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だ
い
こ
く
通
信 

第
四
十
一
号
「
春
の
号
」

 
ご
あ
い
さ
つ 

 

昨
年
十
二
月
に
中
国
湖
北
省
武
漢
市
で
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
は
世
界
的
な
規
模
で
流
行
し
て
お
り
、
日
本
で
も
患
者
が
増
加

し
て
い
ま
す
。
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
一
斉
休
校
、
マ
ス
ク
や
ロ
ー
ル

ペ
ー
パ
ー
の
品
不
足
な
ど
、
市
民
生
活
に
も
大
き
な
影
響
が
出
て
い
ま

す
。
こ
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
飛
び
交
い
、
中
に
は
不
正
確
な
も
の

も
混
在
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
で
き
る
限
り
正
確
な
情
報
を
も
と
に
冷
静

に
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
日
も
早
く
事
態
が
収
束
す

る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
四
十
一
号
を
お
届
け
し
ま
す
。 

今
回
の
内
容
は
、
当
神
社
主
催
の
催
し
物
に
つ
い
て
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
。
連
載
ま
ん
が
で

は
新
キ
ャ
ラ
も
登
場
し
ま
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
國
神
社
の
今 

〇
第
九
回
だ
い
こ
く
落
語
会
を
開
催
し
ま
す
【
満
席
】 

来
る
四
月
二
十
五
日
（
土
）
に
第
九
回
「
だ
い
こ
く
落
語
会
」
を
開
催
し

ま
す
。
今
回
も
古
今
亭
菊
乃
丞
師
匠
を
お
迎
え
し
て
の
独
演
会
で
す
。 

お
蔭
様
で
満
席
と
な
り
ま
し
た
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

 

〇
第
六
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
開
催
決
定
！ 

 

当
神
社
の
秋
の
催
し
と
し
て
開
催
し
て
お
り
ま
す
「
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ

ッ
ク
ス
」、
今
年
は
十
月
十
八
日
（
日
）
に
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

今
回
は
、
元
東
京
都
交
響
楽
団
ヴ
ィ
オ
ラ
奏
者
の
中
山
良
夫
さ
ん
に
よ

る
ソ
ロ
・
リ
サ
イ
タ
ル
で
す
。
通
常
は
四
本
の
弦
を
も
つ
ヴ
ィ
オ
ラ
で
す

が
、
今
回
は
珍
し
い
五
弦
の
ヴ
ィ
オ
ラ
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
バ
ッ
ハ

か
ら
現
代
ま
で
幅
広
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
ご
披
露
く
だ
さ
い
ま
す
。
詳
細

は
夏
以
降
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 
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お
宮
あ
れ
こ
れ
～
端
午
の
話
～ 

 
日
本
の
暦
に
は
「
五
節
句
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
月
一

日
の
「
人
日
」
、
三
月
三
日
の
「
上
巳
」
、
五
月
五
日
の
「
端
午
」
、
七

月
七
日
の
「
七
夕
」
、
そ
し
て
九
月
九
日
の
「
重
陽
」
で
す
。
古
代
中
国

の
陰
陽
五
行
説
で
は
一
・
三
・
五
・
七
・
九
の
奇
数
を
「
陽
数
」
と
す
る

考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
月
一
日
の
よ
う
に
こ
れ
ら
奇
数

月
で
、
し
か
も
月
と
同
じ
数
字
の
日
に
は
特
別
な
意
味
合
い
を
持
た
せ
た

の
で
し
ょ
う
。
今
回
は
こ
の
う
ち
、
五
月
五
日
の
「
端
午
」
に
つ
い
て
お

話
し
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

 

「
端
午
」
の
「
端
」
は
「
初
め
」
と
い
う
意
味
で
、
「
端
午
」
は
も
と

も
と
月
の
初
め
の
午
の
日
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
古
代
中
国
の
漢
代
以
降

に
、
五
月
五
日
の
こ
と
を
さ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
漢
代
の
『
荊
楚

（
け
い
そ
）
歳
時
記
』
と
い
う
書
物
に
は
五
月
は
悪
月
で
あ
る
と
い
う
記

述
が
あ
り
、
特
に
五
月
五
日
生
ま
れ
の
子
ど
も
は
長
じ
て
父
母
に
害
を
な

す
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
（
こ
の
こ
と
は
日
本
に
も
伝
わ
り
、

平
安
時
代
の
『
大
鏡
』
序
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
）
。 

 

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
中
国
で
は
端
午
は
毒
虫
や
悪
鬼
を

は
ら
う
日
と
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
蓬
（
よ
も
ぎ
）
で
人
の
形
を
作
っ
た

「
艾
人
（
が
い
じ
ん
）
」
や
「
艾
虎
（
が
い

こ
）
」
を
家
の
門
や
戸
に
懸
け
て
毒
気
を
払

い
ま
し
た
（
「
艾
」
は
「
蓬
」
と
同
じ
く

「
よ
も
ぎ
」
の
こ
と
で
す
）
。 

 

蓬
は
日
本
で
も
薬
草
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
古
代
日
本
で
は
主
と
し
て
五
月
五
日

に
野
山
に
出
て
薬
草
ま
た
は
鹿
の
新
角
（
袋

角
）
を
採
集
す
る
風
習
が
あ
り
、
「
薬
猟

（
く
す
り
が
り
）
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
行
事
は
『
日
本
書
紀
』
推

古
紀
や
『
万
葉
集
』
巻
一
六
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
日
を

「
薬
日
（
く
す
り
び
）
」
と
も
呼
ば
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
蓬
を
使
っ
た

草
餅
は
今
で
も
端
午
の
頃
に
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
薬
日
」
と
い
う
言
葉
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
『
夫
木
和
歌
抄
』
七
に
も

見
ら
れ
ま
す
。
「
薬
日
の
た
も
と
に
結
ぶ
あ
や
め
草
」
（
恵
慶
法
師
）
と

い
う
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
端
午
と
か
か
わ
り
の
深
い
も
う
一
つ
の
植
物

で
あ
る
「
あ
や
め
（
菖
蒲
）
」
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
菖
蒲
に
は
強
い
香

り
が
あ
り
、
葉
が
剣
の
形
を
し
て
い
る
た
め
、
古
く
か
ら
魔
よ
け
と
し
て

使
わ
れ
、
邪
気
を
払
う
と
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。
実
際
、
根
を
煎
じ
た
り
お

ろ
し
た
も
の
は
、
胃
痛
、
発
熱
、
ひ
き
つ
け
、
傷
な
ど
の
民
間
薬
と
さ
れ

た
そ
う
で
す
。 

 

平
安
時
代
の
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
五
月
庚
辰
（
五

日
）
条
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。
「
是
日
、
太
上
天
皇
詔

曰
、
昔
者
五
月
之
節
常
用
菖
蒲
為
縵
（
か
つ
ら
）
、
比
来
已
停
此
事
、
従

今
而
後
、
非
菖
蒲
縵
者
勿
入
宮
中
」
「
菖
蒲
縵
」
と
い
う
の
は
菖
蒲
で
作

っ
た
か
ず
ら
で
、
中
断
さ
れ
て
い
た
習
慣
を
復
活
し
、
端
午
の
節
の
行

幸
・
節
会
な
ど
に
天
皇
を
は
じ
め
諸
臣
に
至
る
ま
で
、
災
い
を
避
け
る
た

め
に
菖
蒲
縵
を
冠
に
付
け
た
の
で
し
た
。
こ
の
習
慣
は
平
安
時
代
に
は
盛

ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
、
『
枕
草
子
』
に
も
「
節
は
、
五
月
に
し
く

月
は
な
し
、
菖
蒲
・
蓬
な
ど
の
薫
り
あ
ひ
た
る
、
い
み
じ
う
を
か
し
」

と
、
宮
中
の
華
麗
な
行
事
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
菖
蒲
で
薬
玉
を

作
っ
て
身
に
つ
け
た
り
、
柱
に
か
け
た
り
し
た
ほ
か
、
飾
粽
（
か
ざ
り
ち

ま
き
）
と
も
合
わ
せ
て
贈
答
し
合
い
ま
し
た
。
ま
た
菖
蒲
の
長
さ
を
競
う

根
合
（
ね
あ
わ
せ
）
も
行
わ
れ
、
民
間
で
も
子
ど
も
た
ち
が
草
合
を
し
た

り
、
菖
蒲
刀
を
腰
に
差
し
菖
蒲
で
作
っ
た
兜
や
菖
蒲
鬘
を
付
け
た
り
し
た

そ
う
で
す
。 
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中
世
以
後
、
端
午
の
節
句
は
武
家

行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
や
が
て
「
菖
蒲
」
（
シ
ョ
ウ

ブ
）
の
音
が
「
尚
武
」
（
シ
ョ
ウ

ブ
）
に
通
ず
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
近

世
で
は
男
子
の
節
句
と
し
て
盛
ん
に

な
り
ま
し
た
。
民
間
で
も
武
者
人

形
・
鯉
幟
・
菖
蒲
刀
（
飾
り
を
つ
け

た
木
刀
）
・
粽
・
柏
餅
な
ど
を
作
る

こ
と
が
広
く
行
わ
れ
、
印
地
打
（
石

合
戦
）
・
凧
上
げ
・
競
漕
（
小
船
を
漕
い
で
速
さ
を
競
う
）
な
ど
の
競
技

行
事
が
、
菖
蒲
湯
・
菖
蒲
枕
（
勝
負
を
枕
の
下
に
敷
い
て
寝
る
）
・
菖
蒲

酒
な
ど
と
と
も
に
定
着
し
ま
し
た
。
菖
蒲
の
葉
や
根
を
入
れ
て
わ
か
し
た

菖
蒲
湯
は
か
ら
だ
を
浄
め
邪
気
を
払
う
と
さ
れ
、
こ
の
習
慣
は
今
日
ま
で

続
い
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
端
午
の
節
句
の
こ
と
を
「
女
の
家
」
と
呼
ぶ
地
域
が
あ
る
そ
う

で
す
。
こ
れ
は
、
田
植
を
前
に
し
て
シ
ョ
ウ
ブ
や
ヨ
モ
ギ
を
ふ
い
た
家
に

女
性
が
忌
み
こ
も
る
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
い
ま
す
。 

 

以
上
お
話
し
し
て
き
た
と
お
り
、
長
く
て
少
々
複
雑
な
歴
史
を
持
つ
端

午
の
節
句
で
す
が
、
邪
気
を
は
ら
っ
て
、
健
康
な
毎
日
を
過
ご
し
た
い
と

い
う
気
持
ち
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
今

年
の
五
月
五
日
に
は
昔
か
ら
伝
わ
る
習
慣
に
ぜ
ひ
触
れ
て
み
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
存
じ
ま
す
。 

    

祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

○
お
祓
い
の
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
な
ど
は
次
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
。 

 

○
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
。
祈
祷
日
時
に
つ
い
て
は
、

お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

〈
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み
〉 

電
話  

 

〇
三―

三
九
一
八―

七
九
三
〇 

携
帯 

 
 

 
 

 
 

 

〇
八
〇―

一
九
八
七―

八
七
一
六 

ｅ
メ
ー
ル           d

aik
o

k
u

jin
ja@

g
m

ail.co
m

 

 

○
次
回
甲
子
祭 

令
和
二
年
五
月
二
十
一
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 
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(連載まんが)  

     大吉うさぎ 
～ご先祖様のお話～ 
       くま こまち 作 

次
号
発
行
予
定 

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

は
、
令
和
二
年
七
月
二
十
日
の
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

  

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
四
十
一
号 

令
和
二
年
三
月
二
十
二
日
発
行 

 
 

編
集･

発
行 

大
國
神
社
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