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だ
い
こ
く
通
信 

第
五
十
五
号
「
秋
の
号
」 

 

ご
あ
い
さ
つ 

 

今
年
の
夏
は
、
統
計
を
と
り
は
じ
め
て
か
ら
最
も
暑
い
夏
に
な
る
と
の

こ
と
で
し
た
。
東
京
で
も
、
三
十
五
度
を
超
え
る
「
猛
暑
日
」
は
最
多
、

三
十
度
以
上
の
「
真
夏
日
」
連
続
日
数
も
記
録
を
更
新
し
た
そ
う
で
す
。

厳
し
い
暑
さ
で
、
体
調
を
崩
さ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
暑
さ
は
、
ま
だ
し
ば
ら
く
続
き
そ
う
で
す
。
ど
う
ぞ
く

れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

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

今
回
の
内
容
は
、
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
の
今 

〇
お
正
月
の
準
備
な
ど 

 

大
変
気
が
早
い
話
で
は
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
お
正
月
の
準
備
が
始
ま

っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
授
与
品
の
ご
用
意
な
ど
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
詳
細
は
ま
た
改
め
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
今
年
初
め
か
ら
お
出
し
し

て
お
り
ま
す
「
仕
事
守
」
が
ご
好
評

を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
日
々 

ご
無
事
で
お
勤
め
い
た
だ
け
ま
す
よ

う
に
と
い
う
願
い
を
込
め
て
調
製
し

ま
し
た
。
お
参
り
の
際
は
ぜ
ひ
ご
覧

い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。 

 

お
宮
あ
れ
こ
れ
～
「
い
の
る
」
「
ね
が
う
」「
お
が
む
」
の
話
～ 

 

「
家
族
の
み
ん
な
が
健
康
で
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
」
「
希
望
の
学
校
に

合
格
し
ま
す
よ
う
に
」
「
商
売
が
う
ま
く
い
き
ま
す
よ
う
に
」…

…

ご
神

前
で
お
詣
り
を
す
る
際
、
わ
た
く
し
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
祈
っ
た

り
、
願
っ
た
り
し
ま
す
。
今
回
は
こ
の
「
祈
る
」
「
願
う
」
、
そ
し
て

「
拝
む
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。 

 

ま
ず
、
「
祈
る
」
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。
「
い
の
る
」
は
も
と
も

と
は
「
い
＋
の
る
」
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
こ
と
ば
だ
そ
う
で

す
。
「
い
」
は
「
神
聖
、
斎
」
の
意
味
、
「
の
る
」
は
「
宣
る
」
の
意
味

だ
と
さ
れ
ま
す
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』)

。 
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「
斎
」
は
「
ゆ
」
と
読
み
、
「
神
聖

で
あ
る
こ
と
。
清
浄
で
あ
る
こ
と
」
を

あ
ら
わ
し
ま
す
。
助
詞
「
つ
」
を
伴
っ

て
「
ゆ
つ
磐
群
（
い
わ
む
ら
）
」
（
神

聖
な
岩
石
の
群
れ
。
清
浄
な
岩
々
）
の

よ
う
に
使
っ
た
り
、
「
ゆ
庭
」
「
ゆ
鍬

（
く
わ
）
」
」
の
よ
う
に
直
接
に
名
詞

の
前
に
つ
け
て
、
そ
の
物
が
神
事
に
関

す
る
物
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
り

し
ま
す
。
「
い
」
も
同
じ
意
味
を
あ
ら

わ
し
ま
す
。
「
万
葉
集
」
の
例
を
挙
げ

て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

「
ち
は
や
ぶ
る
神
の
伊
（
イ
）
垣
も

こ
え
ぬ
べ
し
今
は
わ
が
名
の
惜
し
け
く
も
な
し
」
（
万
葉
集
・
二
六
六

三
） 

 

「
の
る
」
は
「
言
う
、
述
べ
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
ば
で
す
。
古
く

奈
良
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
延
喜
式
祝
詞
」
に
「
天
つ
祝
詞
の

太
祝
詞
事
を
宣
（
の
）
れ
」
と
い
う
表
現
が
登
場
し
ま
す
。
現
代
で
は
使

わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
ば
で
す
が
、
「
名
の
る
」
と
い
う
表
現
の
中
に
残

っ
て
い
ま
す
。
「
の
る
」
は
単
純
に
口
に
出
し
て
言
う
と
い
う
意
味
で
は

な
く
、
呪
力
を
持
っ
た
発
言
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
発
言
、
ふ
つ
う
は

言
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
口
に
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

「
の
ろ
ふ
（
呪
）
」
と
い
う
こ
と
ば
も
「
の
る
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
熊
本
の
方
言
で
は
「
い
の
る
」
が
「
の
ろ
う
」
の
意
味
を

あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

 

た
だ
、
「
の
る
」
と
「
い
の
る
」
は
ど
ち
ら
が
先
に
で
き
た
こ
と
ば
な

の
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
い
の

る
」
は
「
こ
と
ば
を
口
に
出
し
て
、
神
に
福
を
求
め
る
」
と
い
う
意
味
を

あ
ら
わ
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
「
万
葉
集
」
に
は
次
の
例
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
天
地
（
あ
め
つ
し
）
の
い
づ
れ
の
神
を
以
乃
良
（
イ
ノ
ラ
）
ば
か
愛

（
う
つ
く
）
し
母
に
ま
た
言
問
は
む
」
（
四
三
九
二
） 

こ
こ
で
は
「
神
を
祈
る
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
「
い
の

る
」
の
本
来
の
意
味
は
「
神
の
名
を
口
に
す
る
」
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
後
、
平
安
時
代
に
は
、
「
神
に
」
と
い
う
形
で
用
い
ら

れ
、
神
に
「
対
し
て
」
願
望
が
叶
う
よ
う
に
求
め
る
と
い
う
意
味
を
表
わ

す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ず
っ
と
時
代
の
下
っ
た
十
七
世
紀
初
め
の
「
日

葡
辞
書
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
お
り
、
「
～
を
い
の
る
」
「
～
に

い
の
る
」
の
両
方
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

「In
o

ri, u
, o

tta 

（
イ
ノ
ル
）
〈
訳
〉
祈
祷
す
る
。
ホ
ト
ケ
ニ
、
ま
た

は
、
ホ
ト
ケ
ヲin

o
ru

 

（
イ
ノ
ル
）
」 

 

ち
な
み
に
、
「
い
の
る
」
と
近
い
意
味
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
と
し
て

「
祈
（
の
）
む
」
が
あ
り
ま
す
。
奈
良
時
代
の
「
日
本
書
紀
」
（
崇
神
一

〇
年
九
月
（
北
野
本
訓
）
）
の
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。 

 

「
不
得
免
（
ま
ぬ
か
る
ま
し
き
こ
と
）
を
知
（
し
）
り
て
、
叩
頭
（
ノ

ミ
）
て
曰
は
く
『
我
君
（
あ
か
き
み
）
』
と
い
ふ
〈
略
〉
〈
叩
頭
（
た
た

く
か
う
へ
）
此
を
ば
迺
務
（
ノ
ム
）
と
云
ふ
〉
」 

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
「
の
む
」
は
「
頭
を
下
げ
て
こ
い
ね
が
う
」
と

い
う
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
頭
を
下
げ
る
、
ひ
れ
伏
す
な
ど
の
動

作
に
注
目
し
た
表
現
だ
と
言
え
ま
す
。
祝
詞
で
は
「
乞
い
祈
み
ま
つ
る
」

と
い
う
言
い
方
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。 

 

次
に
「
ね
が
う
」
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の
こ
と
ば
は
も
と
も
と
「
ね

ぐ
」
と
い
う
動
詞
に
継
続
や
反
復
を
あ
ら
わ
す
助
動
詞
「
ふ
」
が
つ
い
た

も
の
で
す
。 
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「
ね
ぐ
」
は
「
他
者
の
心
を
慰
め
い
た
わ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
自
分

よ
り
も
目
上
に
対
し
て
使
う
と
「
願
う
」
意
味
、
目
下
に
対
し
て
使
う
と

「
ね
ぎ
ら
う
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
「
ね
ぎ
ら

う
」
も
、
「
ね
ぐ
」
が
も
と
に
な
っ
た
こ
と
ば
で
す
）
。
神
社
に
複
数
の

神
職
が
い
る
際
、
一
番
上
の
神
職
が
「
宮
司
」
で
、
そ
の
下
の
神
職
を

「
禰
宜
（
ね
ぎ
）
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
「
禰
宜
」
と
い
う
こ
と
ば
は

「
ね
ぐ
」
か
ら
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
ね
ぐ
」
が
も
と
に
な
り
、
「
ね
が
う
（
ね
が
ふ
）
」
は

「
神
仏
に
望
む
こ
と
を
請
い
求
め
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
「
ね

が
う
」
も
ま
た
古
い
言
葉
で
「
万
葉
集
」
の
大
友
家
持
の
歌
に
も
み
ら
れ

ま
す
。 

「
泡
沫
（
み
つ
ぼ
）
な
す
仮
（
か
）
れ
る
身
そ
と
は
知
れ
れ
ど
も
な
ほ
し

禰
我
比
（
ネ
ガ
ヒ
）
つ
千
歳
の
命
を
」
（
四
四
七
〇
） 

 

最
後
に
「
拝
む
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
「
拝
む
」
は
、
古
い
時

代
に
は
「
お
ろ
が
む
」
と
い
う
形
で
し
た
。
「
日
本
書
紀
」
に
次
の
例
が

あ
り
ま
す
。 

 

「
畏
（
か
し
こ
）
み
て
仕
へ
奉
（
ま
つ
）
ら
む
烏
呂
餓
瀰
（
オ
ロ
ガ

ミ
）
て
仕
へ
奉
ら
む
」
（
推
古
二
〇
年
正
月
・
歌
謡
） 

祝
詞
で
は
よ
く
「
お
ろ
が
む
」
を
使
い
ま
す
。
「
お
ろ
が
む
」
の
語
源
は

「
折
れ
屈
む
」
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
身
体
を
折
り
曲
げ

て
お
辞
儀
を
す
る
と
い
う
動
作
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
に
お
話
し
し
た
「
の
む
」
と
同
じ
く
、
動
作
に
注
目
し
た
表
現
だ
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
お
ろ
が
む
」
が
縮
ま
っ
て
「
お
が
む
」
に
な
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
仏
を
「
拝
む
」
こ
と
を
あ
ら
わ
す
、
最
も
古
い

例
は
次
の
「
土
左
日
記
」
の
例
だ
と
さ
れ
ま
す
。 

 

「
ひ
と
に
と
へ
ば
『
八
幡
宮
（
や
は
た
の
み
や
）
』
と
い
ふ
。
こ
れ
を

聞
き
て
喜
び
て
、
人
々
を
か
み
た
て
ま
つ
る
」
（
承
平
五
年
二
月
一
一

日
） 

 

「
い
の
る
」
「
ね
が
う
」
「
お
が
む
」
は
い
ず
れ
も
叶
え
た
い
と
思
っ

て
い
る
こ
と
を
ご
神
前
で
神
様
に
お
伝
え
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
意
味
を

あ
ら
わ
し
ま
す
。
た
だ
、
以
上
お
話
し
て
き
ま
し
た
通
り
、
三
つ
の
こ
と

ば
に
は
少
し
ず
つ
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
「
い
の
る
」
は

「
こ
と
ば
に
出
し
て
伝
え
る
」
、
「
ね
が
う
」
は
「
神
様
の
心
を
慰
め
い

た
わ
る
こ
と
で
伝
え
る
」
、
「
お
が
む
」
は
「
身
体
を
折
り
曲
げ
、
深
く

お
辞
儀
を
す
る
こ
と
で
伝
え
る
」
と
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
い
ず
れ
も
、
神
様
に
対
す
る
古
代
の
人
々
の
姿
勢
が
よ
く
あ
ら
わ

れ
た
こ
と
ば
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 
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祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

○
次
回
甲
子
祭 

令
和
五
年
十
一
月
二
日
（
木
） 

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

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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次
号
発
行
予
定 

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

は
、
令
和
五
年
十
一
月
二
日
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

 

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
五
十
五
号 

令
和
五
年
九
月
三
日
発
行 
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