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だ
い
こ
く
通
信 

第
五
十
二
号
「
冬
の
号
」 

 

ご
あ
い
さ
つ 

 

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
二
か
月
弱
と
な
り
ま
し
た
。
十
月
の
末
以
来
気
温

の
変
化
が
激
し
く
、
体
調
管
理
が
難
し
い
日
々
が
続
き
ま
す
。
し
か
も
、

こ
れ
か
ら
本
格
的
な
冬
に
向
け
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
再
拡
大
が

心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
み
な
さ
ま
に
は
こ
ま
め
な
換
気
や
手
洗

い
、
マ
ス
ク
の
使
用
な
ど
、
十
分
健
康
に
留
意
し
て
お
過
ご
し
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

来
年
の
干
支
は
「
癸
卯
」
で
す
。
「
み
ず
の
と
う
」
と
読
み
ま
す
が
、

音
読
み
に
す
る
と
「
キ
ボ
ウ
」
と
な
り
ま
す
。
み
な
さ
ま
に
と
り
ま
し

て
、
「
希
望
」
の
持
て
る
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
心
か
ら
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。
新
年
の
干
支
に
ち
な
ん
だ
授
与
品
と
、
新
し
い
御
守
り
を
新

年
か
ら
お
出
し
し
ま
す
。
初
詣
の
折
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
五
十
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。 

今
回
の
内
容
は
、
新
年
の
祈
祷
受
付
時
間
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
。 

   

新
年
の
ご
祈
祷
受
付
時
間 

一
月
一
日(

日) 
 

 

午
前
零
時
～
午
前
一
時  

午
前
六
時
～
午
後
五
時 

一
月
二
日(

月)

・
三
日(

火) 
 

午
前
九
時
～
午
後
五
時 

一
月
四
日(

水)

・
五
日(

木) 
 

午
前
九
時
～
正
午 

一
月
六
日(

金) 

初
子･

初
甲
子 

午
前
五
時
～
正
午 

一
月
七
日(

金)  
 

 

午
前
九
時
～
正
午 
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お
宮
あ
れ
こ
れ
～
ウ
サ
ギ
の
話
～ 

 
「
ご
あ
い
さ
つ
」
に
も
書
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
通
り
、
来
年
の
干
支
は
癸
卯
（
み

ず
の
と
う
）
で
、
ウ
サ
ギ
年
で
す
。
今
回
は

大
国
様
に
も
ゆ
か
り
の
深
い
ウ
サ
ギ
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。 

 

ウ
サ
ギ
は
、
生
物
学
的
に
は
「
ウ
サ
ギ
目

ウ
サ
ギ
科
」
の
哺
乳
類
で
、
ノ
ウ
サ
ギ
類

と
、
飼
い
ウ
サ
ギ
の
原
種
の
ア
ナ
ウ
サ
ギ
類

が
あ
る
そ
う
で
す
。
ウ
サ
ギ
は
古
来
か
ら
、

食
用
に
し
た
り
、
毛
皮
を
襟
巻
に
し
た
り
、

あ
る
い
は
実
験
動
物
と
し
て
利
用
さ
れ
た
り

と
、
人
間
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
身
近
な
動
物

の
一
つ
で
す
。
最
近
は
ペ
ッ
ト
と
し
て
も
大
変
人
気
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

日
本
で
ウ
サ
ギ
を
飼
う
習
慣
が
始
ま
っ
た
の
は
江
戸
時
代
末
で
、
そ
れ

以
前
は
す
べ
て
野
生
で
し
た
。
野
生
の
ウ
サ
ギ
の
う
ち
、
西
日
本
の
も
の

は
一
年
を
通
じ
て
毛
が
黄
褐
色
で
す
が
、
東
日
本
の
エ
チ
ゴ
ウ
サ
ギ
は
冬

に
な
る
と
保
護
色
の
白
い
毛
に
生
え
替
わ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
西
南
日

本
で
は
白
い
ウ
サ
ギ
を
珍
重
し
、
山
の
神
の
仮
の
姿
と
考
え
た
痕
跡
も
み

ら
れ
る
そ
う
で
す
。
ち
な
み
に
俳
句
で
は
「
兎
」
は
冬
の
季
語
で
す
。
こ

れ
も
白
い
毛
に
替
わ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。 

 

野
生
の
ウ
サ
ギ
は
材
木
や
農
作
物
を
食
い
荒
ら
す
た
め
、
害
獣
と
し
て

扱
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
民
話
で
は
ず
る
が
し
こ
い
動
物
と
し
て
登
場
す

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
聴
覚
が
鋭
く
、
す
ば
し
こ
く
て
簡

単
に
は
捕
ま
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。 

 

ウ
サ
ギ
が
ず
る
が
し
こ
い
動
物
と
し
て
描
か
れ
た
代
表
的
な
も
の
が
、

奈
良
時
代
の
「
古
事
記
」
「
風
土
記
」
に
見
ら
れ
る
神
話
「
因
幡
の
白

兎
」
で
し
ょ
う
。
隠
岐
国
か
ら
因
幡
国
へ
渡
る
た
め
、
ウ
サ
ギ
は
ワ
ニ
ザ

メ
を
だ
ま
し
て
海
上
に
並
ば
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
背
中
の
上
を
渡
っ

て
い
く
の
で
す
が
、
最
後
の
ワ
ニ
ザ
メ
が
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
、

ウ
サ
ギ
の
皮
を
は
い
で
し
ま
い
ま
す
。
ウ
サ
ギ
は
、
大
国
主
命
（
お
お
く

に
ぬ
し
の
み
こ
と
）
の
兄
八
十
神
（
や
そ
か
み
）
に
言
わ
れ
た
通
り
潮
を

浴
び
て
、
い
っ
そ
う
苦
し
み
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
に
や
っ
て
き
た

大
国
主
命
に
助
け
ら
れ
る
と
い
う
お
話
で
す
。
こ
こ
で
は
、
相
手
を
だ
ま

す
ず
る
が
し
こ
い
側
面
と
、
だ
ま
し
た
相
手
に
報
復
さ
れ
る
無
力
な
姿
の

両
方
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
方
、
ウ
サ
ギ
を
ち
ゃ
っ
か
り
し
た
存
在
と
し
て
描
く
話
と
し
て
、

「
か
ち
か
ち
山
」
や
「
兎
と
亀
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
「
か
ち
か
ち
山
」

は
、
一
見
お
と
な
し
そ
う
な
ウ
サ
ギ
が
逆
に
タ
ヌ
キ
を
だ
ま
す
様
子
が
語

ら
れ
ま
す
。 

 

赤
兎
山 

（
あ
か
う
さ
ぎ
や
ま
・
石
川
県
白
山
市
～
福
井
県
大
野
市
な

ど
） 

、
兎
平 

（
う
さ
ぎ
だ
い
ら
・
長
野
県
北
安
曇
郡
な
ど
）
、
白
兎

（
し
ろ
う
さ
ぎ
・
山
形
県
長
井
市
、
は
く
と
・
鳥
取
県
鳥
取
市
） 

な

ど
、
ウ
サ
ギ
に
ち
な
ん
だ
地
名
が
全
国
各
地
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
ウ
サ

ギ
が
登
場
す
る
昔
話
の
舞
台
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

と
こ
ろ
で
、
「
月
の
中
で
兎
が
餠
を
つ
い

て
い
る
」
と
い
う
有
名
な
伝
説
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
言
い
伝
え
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で

し
ょ
う
か
。
平
安
時
代
末
の
「
今
昔
物
語

集
」
は
仏
教
説
話
を
集
め
た
も
の
で
す
が
、

そ
の
中
に
、
帝
釈
天
が
ウ
サ
ギ
と
キ
ツ
ネ
と

サ
ル
の
仏
心
を
試
す
話
が
あ
り
ま
す
。
帝
釈

http://www.taka.co.jp/tada/detail.php?id=1332&cid=4&cid2=15
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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天
は
弱
っ
た
老
人
に
姿
を
変
え
、
自
分
を
養
っ
て
く
れ
と
三
匹
に
頼
み
ま

す
。
サ
ル
と
キ
ツ
ネ
は
食
べ
物
を
見
つ
け
て
き
ま
す
が
、
ウ
サ
ギ
は
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ウ
サ
ギ
は
自
分
の
身
を
焼
い
て
供

え
ま
す
。
ウ
サ
ギ
は
死
後
、
誠
実
さ
を
た
た
え
ら
れ
月
に
住
む
こ
と
に
な

っ
た
、
と
い
う
話
で
す
。
こ
の
話
の
出
典
を
た
ど
る
と
、
古
代
イ
ン
ド
の

仏
教
説
話
集
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
三
一
六
話
に
さ
か
の
ぼ
る
そ
う
で
す
。 

ウ
サ
ギ
は
、
日
本
の
民
話
で
は
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
存
在
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
国
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
に
ず
い
ぶ
ん
違

い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
英
語
に
は

"M
arch

 h
are"

（
三
月
ウ

サ
ギ
）
と
い
う
言
い
方
が

あ
り
ま
す
。
三
月
は
ウ
サ

ギ
の
繁
殖
期
に
当
た
る
の

で
、
ウ
サ
ギ
の
気
が
立
っ

て
い
る
様
子
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
よ
う
で
す
。
ル
イ

ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
「
不
思

議
の
国
の
ア
リ
ス
」
に

も
、
変
わ
り
者
の
帽
子
屋

と
一
緒
に
登
場
し
ま
す
（
図
）
。 

 

昔
か
ら
現
代
ま
で
ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
に
い
る
ウ
サ
ギ
で
す
が
、
付
き

合
い
が
長
い
だ
け
に
い
ろ
い
ろ
な
側
面
を
見
せ
て
く
れ
る
動
物
で
す
。
さ

て
、
来
年
の
ウ
サ
ギ
は
、
大
き
く
ぴ
ょ
ー
ん
と
跳
ね
て
、
わ
た
く
し
た
ち

を
ど
こ
へ
導
い
て
行
っ
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

参
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祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

 

○
次
回
甲
子
祭 

令
和
五
年
一
月
六
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 

 

○
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 
～神社豆知識 その１３～ 

       くま こまち 作 

次
号
発
行
予
定 

「
だ
い
こ
く
通
信
第
五
十
二
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
冬
の
号
」

は
、
令
和
五
年
一
月
六
日
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

  

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
五
十
二
号 

令
和
四
年
十
一
月
七
日
発
行 
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