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だ
い
こ
く
通
信 

第
四
十
五
号
「
春
の
号
」 

 

ご
あ
い
さ
つ 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
は
依
然
と
し
て
収
束
し
そ
う
に
あ
り
ま

せ
ん
。
昨
年
来
、
わ
た
く
し
た
ち
の
生
活
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
誰
か
と
直
接
に
会
っ
て
、
気
兼
ね
な
く
話
し
た
り
、
一
緒
に
食
事

を
し
た
り
す
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
毎
日
で
す
。
ま

だ
し
ば
ら
く
は
我
慢
の
日
々
が
続
き
そ
う
で
す
。
当
神
社
で
も
引
き
続
き

で
き
る
限
り
の
感
染
対
策
を
し
つ
つ
、
み
な
さ
ま
の
お
参
り
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
四
十
五
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。 

今
回
の
内
容
は
、
最
近
の
当
神
社
の
話
題
、
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
国
神
社
の
今 

 

今
年
の
お
正
月
明
け
に
当
神
社
の
お
み
く
じ
機
が
不
調
と
な
っ
た
た

め
、
業
者
に
依
頼
し
て
修
理
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
内
部
の
機
械
を
か
な

り
細
か
く
調
整
し
て
も
ら
い
、
現
在
は
問
題
な
く
動
い
て
く
れ
て
い
ま

す
。 機

械
を
修
理
に
出
し
て
い
る
間
、
ご
希
望
の
か
た
に
は
手
指
を
消
毒
し

て
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
手
動
に
て
お
み
く
じ
を
引
い
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。 

ご
参
拝
の
折
に
は
、
復
帰
し
た
機
械
で
ぜ
ひ
お
み
く
じ
を
引
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。
変
わ
ら
ず
一
回
十
円
で
す
。 
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お
宮
あ
れ
こ
れ
～
卯
月
の
話
～ 

 
ま
も
な
く
四
月
と
な
り
ま
す
。
四
月
は
陽
気
も
落
ち
着
い
て
き
て
、
暖

か
く
、
新
し
い
年
度
が
始
ま
る
月
で
も
あ
り
ま
す
。
陰
暦
四
月
は
「
卯
月

（
う
づ
き
）」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
今
回
は
こ
の
「
卯
月
」
に
つ
い
て
お

話
し
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

 

「
卯
月
」
と
い
う
こ
と
ば
の
語
源
は
諸
説
あ
る
よ
う
で
す
。
最
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
卯
の
花
月
」
が
つ
づ
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で

す
。
卯
の
花
と
い
う
の
は
ウ
ツ
ギ
の
花
（
写
真
）
の
こ
と
で
、
色
は
白
か

ピ
ン
ク
で
５
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
咲
き
ま
す
。「
卯
月
」
は
陰
暦
に
よ

る
月
名
な
の
で
、
時
期
に
違
い
が
生
じ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
「
卯
の

花
」
は
夏
の
季
語
で
す
。 

か
と
思
え
ば
、
い
や
、
卯
の
花
が

咲
く
か
ら
卯
月
と
い
う
の
で
は
な

く
、
卯
月
に
咲
く
か
ら
卯
の
花
と
い

う
の
だ
、
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
十
二
支
で
「
卯
」
は
四
番
目

だ
か
ら
と
い
う
説
、
稲
の
種
を
植
え

る
月
だ
か
ら
「
植
月
」
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。
柳
田
国
男
は
、「「
ウ
」

は
「
初
（
う
い
）」
や
「
産
（
う

む
）」
に
通
じ
る
音
で
、
一
年
の
循

環
の
境
目
を
卯
月
と
す
る
と
い
う
古

い
考
え
方
の
名
残
だ
」
と
述
べ
て
い

る
そ
う
で
す
。 

 

卯
月
に
行
な
わ
れ
る
伝
統
的

な
行
事
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

の
は
「
灌
仏
会
（
か
ん
ぶ
つ

え
）」
で
し
ょ
う
。「
仏
生
会

（
ぶ
っ
し
ょ
う
え
）」
と
も
言

い
ま
す
が
、
お
釈
迦
様
の
生
誕

の
日
で
、
お
寺
で
は
仏
像
に
甘

茶
な
ど
を
か
け
る
習
慣
が
あ
り

ま
す
。
古
く
は
、
こ
の
日
お
寺

に
参
拝
し
た
人
は
も
ら
っ
た
甘

茶
を
飲
ん
だ
り
、
そ
の
甘
茶
で
墨
を
す
り
、
紙
に
「
千
早
振
る
卯
月
八
日

は
吉
日
よ
か
み
さ
け
虫
を
せ
い
ば
い
ぞ
す
る
」
と
記
し
た
そ
う
で
す
。
こ

の
紙
を
お
手
洗
い
や
台
所
に
貼
っ
て
お
く
と
、
虫
よ
け
に
な
る
と
い
う
俗

信
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

さ
て
、
灌
仏
会
は
「
花
祭
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
言

い
方
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

実
は
、
こ
の
「
卯
月
八
日
」
は
、
も
と
も
と
は
お
釈
迦
様
の
誕
生
会
と

は
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
た
部
分
が
あ
る
よ
う
で
す
。
修
験
道
で
峰
に
入

る
際
の
重
要
な
行
事
と
し
て
「
華
供
（
は
な
く
）
の
峰
」
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
峰
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
神
仏
に
感
謝
を
捧
げ
、
先
達
の
遺
徳
に

思
い
を
馳
せ
、
花
を
供
え
る
儀
式
で
す
。
こ
の
儀
式
の
さ
ら
に
根
底
に
は

民
間
の
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
四
月
八
日
に
山
に
登
り
、
ツ
ツ
ジ
・
フ

ジ
・
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
な
ど
を
採
っ
て
、
里
に
持
ち
帰
り
、
竿
の
先
に
結
ん
で

高
く
立
て
る
と
い
う
風
習
で
す
。
こ
の
時
期
に
近
く
の
小
高
い
山
に
登
っ

て
花
見
を
す
る
、
花
を
摘
む
な
ど
の
行
事
は
近
畿
地
方
・
中
部
地
方
に
長

く
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 
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福
島
県
に
は
、
卯
月
八
日
を
神
の
日
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
こ
の
時
期
に
山
の
神
が
里
に
下
り
て
き
て
田
の
神
と
な
る
、
と
い

う
意
味
合
い
で
し
た
。
田
の
神
は
田
植
え
の
準
備
を
始
め
る
こ
ろ
山
か
ら

下
り
て
し
ば
ら
く
逗
留
し
、
収
穫
を
終
え
た
こ
ろ
山
に
戻
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
山
の
神
が
田
の
神
と
し
て
里
に
下
り
る
際
の

依
り
代
が
花
で
し
た
。
山
で
摘
ん
で
き
た
花
を
高
く
掲
げ
る
こ
と
で
、

「
田
の
神
様
を
お
迎
え
し
ま
し
た
よ
」
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
わ

け
で
す
。
加
え
て
、
山
の
神
（
田
の
神
）
と
い
う
の
は
実
は
祖
先
の
霊
で

も
あ
り
ま
し
た
。
山
か
ら
花
を
介
し
て
祖
先
の
霊
を
お
迎
え
し
、
稲
作
を

見
守
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
考
え
方
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
民
間
の
習
慣
が
仏
教
の
習
慣
と
一
体
と
な
っ
た
も
の
が

「
花
祭
」、
つ
ま
り
灌
仏
会
だ
と
言
え
る
よ
う
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
行
事
で

最
も
大
き
い
も
の
と
し
て
復
活
祭
が
あ

り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
祝
う
も

の
で
、
三
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
二
十

五
日
の
間
に
行
な
わ
れ
ま
す
。
こ
の
お

祭
り
の
起
源
は
古
く
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や

古
代
ロ
ー
マ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
で
す
。
春
分
の
こ
ろ
、

植
物
の
死
と
復
活
の
象
徴
で
あ
る
神

（
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ア
ド
ニ
ス
、
古

代
ロ
ー
マ
で
は
ア
ッ
テ
ィ
ス
）
の
死
と
復
活
の
祭
礼
で
し
た
。 

 

復
活
祭
当
日
の
朝
に
は
卵
を
食
べ
た
り
、
き
れ
い
に
色
を
塗
っ
た
ゆ
で

卵
を
贈
り
合
っ
た
り
す
る
習
慣
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
卵
も
復
活
の
象

徴
と
い
う
い
み
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

春
は
、
冬
の
間
枯
れ
て
い
た
植
物
が
再
び
芽
吹
き
、
花
を
咲
か
せ
る
時

期
で
す
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
命
が
よ
み
が
え
る
季
節
と
考
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 
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祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

○
次
回
甲
子
祭 

令
和
三
年
五
月
十
六
日
（
日
） 

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 

 

○
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
。 

 
○
お
祓
い
の
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
な
ど
は
次
頁
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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(連載まんが)  

        大吉うさぎ 
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〈
お
問
い
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わ
せ
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申
し
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次
号
発
行
予
定 

「
だ
い
こ
く
通
信
第
四
十
五
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
夏
の
号
」

は
、
令
和
三
年
七
月
十
五
日
の
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

  

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
四
十
五
号 

令
和
三
年
三
月
十
七
日
発
行 
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