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だ
い
こ
く
通
信 

第
三
十
八
号
「
夏
の
号
」 

 

ご
あ
い
さ
つ 

 

今
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
東
京
は
「
梅
雨
寒
」「
梅
雨
冷
え
」

と
い
っ
た
言
葉
の
ふ
さ
わ
し
い
陽
気
が
続
き
ま
し
た
。
一
方
、
九
州
地
方

は
記
録
的
な
大
雨
に
見
舞
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
夏
本
番
と

な
り
ま
す
が
、
今
年
も
昨
年
同
様
厳
し
い
暑
さ
が
や
っ
て
く
る
の
で
し
ょ

う
か
。
近
年
は
今
ま
で
に
な
い
厳
し
い
自
然
の
力
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
十
分
に
備
え
を
し
て
暮
ら
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ま
ど
う
ぞ
く
れ
ぐ
れ
も
体
調
に
お
気
を
つ
け
て
お

過
ご
し
く
だ
さ
い
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
三
十
八
号
を
お
届
け
し
ま
す
。 

今
回
の
内
容
は
、
当
神
社
主
催
の
催
し
物
に
つ
い
て
の
ご
案
内
、
神
社

に
関
す
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
た
ち
が
活
躍
す
る
連
載
ま
ん
が
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 

〇
第
八
回
だ
い
こ
く
落
語
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

去
る
四
月
二
十
七
日
（
土
）
、
第
八
回
「
だ
い
こ
く
落
語
会
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
今
回
も
古
今
亭
菊
乃
丞
師
匠
を
お
迎
え
し
て
の
独
演
会
は
「
片

棒
」「
妾
馬
」
の
二
席
。
江
戸
情
緒
た
っ
ぷ
り
の
巧
み
な
話
芸
を
堪
能
い
た

し
ま
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
。 

 〇
第
五
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
を
開
催
し
ま
す
。 

来
る
九
月
二
十
九
日
に
秋
恒
例
の
催
し
と
な
り
ま
し
た
「
だ
い
こ
く
ク

ラ
シ
ッ
ク
ス
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
昨
年
に
引
き
続
き
、
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
。
息
の
合
っ
た
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
期
待
が
高
ま
り
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ま
す
。
お
席
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
参
加
希
望
の
か
た
は
お
早
め

に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。 

 
第
五
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
九
日
（
日
）
午
後
三
時
よ
り 

場
所  
大
國
神
社
・
拝
殿 

        

 

〇
お
み
く
じ
機
修
理
・
手
水
舎
自
動
水
栓
交
換
を
行
な
い
ま
し
た 

社
殿
前
に
設
置
し
て
お
り
ま
す
お
み
く
じ
機
が
動
作
不
良
を
起
こ
し
た

た
め
、
四
月
二
十
日
に
専
門
業
者
に
修
理
を
依
頼
、
五
月
一
日
に
無
事
復

旧
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
、
雨
天
時
の
ご
不
便
の
軽
減
を
は
か

る
た
め
、
今
ま
で
よ
り
も
少
し
だ
け
内
側
に
設
置
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
六
月
下
旬
に
は
手
水
舎
の
自
動
水
栓
が
故
障
し
た
た
め
、
こ
ち

ら
も
新
し
い
も
の
の
取
り
寄
せ
を
依
頼
し
、
七
月
五
日
に
交
換
が
完
了
し

ま
し
た
。 

い
ず
れ
も
お
使
い
い
た
だ
け
な
い
期
間
が
生
じ
て
し
ま
い
、
ご
不
便
を

お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

平
成
二
十
三
年
暮
れ
の
社
殿
新
築
・
境
内
整
備
以
来
八
年
が
経
過
し
、

諸
設
備
に
手
入
れ
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
ご
参
拝
の
み

な
さ
ま
に
少
し
で
も
気
持
ち
よ
く
お
過
ご
し
い
た
だ
け
る
よ
う
、
今
後
も

努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

お
宮
あ
れ
こ
れ
～
「
玉
（
た
ま
）
」
の
こ
と
～ 

 

今
回
は
「
玉
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。 

「
玉
」
は
も
と
も
と
、
装
飾
品
に
な
る
よ
う
な
、
美
し
く
、
丸
く
て
小
さ

い
石
の
こ
と
を
い
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
転
じ
て
「
大
切
な
も
の
」
を
あ

ら
わ
す
使
い
方
も
あ
り
ま
す
。
「
玉
の
よ
う
な
赤
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
言
い

方
が
そ
れ
で
す
。 

神
社
と
か
か
わ
り
の
あ
る
言
葉
に
も
「
玉
」
が
登
場
し
ま
す
。
「
玉

垣
」
「
玉
串
」
な
ど
で
す
。
こ
こ
に
は
「
尊
い
」
「
高
貴
な
」
な
ど
の
意
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味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
本
来
の
「
美
し
い
」
「
大
切
だ
」
と
い
っ

た
意
味
が
生
き
て
い
ま
す
。 

ち
な
み
に
「
玉
櫛
笥
（
た
ま
く
し
げ
）
」
「
玉
簾
（
た
ま
す
だ
れ
）
」

な
ど
の
「
玉
」
は
、
「
美
し
い
」
、
あ
る
い
は
「
美
し
い
も
の
を
ち
り
ば

め
た
」
と
い
う
意
味
合
い
で
す
。
ま
た
、
「
玉
砂
利
」
「
玉
ね
ぎ
」
「
十

円
玉
」
な
ど
の
「
玉
」
は
本
来
の
意
味
の
う
ち
「
丸
い
」
と
い
う
意
味
合

い
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
「
玉
」
は
古
い
言
葉
で
す
が
、
本
来
の
意
味
合
い
が
現
代
の

言
葉
の
中
に
も
し
っ
か
り
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

さ
て
、
古
代
の
日
本
語
で
「
た
ま
」
は
「
玉
」
の
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と

同
時
に
「
魂
」
つ
ま
り
「
た
ま
し
い
」
の
こ
と
も
あ
ら
わ
し
て
い
ま
し

た
。 奈

良
時
代
の
日
本
語
に
は
、
人
知
を
超
え
た
存
在
を
あ
ら
わ
す
表
現
と

し
て
次
の
三
つ
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、
自
然
の
激
し
い
力
を
あ
ら
わ

す
「
チ
」
で
、
「
い
か
づ
ち
」
「
を
ろ
ち
」
「
い
の
ち
」
な
ど
の
言
葉
に

見
ら
れ
ま
す
。
二
つ
目
が
「
タ
マ
」
で
、
精
霊
や
人
の
体
を
離
れ
た
霊
の

こ
と
を
い
い
ま
し
た
。
そ
し
て
三
つ
目
が
「
カ
ミ
」
で
、
こ
の
中
で
は
い

ち
ば
ん
新
し
い
こ
と
ば
で
す
。
こ
の
う
ち
二
つ
目
の
「
タ
マ
」
と
い
う
言

葉
が
「
玉
」
と
関
係
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
「
タ
マ
」
は
精
霊
の
こ
と

を
言
い
ま
す
が
、
そ
の
精
霊
は
自
然
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
宿
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
古
代
の
人
々
は
精
霊
が
球
の

よ
う
な
形
を
し
て
い
る
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
で
「
玉
」
に
見
立
て
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

自
然
は
人
間
に
豊
か
な
実
り
を
与
え
て
く
れ
る
一
方
、
時
に
嵐
や
地

震
、
火
山
の
噴
火
な
ど
大
き
な
災
害
も
も
た
ら
し
ま
す
。
古
代
人
は
い
ず

れ
も
精
霊
の
は
た
ら
き
と
と
ら
え
、
前
者
を
「
ニ
ギ
ミ
タ
マ
（
和
御

魂
）
」
、
後
者
を
「
ア
ラ
ミ
タ
マ
（
荒
御
魂
）
」
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
の

二
つ
は
祝
詞
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
で
す
。
こ
れ
ら
は
同
じ
一
つ
の

「
タ
マ
」
が
別
の
あ
ら
わ
れ
か
た
を
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
古
代
日
本
人
の
自
然
に
対
す
る
考
え
方
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま

す
。 最

初
の
「
玉
」
に
戻
り
ま
す
と
、
今
回
の
連
載
ま
ん
が
は
「
勾
玉
」
の

話
で
す
。
「
玉
」
、
つ
ま
り
装
飾
品
の
一
つ
で
あ
る
「
勾
玉
」
は
神
社
の

社
殿
の
中
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
当
神
社
の
社
殿
に

も
あ
り
ま
す
）
。
ご
参
拝
の
折
、
さ
が
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。 

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
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○
次
回
甲
子
祭 

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日
（
火
） 

午
前
五
時
～
十
時 

（
ご
祈
禱
日
）
九
月
二
十
八
日
（
土
）
午
前
十
時
～
正
午 

※
受
付
時
間
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

○
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
八
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
秋
の
号
」

は
、
九
月
二
十
四
日
の
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

 

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
三
十
八
号 

令
和
元
年
七
月
二
十
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 
～まがたまの話～ 

       くま こまち 作 


