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だ
い
こ
く
通
信 

第
四
十
二
号
「
夏
の
号
」

 
ご
あ
い
さ
つ 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
引
き
続
き
全
世
界
的
に
流
行
し
て
い

ま
す
。
日
本
国
内
で
は
三
月
十
三
日
に
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
、
一
時

期
、
国
全
体
が
自
粛
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
（
東
京
で
も
六
月
二

日
か
ら
十
一
日
に
か
け
て
東
京
ア
ラ
ー
ト
が
出
さ
れ
ま
し
た
）。
そ
の

後
、
あ
る
程
度
感
染
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
五
月
二
十
五
日

に
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
、
社
会
生
活
は
も
と
に
戻
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
染
拡
大
は
一
向
に
収
束
す
る
気
配
が
な
く
、

依
然
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
一
日
も
早
く
事
態
が
お
さ
ま

る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。 

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
ど
う
ぞ
ご
体
調
に
気
を
付
け
て
お
過
ご
し

く
だ
さ
い
ま
せ
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
四
十
二
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
。 

大
國
神
社 

宮
司 

大
島
資
生 

   

大
國
神
社
の
今 

〇
境
内
フ
ェ
ン
ス
修
復
工
事
を
し
ま
し
た 

 

昨
年
十
月
の
台
風
十
九
号
の
折
の
強
い
風
に
よ
り
、
社
殿
裏
手
の
フ
ェ

ン
ス
が
大
き
く
破
損
し
ま
し
た
（
写
真
上
）。
た
だ
ち
に
工
事
担
当
業
者
に

連
絡
を
と
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
は
各
地
で
台
風
の
被
害
が
出
て
お
り
、

手
が
回
ら
な
い
状
況
と
の
こ
と
で
し
た
。 

本
年
四
月
初
め
に
よ
う
や
く
部
材
が
手
配
で
き
、
修
復
が
完
了
し
ま
し

た
。
強
風
対
策
と
し
て
、
従
来
よ
り
も
支
柱
を
増
や
し
て
補
強
を
施
し
て

も
ら
い
ま
し
た
（
写
真
下
）。 
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〇
第
九
回
だ
い
こ
く
落
語
会 

中
止
し
ま
し
た 

四
月
二
十
五
日
（
土
）
に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
、
第
九
回
「
だ
い
こ
く

落
語
会
」
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
や
む

な
く
中
止
し
ま
し
た
。
古
今
亭
菊
乃
丞
師
匠
、
ま
た
、
楽
し
み
に
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た
皆
様
に
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

〇
第
六
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
開
催 

 

当
神
社
の
秋
の
催
し
と
し
て
開
催
し
て
お
り
ま
す
「
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ

ッ
ク
ス
」、
今
年
は
十
月
十
八
日
（
日
）
に
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

今
回
は
、
元
東
京
都
交
響
楽
団
ヴ
ィ
オ
ラ
奏
者
の
中
山
良
夫
さ
ん
に
よ

る
ソ
ロ
・
リ
サ
イ
タ
ル
で
す
。
通
常
は
四
本
の
弦
を
も
つ
ヴ
ィ
オ
ラ
で
す

が
、
今
回
は
珍
し
い
五
弦
の
ヴ
ィ
オ
ラ
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
バ
ッ
ハ

か
ら
現
代
ま
で
幅
広
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
ご
披
露
く
だ
さ
い
ま
す
。 

詳
細
は
八
月
半
ば
に
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ

さ
い
。 

 

お
宮
あ
れ
こ
れ
～
「
み
」
に
つ
い
て
～ 

 

ご
神
前
で
神
職
が
奏
上
す
る
祝
詞
に
は
、
古
い
日
本
語
が
た
く
さ
ん
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
「
神
酒
（
み
き
）
」
「
御
食
（
み
け
）
」
「
御

恵
（
み
め
ぐ
み
）
」
な
ど
「
み
」
で
始
ま
る
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
今
回
は
こ
の
「
み
」
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

 

「
み
」
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま

す
。 

名
詞
の
上
に
付
い
て
、
そ
れ
が
神
仏
、
天
皇
、
貴
人
な
ど
尊
敬
す
べ

き
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
敬
意
を
添
え
る
。 

「
み
」
は
他
の
言
葉
の
前
に
つ
く
こ
と
ば
（
接
頭
辞
）
で
、
「
道
（
み

ち
）
」
や
「
宮
（
み
や
）
」
の
「
み
」
も
、
同
じ
接
頭
辞
だ
ろ
う
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
漢
字
は
「
御
」
「
美
」
、
ま
た
「
深
」
と
い
う
字
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
「
み
空
」
「
み
雪
」
「
み
吉
野
」
な

ど
は
、
そ
の
事
物
を
ほ
め
た
た
え
て
言
う
言
い
方
（
美
称
）
で
す
が
、
も

と
も
と
は
同
じ
く
敬
意
を
表
わ
す
接
頭
辞
か
ら
使
い
方
が
分
か
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
「
み
」
の
つ
く
言
葉
と
し
て
は
、
右
に
挙
げ
た
以
外
に
、
「
み

心
」
「
み
も
と
（
御
許
）
」
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
祝
詞
で
は
「
ご
神
前
」

と
い
う
こ
と
を
「
み
前
」
と
言
い
ま
す
。
「
み
前
」
は
「
大
前
」
と
表
現

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
大
」
も
「
み
」
と
同
じ
く
敬
意
を
表

わ
す
言
葉
で
す
。
同
じ
く
祝
詞
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
「
み
い
つ
（
御

厳
・
御
稜
威
）
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
「
い
つ
（
厳
）
」
、
つ
ま

り
神
の
威
厳
を
敬
っ
て
い
う
言
葉
で
す
。
も
う
一
つ
、
こ
れ
も
祝
詞
用
語

で
す
が
、
「
恩
頼
（
み
た
ま
の
ふ
ゆ
）
」
と
い
う
言
葉
を
ご
紹
介
し
ま
し

ょ
う
。
「
み
た
ま
」
は
「
御
霊
」
で
、
神
の
霊
、
精
霊
の
こ
と
で
す
。

「
ふ
ゆ
」
は
「
触
れ
る
」
「
振
る
」
「
殖
え
る
」
な
ど
の
意
味
と
さ
れ
、

「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
全
体
で
神
の
霊
力
に
よ
る
恩
恵
を
い
た
だ
い
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
ま
す
。 

 

「
み
」
の
前
に
さ
ら
に
「
お
お
（
大
）
」
が
つ
い
た
、
「
お
お
み
」
と

い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
。
「
大
御
心
（
お
お
み
こ
こ
ろ
）
」
「
大
御
神

（
お
お
み
か
み
）
」
な
ど
の
言
葉
に
み
ら

れ
ま
す
。
「
お
お
み
」
が
変
化
し
て
「
お

お
ん→
お
ん→

お
」
の
よ
う
に
な
っ
た
と

さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
「
お
お
ん
」

の
例
が
紫
式
部
の
「
源
氏
物
語
」
冒
頭

「
桐
壺
」
の
巻
の
書
き
出
し
で
、
い
づ
れ

百人一首・紫式部の歌 
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の
御
時
に
か
」
の
「
御
時
」
を
「
お
お
ん
と
き
」
と
読
み
ま
す
。
「
お
お

み
」
の
「
お
お
」
自
体
も
敬
意
を
表
わ
す
接
頭
辞
で
す
。
「
大
神
」
「
大

神
酒
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。 

 

神
社
の
「
お
み
く
じ
」
は
も
と
は
「
み
く
じ
」
で
、
こ
の
「
み
」
も
敬

意
を
表
わ
す
「
み
」
で
す
。
神
様
の
「
み
心
」
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
た

と
こ
ろ
か
ら
「
み
」
が
つ
い
た
も
の
で
、
そ
れ
に
さ
ら
に
丁
寧
に
言
う
た

め
の
「
お
」
が
つ
き
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
味
噌
汁
の
こ
と
を
「
お
み
お
つ
け
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ

の
言
葉
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
御
御
御
付
」
と

書
く
の
だ
、
も
と
も
と
は
「
付
け
」
で
、
丁
寧

に
言
う
た
め
に
「
お
」
を
つ
け
て
「
お
つ

け
」
、
も
っ
と
丁
寧
に
言
お
う
と
し
て
「
み
お

つ
け
」
、
そ
れ
で
も
な
お
丁
寧
さ
が
足
り
な
い

か
ら
「
お
み
お
つ
け
」
に
な
っ
た
の
だ
、
と
い

う
話
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
も
こ
れ
は
俗
説
の
よ

う
で
、
「
お
み
お
つ
け
」
は
「
御
味
御
付
」
で

「
御
味
」
は
味
噌
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
そ

う
で
す
。
「
お
つ
け
」
は
武
家
に
仕
え
る
女
性
が
用
い
た
女
房
詞
（
に
ょ

う
ぼ
う
こ
と
ば
）
で
、
吸
い
物
の
汁
の
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
飯
に
並
べ

て
付
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。
「
御
味
」
も
も
と
は
女
性
が
用
い
て
い
た

言
葉
で
、
「
お
味
噌
」
か
ら
き
て
い
ま
す
。 

 

「
み
」
だ
け
で
な
く
、
神
社
で
耳
に
す
る
言
葉
に
は
古
い
日
本
語
が
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
お
参
り
の
際
、
日
本
語
の
長
い
歴
史
に
思
い
を
は
せ

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

aiko
ku

jin
ja@

g
m

ail.co
m

 

 
○
次
回
甲
子
祭 

令
和
二
年
九
月
十
八
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 
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次
号
発
行
予
定 

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

は
、
令
和
二
年
九
月
十
八
日
の
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

  

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
四
十
二
号 

令
和
二
年
七
月
二
十
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９～ 

       くま こまち 作 


