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だ
い
こ
く
通
信 

第
四
十
六
号
「
夏
の
号
」 

 

ご
あ
い
さ
つ 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
収
ま
り
ま
せ
ん
。
よ
り
感
染
力

の
強
い
変
異
株
に
よ
る
感
染
爆
発
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
う
や
く
ワ

ク
チ
ン
接
種
が
本
格
化
し
ま
し
た
が
、
全
世
代
へ
い
き
わ
た
る
に
は
ま
だ

時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
。
し
か
も
、
ワ
ク
チ
ン
の
効
き
目
が
ど
の
程
度

持
続
す
る
の
か
は
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
状
況
下
に

お
い
て
、
大
き
な
催
し
も
予
定
さ
れ
て
い
る
や
に
聞
き
ま
す
が
、
さ
ら
な

る
感
染
の
拡
大
に
つ
な
が
り
は
し
な
い
か
、
非
常
に
心
配
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
六
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 

 

当
神
社
境
内
に
は
、
神
社
の
由
来
の
記
述
の
あ
る
石
碑
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
石
碑
が
経
年
劣
化
の
た
め
、
補
修
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
先

日
、
専
門
家
に
依
頼
し
、
補
修
の
見
通
し
を
検
討
し
始
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

実
際
の
作
業
に
入
り
ま
し
た
ら
、
少
し
の
間
ご
参
拝
の
際
に
ご
不
便
を
お

か
け
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
安
全
第
一
に
作
業
を
進
め
る

よ
う
に
い
た
し
ま
す
。
ど
う
か
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

 

お
宮
あ
れ
こ
れ
～
お
賽
銭
の
話
～ 

 

神
社
に
お
参
り
す
る

際
、
社
殿
の
前
で
神
様

に
お
供
え
す
る
お
金
の

こ
と
を
「
お
賽
銭
（
さ

い
せ
ん
）」
と
言
い
ま

す
。
今
回
は
、
お
賽
銭

の
歴
史
に
つ
い
て
お
話

し
し
ま
し
ょ
う
。 

 
「
賽
銭
」
は
古
く
は

「
散
銭
（
さ
ん
せ

ん
）」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。
本
来
、
神
様

に
お
供
え
し
て
い
た
の
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は
お
金
に
限
ら
ず
、
金
や
銀
の
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
し
、
特
に
洗
米
が
供
え
ら

れ
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
古
い

作
法
で
は
、
紙
に
洗
米
を
包
ん
で
お
供

え
す
る
「
お
ひ
ね
り
」
が
用
い
ら
れ
ま

し
た
。
時
代
が
下
っ
て
い
く
と
、
お
米

よ
り
も
硬
貨
を
用
い
る
こ
と
が
増
え
ま

し
た
。
そ
し
て
、
は
だ
か
の
ま
ま
ご
神

前
に
投
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
「
散
米
（
さ
ん
ま
い
）
」
あ

る
い
は
「
散
銭
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、「
散
米
」
は
「
打
撒
（
う
ち

ま
き
）
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
な
ぜ

「
撒
」
と
い
う
文
字
が
入
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。「
散
米
」
は
も
と
も
と
神
様
へ
の
供
え
物
と
し
て
の
米
と

い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
米
の
霊
力
に
よ
っ
て
悪
魔
や
悪

霊
を
祓
う
た
め
に
撒
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
，《
延
喜
式
》

記
載
の
大
殿
祭
（
お
お
と
の
ほ
が
い
）
の
祝
詞
の
注
に
、
出
産
に
あ
た
っ

て
産
屋
に
米
を
撒
き
、
米
の
霊
力
に
よ
っ
て
産
屋
を
清
め
た
と
い
う
記
述

が
あ
り
ま
す
。「
稲
妻
」
と
い
う
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
通
り
、
古

代
日
本
で
は
、
雷
光
が
稲
の
穂
と
結
合
し
て
穂
を
実
ら
せ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
稲
が
花
を
つ
け
る
時
期
に
よ
く
雷
が
発
生
す
る
た
め
で
は

な
い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
米
に
は
特
別
な
力
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
力
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
の
が
「
散
米
」「
打

撒
」
の
習
慣
で
し
た
。 

 

次
に
、
散
銭
と
い
う
習
慣
の
、
時
代
に
よ
る
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
み

て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

平
安
前
期
の
僧
、
慈
覚
大
師
円
仁
（
写
真
は
慈
覚
大
師
像
（
長
楽
寺

蔵
））
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
は
大
師
が
唐
に
学
ん
だ
際
の
記
録

で
、
中
国
で
は
九
世
紀
に
仏
前
へ
の
散
銭
の
習
慣
が
一
般
的
に
な
っ
て
い

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
で
は
貨
幣
経
済
の
発
展
が
遅
か
っ

た
た
め
、
神
仏
に
散
銭
を
捧
げ
る
こ
と
が
広
ま
っ
た
の
は
室
町
時
代
に
な

っ
て
か
ら
で
し
た
。
室
町
時
代
は
、
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
、
各
地
の
霊
場

を
巡
る
習
慣
が
庶
民
社
会
に
定
着
し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

散
銭
を
お
供
え
す
る
の
は
、
本
来
、
願
い
事
が
叶
っ
た
お
礼
の
た
め
で

し
た
。
し
か
し
、
時
代
と
と
も
に
そ
の
意
味
合
い
は
変
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
庶
民
が
台
頭
し
て
く
る
に
つ
れ
、
神
様
は
昔
の

よ
う
に
絶
対
的
な
存
在
で
は
な
く
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
喜
怒
哀
楽
や
欲

望
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ご
加
護
や

ご
利
益
（
り
や
く
）
を
う
け
る
に
は
、
相
応
の
お
供
え
が
必
要
だ
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
神
様
が
人
間
に
と
っ
て
よ
り

身
近
な
存
在
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
中
世
の
武
士
は
戦

（
い
く
さ
）
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
戦
勝
を
祈
願
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
祈

願
が
成
就
す
れ
ば
土
地
や
社
殿
を
寄
進
す
る
が
、
成
就
し
な
け
れ
ば
社
殿
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を
焼
き
払
う
な
ど
と
い
う
祈
願
文
を
奉
納
し
た
例
も
あ
る
そ
う
で
す
。
こ

の
よ
う
に
神
前
に
散
銭
を
供
え
る
目
的
も
多
様
化
し
、
神
様
と
い
わ
ば
取

引
を
す
る
た
め
と
い
う
場
合
も

あ
り
ま
し
た
。 

 

散
銭
に
代
わ
っ
て
「
賽
銭
」

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
安
土
桃
山

時
代
か
ら
で
す
。「
賽
」
は

「
神
様
に
報
い
る
」
と
い
う
意

味
合
い
を
表
わ
し
ま
す
。「
賽

銭
」
と
い
う
言
葉
の
古
い
例
の

一
つ
が
『
日
葡
辞
書
』（
一
六

〇
三
～
一
六
〇
四
）
で
、

「
仏
、
ま
た
は
神
の
前
に
奉
る

金
」
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。 

な
お
、
鶴
岡
八
幡
宮
（
写

真
）
の
別
当
（
神
社
に
付
属
し

て
お
か
れ
た
神
宮
寺
の
僧
）
の

日
記
の
天
文
年
間
（
一
五
三
二

～
五
五
）
の
項
に
は
、
社
頭
に

散
銭
櫃
を
置
い
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
今
の
賽
銭
箱
の
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

お
賽
銭
に
込
め
る
意
味
合
い
は
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
っ
て
き
ま
し

た
が
、
神
様
に
何
か
を
祈
る
気
持
ち
に
は
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

み
な
さ
ま
は
お
賽
銭
に
ど
ん
な
願
い
を
込
め
て
お
参
り
な
さ
い
ま
す
か
？ 

参
考
文
献 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）、『
日
本
大
百
科
全
書
』

（
小
学
館
）、『
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
）、（
以
上 

ジ
ャ
パ
ン
ナ

レ
ッ
ジ
利
用
）、
『
神
道
大
事
典
』（
弘
文
堂
） 

 

祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

○
次
回
甲
子
祭 

令
和
三
年
九
月
十
三
日
（
月
） 

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
。 

 

〈
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み
〉 

電
話  

 

〇
三―

三
九
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八―

七
九
三
〇 

携
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(連載まんが)  

        大吉うさぎ 
～苦手なもの～ 

       くま こまち 作 

次
号
発
行
予
定 

「
だ
い
こ
く
通
信
第
四
十
六
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
秋
の
号
」

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

  

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
四
十
六
号 

令
和
三
年
七
月
十
五
日
発
行 
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