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だ
い
こ
く
通
信 

第
五
十
一
号
「
秋
の
号
」 

 

ご
あ
い
さ
つ 

 

今
年
の
夏
の
暑
さ
は
、
大
変
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
九
月
に
入
っ
て
気

温
が
下
が
り
、
や
っ
と
息
が
で
き
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
一
進
一
退
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。
涼
し

く
な
る
の
は
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、
ウ
イ
ル
ス
は
温
度
や
湿
度
が
低
い

ほ
う
が
動
き
が
活
発
だ
と
の
話
も
あ
り
、
再
び
感
染
が
広
が
る
の
で
は
と

心
配
で
す
。
こ
う
い
う
と
き
こ
そ
、
気
持
ち
を
落
ち
着
け
て
過
ご
し
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。 

く
れ
ぐ
れ
も
お
身
体
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
五
十
一
号
を
お
届
け
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
国
神
社
の
今 

〇
玉
垣
の
耐
震
性
能
に
つ
い
て 

 

防
災
対
策
の
一
環
と
し
て
、
玉
垣
の
耐
震
性
能
に
つ
い
て
、
一
部
は
新

た
に
調
査
を
行
な
い
、
確
認
し
ま
し
た
。
当
神
社
境
内
の
山
手
線
側
に
設

置
さ
れ
て
い
る
玉
垣
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
ま
で
の
境
内
整
備
を
担

当
し
た
建
設
会
社
に
依
頼
し
て
調
査
し
て
も
ら
い
ま
し
た
（
七
月
二
十
七

日
）。
そ
の
結
果
、
必
要
な
個
所
に
鉄
筋
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
十
分
な

耐
震
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
。
な
お
、
本
郷
通
り

側
の
玉
垣
は
、
境
内
整
備
時
に

新
設
し
た
も
の
で
、
内
部
の
必

要
な
個
所
に
鉄
筋
を
使
用
し
て

お
り
、
こ
ち
ら
も
十
分
な
耐
震

性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

お
り
ま
す
。 

  

〇
新
年
授
与
品
の
こ
と 

 
少
々
気
の
早
い
話
で
恐
縮
で
す
が
、
神
社
で
は
す
で
に
来
年
の
お
正
月

の
準
備
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
来
年
の
干
支
は
「
癸
卯
（
み
ず
の
と

う
）」
で
、
う
さ
ぎ
年
に
あ
た
り
ま
す
。
う
さ
ぎ
は
当
神
社
の
御
祭
神
で

あ
る
大
国
主
命
と
も
ゆ
か
り
の
深
い
動
物
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
普
段

と
は
違
う
授
与
品
を
準
備
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
新
し
い
御
守
り
も
制

作
中
で
す
。
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。 
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お
宮
あ
れ
こ
れ
～
秋
の
七
草
～ 

 
「
春
の
七
草
」
は
七
草
粥
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
「
秋
の
七

草
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
季
節
に
ち
な
ん
で
「
秋
の
七

草
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。 

現
在
「
秋
の
七
草
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
七
種
で
す
。 

萩
（
は
ぎ
）
、
尾
花
（
お
ば
な
）
、
葛
（
く
ず
）
、
撫
子
（
な
で
し

こ
）
、
女
郎
花
（
お
み
な
え
し
）
、
藤
袴
（
ふ
じ
ば
か
ま
）
、
桔
梗

（
き
き
ょ
う
） 

「
春
の
七
草
」
は
食
用
の
草
で
す
が
、
秋
の
七
草
は
も
っ
ぱ
ら
鑑
賞
の
た

め
の
草
花
が
選
ば
れ
て
お
り
、
『
万
葉
集
』
の
山
上
憶
良
（
や
ま
の
う
え

の
お
く
ら
）
の
歌
に
始
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
萩
の
花 

尾
花 

葛
花 

な
で
し
こ
が
花 

を
み
な
へ
し 

ま
た

藤
袴 

朝
顔
が
花
」 

お
も
し
ろ
い
の
は
、
最
後
に
「
朝
顔
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
こ

で
い
う
「
朝
顔
」
は
木
槿
（
む
く
げ
）
、
旋
花
（
ひ
る
が
お
）
、
桔
梗
の

こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
平
安
時
代
の
『
新
撰

字
鏡
』
と
い
う
辞
書
で
は
「
桔
梗
」
を
「
阿
佐
加
保
（
あ
さ
か
ほ
）
」
と

読
ま
せ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ち
な
み
に
、
現
代
の
朝
顔
は
古
く
は
「
牽
牛

子
（
け
に
ご
し
）
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
輸
入
さ
れ

た
と
い
う
説
が
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
「
桔
梗
」
で
す
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
紀
友
則
の
歌
で
は
「
物

名
（
も
も
の
な
）
」
あ
る
い
は
「
隠
題
（
か
く
し
だ
い
）
」
と
い
う
技
法

を
使
っ
て
読
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ど
こ
に
「
桔
梗
」
が
隠
れ
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。 

 
 

秋
ち
か
う
野
は
な
り
に
け
り
白
露
の
置
け
る
草
葉
も
色
か
は
り
ゆ
く 

最
初
の
部
分
「
あ
き
ち
か
う
の
は
な
り
に
け
り
」
に

「
き
ち
か
う
の
花
」
と
い
う
言
葉
が
隠
さ
れ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
「
桔
梗
」
が
「
き
ち
か
う

（
き
ち
こ
う
）
」
と
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
「
き
ち

こ
う
」
「
き
き
ょ
う
」
と
二
つ
の
読
み
方
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
「
梗
」
と
い
う
漢
字
は
漢
音
で
は
コ
ウ
な
の
で
「
桔
梗
」
は

「
キ
チ
コ
ウ
」
と
な
り
ま
す
。
一
方
、
呉
音
で
キ
ョ
ウ
と
読
ま
れ
る
の

で
、
「
キ
チ
キ
ョ
ウ→

キ
ッ
キ
ョ
ウ→

キ
キ
ョ
ウ
」
の
よ
う
に
変
化
し
た

の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
後
者
の
読
み
方
の
ほ
う
が
定
着
し
て
現

代
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

秋
の
七
草
に
は
桔
梗
の
ほ
か
に
も
、
名
前
に
特
徴
の
あ
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
い
く
つ
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

「
尾
花
」
は
ス
ス
キ
の
こ
と
で
、
花
穂
が
馬
な
ど
の
尾
に
似
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
こ
の
名
前
が
あ
り
ま
す
。
「
幽
霊
の
正
体
見
た
り
枯
れ
尾
花
」

と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
有
名
で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
こ
と
わ
ざ
は
、
も
と
は

「
化
物
の
正
体
見
た
り
枯
れ
尾
花
」
（
横
井
也
有
「
俳
家
奇
人
伝
」
（
一

八
一
六
）
）
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

「
女
郎
花
」
の
語
源
は
不
明
だ
そ
う
で
す
が
、
「
女
飯
（
お
ん
な
め

し
）
」
の
意
味
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
小
さ
な
花
が
つ

く
様
子
を
粟
飯
（
あ
わ
め
し
）
に
た
と
え
た
と
考
え
る
も
の
で
す
。
ま

た
、
鎌
倉
時
代
の
僧
宗
碵
（
そ
う
て
い
）
の
『
藻
塩
草
（
も
し
お
ぐ

さ
）
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
伝
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
城
（
へ
い

ぜ
い
）
天
皇
（
在
位
八
〇
六
～
八
〇
九
）
の
時
代
、
自
分

の
愛
し
た
男
が
別
の
女
と
結
婚
す
る
と
聞
い
た
女
性
が
、

世
を
は
か
な
ん
で
川
に
身
を
投
げ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
女

性
が
脱
い
で
残
し
て
い
っ
た
衣
か
ら
、
女
郎
花
が
咲
き
出

し
た
と
い
う
話
で
す
。 
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大
伴
家
持
は
「
撫
子
」
を
詠
ん
だ
歌
を
多
数

残
し
て
い
ま
す
。
次
も
そ
の
一
つ
で
す
。 

わ
が
や
ど
に
播
き
し
な
で
し
こ
い
つ
し
か

も
花
に
咲
き
な
む
な
そ
へ
つ
つ
見
む

（
『
万
葉
集
』
巻
八
・
一
四
四
八
） 

こ
こ
で
は
、
撫
子
を
種
を
ま
い
て
育
て
た
こ
と

が
詠
ま
れ
て
お
り
、
日
本
で
園
芸
植
物
を
播
種
（
は
し
ゅ
）
し
て
育
て
た

最
初
の
記
録
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
撫
子
」
は
古
く
は
「
常
夏
（
と
こ

な
つ
）
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
は
「
常
夏
」
を
第

二
十
六
帖
の
題
名
と
し
て
い
ま
す
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
常
夏
」
「
撫

子
」
両
方
の
言
葉
が
登
場
し
ま
す
が
、
「
常
夏
」
は
妻
や
愛
人
、
「
撫

子
」
は
幼
児
の
象
徴
と
し
て
、
使
い
分
け
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。 

 

「
葛
（
く
ず
）
」
と
い
う
名
前
は
、
葛
の
名
産
地
で
あ
る
奈
良
・
吉
野

地
方
の
「
国
栖
（
国
樔 

く
ず
）
」
と
い
う
地
名
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
葛
は
葉
の
裏
側
が
白
み
が
か
っ
て
い
る
の
で
、
葉
が
風
に
ひ
る

が
え
る
と
目
立
つ
と
こ
ろ
か
ら
「
裏
見
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
和
歌
な
ど
で
は
「
恨
み
」
に
か
け
て
用
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

す
。
有
名
な
も
の
と
し
て
、
歌
舞
伎
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
（
あ
し
や
ど
う

ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み
）
」
に
登
場
す
る
次
の
歌
が
あ
り
ま
す
。
主
人

公
・
葛
の
葉
が
自
分
が
狐
で
あ
る
こ
と
を
幼
子
（
の
ち
の
安
倍
晴
明
）
に

打
ち
明
け
て
、
別
れ
を
告
げ
る
場
面
の
歌
で
す
。 

恋
し
く
ば
た
ず
ね
き
て
み
よ 

い
ず
み
な
る
信
田
の
森
の 

う
ら
み

葛
の
葉 

こ
の
よ
う
に
、
秋
の
七
草
は
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
歴
史
や
物
語
を
も

っ
て
い
ま
す
。
気
候
が
穏
や
か
に
な
っ
て
く
る
こ
の
時
期
、
野
の
草
花
か

ら
想
像
力
を
広
げ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 
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祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

 

○
次
回
甲
子
祭 

令
和
四
年
十
一
月
七
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
以
下
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  
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(連載まんが)  

        大吉うさぎ 
～神社クイズ～ 

       くま こまち 作 

次
号
発
行
予
定 

「
だ
い
こ
く
通
信
第
五
十
一
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
冬
の
号
」

は
、
令
和
四
年
十
一
月
七
日
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

  

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
五
十
一
号 

令
和
四
年
九
月
八
日
発
行 
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