
式
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
る
の
が
穏
当
な
よ
う
で
す
。 

で
は
、
な
ぜ
塩
に
は
清
め
る
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

一
つ
に
は
塩
が
食
物
が
腐
る
の
を
防
ぐ
作
用
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
い
た
み
や
す
い
魚
や
肉
も
、
塩
漬
け
に
す
る
と
長
期
の
保
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存
に
耐
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
塩
の
働
き
を
古
代
の
人
々

は
不
思
議
な
力
と
捉
え
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
生
む
食
物
は
、
そ
の
中
に
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
た
い
て

い
神
に
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。
米
な
ら
米
、
麦
な
ら
麦
、
粟
な
ら
粟
、
そ
れ

ぞ
れ
穀
霊
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
塩
に
は
霊
が
な
い
の
で
、
塩
自

体
を
神
に
祭
っ
た
例
は
、
わ
れ
わ
れ
今
日
ま
で
ず
い
ぶ
ん
調
べ
て
き
ま
し

た
け
れ
ど
も
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
塩
を
作
っ
た
塩
土
の
神
と
い
う
の
は

出
て
く
る
の
で
す
が
、
塩
自
体
が
神
に
祭
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
わ
れ
わ
れ
の
塩
に
対
す
る
一
つ
の
姿
勢
で
あ
っ

た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
」（
注
二
） 

神
と
し
て
祀
り
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
特
別
な
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
た
の
は
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
非
常
に
お
も
し
ろ
い
見

解
で
、
な
る
ほ
ど
と
納
得
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
日
本
で
は
塩
は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
。
日
本
は
岩
塩
や
鹹
水
な
ど
天
然
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
古
来
、
海
水
か
ら
塩
を
取
り
出
し
て
き
ま
し
た
。
古
代
の
製
塩
方
法

は
、
百
人
一
首
に
も
採
ら
れ
て
い
る
藤
原
定
家
の
歌
に
み
ら
れ
ま
す
。 

 

来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
ぎ
に
焼
く
や
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ 

 

（
い
く
ら
待
っ
て
も
来
な
い
人
を
待
つ
私
は
、
あ
の
松
帆
の
浦
の
夕
凪
の

海
辺
で
焼
く
藻
塩
の
よ
う
に
、
身
を
焦
が
す
よ
う
に
恋
い
焦
が
れ
て
い
る

の
で
す
）（
注
三
） 

 

こ
の
歌
か
ら
、
古
い
時
代
の
製
塩
方
法
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
海

藻
を
焼
い
て
、
そ
の
灰
を
水
に
溶
き
、
さ
ら
に
そ
の
上
澄
み
を
釜
で
煮
詰

め
て
作
っ
て
い
た
の
で
す
。 

平
安
時
代
く
ら
い
ま
で
は
こ
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
中
世
以

降
は
、
海
水
を
人
力
で
高
い
と
こ
ろ
に
運
び
上
げ
る
「
揚
浜
」、
潮
の
満

ち
干
を
利
用
し
て
海
水
を
引
き
入
れ
る
「
入
浜
」
と
い
う
方
法
へ
と
移
り

変
わ
り
ま
し
た
。
手
間
ひ
ま
の
か
か
る
作
業
だ
っ
た
と
想
像
で
き
ま
す
。

そ
の
後
、
海
水
を
ポ
ン
プ
で
く
み
上
げ
、
塩
田
で
塩
を
取
り
出
す
よ
う
に

な
り
、
大
量
の
塩
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
太
陽
光
を
利
用
す
る
方
法
な
の
で
、
天
候
に
左
右
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
イ
オ
ン
交
換
膜
と
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
製
塩
方
法
は
天
候
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
大
量
に
製
塩
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
（
注

四
）。 

こ
の
よ
う
に
、
塩
は
古
く
か
ら
特
別
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
塩
は
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
す
が
、
と
り
す
ぎ
は
か
え
っ

て
毒
に
な
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
代
か
ら
の
歴
史
に
思
い

を
馳
せ
つ
つ
、
上
手
に
付
き
合
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

（
注
一
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』
弘
文
堂 

（
注
二
）
宮
本
常
一
『
塩
の
道
』
講
談
社
学
術
文
庫 

（
注
三
）『
全
訳
古
語
辞
典
』
小
学
館
を
参
考
に
し
ま
し
た
。 

（
注
四
）
製
塩
方
法
の
歴
史
に
つ
い
て
は
「
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
」
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
参
考
に
し
ま
し
た
。
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祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

○
お
祓
い
の
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
な
ど
は
次
ペ
ー
ジ
の
電
話
番
号
も

し
く
は
メ
ー
ル
に
て
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
。 
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○
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 

d
aik

o
k
u

jin
ja@

g
m

ail.co
m

 

 

○
次
回
甲
子
祭 

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日(

土) 
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 

次
号
発
行
予
定 

「
だ
い
こ
く
通
信
第
三
十
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
秋
の
号
」

は
、
十
月
四
日
の
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

 

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
二
十
九
号 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
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 
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(連載まんが) 

     大吉うさぎ 
～神社豆知識 その３～ 

       くま こまち 作 


