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だ
い
こ
く
通
信 

第
三
十
四
号
「
夏
の
号
」 

 

ご
あ
い
さ
つ 

早
く
も
夏
ら
し
い
陽
気
の
日
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
気
温
が
上
が
っ
て

き
て
、
熱
中
症
が
心
配
さ
れ
る
時
期
で
す
ね
。
う
か
が
う
と
こ
ろ
に
よ
り

ま
す
と
、
ず
っ
と
室
内
で
過
ご
し
て
い
て
も
熱
中
症
に
な
る
こ
と
が
あ
る

そ
う
で
す
。
ぜ
ひ
水
分
補
給
を
忘
れ
ず
に
、
冷
房
を
効
果
的
に
使
い
な
が

ら
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
三
十
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
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
」、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
活
躍
す

る
漫
画
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 

     

大
國
神
社
の
今 

（
一
）
第
七
回
だ
い
こ
く
落
語
会
を
開
催
し
ま
し
た 

去
る
五
月
二
十
六
日
、
第
七
回
だ
い
こ
く
落
語
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
も
古
今
亭
菊
之
丞
師
匠
を
お
迎
え
し
て
の
独
演
会
で
、
「
船
徳
」
「
お

見
立
て
」
の
二
席
。
江
戸
の
船
宿
や
吉
原
の
風
景
が
目
の
前
に
浮
か
ん
で

く
る
よ
う
な
、
贅
沢
な
ひ
と
時
で
し
た
。
菊
之
丞
師
匠
、
ご
来
場
く
だ
さ

い
ま
し
た
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
だ
い
こ
く
落
語
会
は
今

後
も
継
続
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
引
き
続
き
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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（
二
）
第
四
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
開
催
決
定 

恒
例
と
な
り
ま
し
た
、
秋
の
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
の
ご
案
内
で
す
。

今
回
は
、
第
一
回
以
来
ご
登
場
い
た
だ
い
て
い
ま
す
東
京
都
交
響
楽
団
第

二
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
副
首
席
奏
者
の
小
林
久
美
さ
ん
と
、
同
じ
く
東
京
都
交

響
楽
団
ヴ
ィ
オ
ラ
奏
者
小
林
明
子
さ
ん
の
お
二
人
に
よ
る
デ
ュ
オ
・
リ
サ

イ
タ
ル
で
す
。 

 

第
四
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス 

「
小
林
久
美
・
小
林
明
子 
デ
ュ
オ･

リ
サ
イ
タ
ル
」 

日
時  

九
月
二
十
四
日
（
月
・
振
替
休
日
） 

場
所  

大
國
神
社
・
拝
殿 

曲
目  

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト  

二
重
奏
曲
ト
長
調 

マ
ル
テ
ィ
ヌ
ー  

三
つ
の
マ
ド
リ
ガ
ル  

他 

 

ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。 

ご
参
加
申
し
込
み
は
七
月
三
十
一
日
の
甲
子
祭
か
ら
受
け
付
け
る
予
定

で
す
。 

 お
宮
あ
れ
こ
れ
～
「
お
初
穂
」
と
「
お
賽
銭
」
～ 

 

神
社
や
お
寺
に
お
参
り
す
る
と
き
、
品
物
を
奉
納
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
一
番
多
い
の
は
お
金
で
し
ょ
う
。
今
回
は
神
社
で
奉
納
す
る
お
金

の
呼
び
方
、
特
に
「
お
初
穂
」
と
「
お
賽
銭
」
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し

ま
し
ょ
う
。 

神
社
で
金
銭
を
熨
斗
袋
に
包
ん
で
奉
納
す
る
場
合
、
「
初
穂
料
」
「
玉

串
料
」
な
ど
と
記
す
こ
と
が
よ
く
在
り
ま
す
。
こ
の
「
初
穂
」
と
い
う
の

は
、
本
来
、
秋
の
収
穫
時
に
最
初
に
神
様
に
奉
納
す
る
稲
穂
の
こ
と
で
し

た
。
稲
の
穂
を
抜
い
て
束
ね
た

も
の
を
懸
け
て
奉
納
し
ま
し

た
。
伊
勢
神
宮
で
は
神
嘗
祭

（
そ
の
年
の
新
穀
で
造
っ
た
神

酒
と
お
供
物
を
お
供
え
す
る

祭
）
に
先
立
っ
て
抜
穂
祭
（
ぬ

い
ぼ
さ
い
）
と
い
う
祭
事
を
行

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
本
来
の
形

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
の
ち
の

時
代
に
な
る
と
、
奉
納
す
る
も

の
は
稲
穂
そ
の
も
の
か
ら
米
粒

に
変
わ
り
、
「
散
米
」
と
し
て

撒
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
製
粉
し
て
湿
ら

せ
て
丸
め
た
り
、
飯
や
餅
の
形

で
供
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し

た
。
基
本
的
に
は
そ
の
年
最
初

の
収
穫
物
を
お
供
え
す
る
と
い
う
習
慣
で
す
が
、
そ
の
日
初
め
て
お
供
え

す
る
も
の
を
「
初
穂
」
と
呼
ぶ
例
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
初
め
は
穀
物
の
「
初
穂
」
だ
っ
た
の
で
す
が
、
穀
物
以
外

に
も
拡
大
し
、
そ
の
年
初
め
て
収
穫
し
た
野
菜
や
魚
も
呼
ぶ
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
は
品
物
の
代
わ
り
に
お
さ
め
ら
れ
る
金
銭
に
つ
い
て
も
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

次
に
、
「
お
賽
銭
」
に
つ
い
て
で
す
。
今
は
、
神
社
や
お
寺
に
お
賽
銭

箱
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
入
れ
ま
す
が
、
本
来
、
祈
願
成
就
の
礼

参
り
の
際
に
お
礼
と
し
て
神
仏
に
捧
げ
た
供
物
の
こ
と
を
言
う
言
葉
で
し
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た
。
「
賽
」
と
い
う

漢
字
は
、
神
仏
に
お

礼
参
り
を
す
る
こ
と

を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

今
日
で
は
、
社
寺
へ

の
祈
願･

崇
敬
の
気
持

ち
を
あ
ら
わ
す
た
め

に
献
納
す
る
お
金
と

い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
。
古
い

時
代
は
神
前
に
お
米

を
撒
く
散
米
、
あ
る

い
は
洗
米
を
紙
に
包

ん
で
お
供
え
す
る
形

で
し
た
。
現
在
で
も

ご
祝
儀
の
意
味
で

「
お
ひ
ね
り
」
と
い

う
言
葉
を
使
い
ま
す

が
、
本
来
は
こ
の
よ
う
に
紙
に
包
ん
で
神
前
に
供
え
る
お
米
の
こ
と
を
さ

し
て
い
ま
し
た
。 

中
世
後
期
以
降
、
貨
幣
経
済
が
広
が
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら

庶
民
が
自
分
の
地
域
の
鎮
守
の
神
だ
け
で
な
く
、
遠
く
の
寺
社
に
参
詣
す

る
こ
と
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
参
拝
の
た
び
に
お
供
物
と
し
て

お
米
を
遠
方
ま
で
持
っ
て
い
く
の
は
大
変
な
の
で
、
お
米
、
つ
ま
り
「
散

米
」
の
代
わ
り
に
金
銭
を
奉
納
す
る｢

散
銭
」
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
別
当
（
神
社
や
神
宮
寺
で
仏
事
を
お

こ
な
っ
た
社
僧
）
の
日
記
に
は
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
｜
五
五
）
の
頃

に
「
散
銭
櫃
」
を
社
頭
に
置
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
の

ち
江
戸
時
代
に
な
っ
て
都
市
部
で
は
「
散
銭
」
が
「
賽
銭
」
と
変
っ
た
よ

う
で
す
。
た
だ
、
地
方
で
は
お
米
を
お
供
え
す
る
こ
と
が
長
く
続
け
ら
れ

ま
し
た
。 

な
お
、
語
呂
合
わ
せ
で
「
ご
縁
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
し
て
「
五

円
」
、
さ
ら
に
「
始
終
ご
縁
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
っ
て
「
四
十
五

円
」
を
お
賽
銭
と
し
て
お
さ
め
る
こ
と
も
あ
る
と
か
。
あ
く
ま
で
語
呂
合

わ
せ
で
す
の
で
、
効
き
目
の
ほ
ど
は
不
明
で
す
。 

 

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
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
。 

 

○
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
〉 

電
話 
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

 

 



 

4 
 

○
次
回
甲
子
祭 

平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日
（
火
） 

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
四
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
夏
の
号
」

は
、
平
成
三
十
年
九
月
二
十
九
日
の
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

 

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
三
十
四
号 

平
成
三
十
年
六
月
一
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６～ 

       くま こまち 作 


