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だ
い
こ
く
通
信 

第
五
十
九
号
「
秋
の
号
」 

ご
あ
い
さ
つ 

今
年
の
夏
は
本
当
に
長
く
、
暑
く
、
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
十
月
二
十

四
日
は
今
年
百
五
十
三
回
目
、
今
月
十
四
回
目
の
夏
日
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
一
八
七
五
年
に
気
象
統
計
が
始
ま
っ
て
以
来
、
年
間
、
月
別
と
も

に
最
多
記
録
を
更
新
し
た
そ
う
で
す
。
か
と
思
え
ば
、
今
年
の
冬
は
寒
さ

が
厳
し
い
と
の
予
測
が
出
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
体
調

に
気
を
つ
け
て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
五
十
九
号
を
お
届
け
し
ま
す
。 

今
回
の
内
容
は
、
当
神
社
の
最
新
情
報
を
お
伝
え
す
る
「
大
國
神
社
の

今
」、
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 

○
第
十
回
だ
い
こ
く
落
語
会
を
開
催
し
ま
し
た 

去
る
十
月
十
二
日
、
当
神
社
拝
殿
に
お
き
ま
し
て
、
十
回
目
と
な
る
だ

い
こ
く
落
語
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

お
な
じ
み
古
今
亭
菊
之
丞
師
匠
を
お
迎
え
し
て
の
独
演
会
で
、「
ね
ず
み
」

と
「
明
烏
」
の
二
席
。
し
ば
し
江
戸
情
緒
に
浸
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

菊
之
丞
師
匠
、
お
越
し
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 だ

い
こ
く
落
語
会
は
今
後
も
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

引
き
続
き
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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お
宮
あ
れ
こ
れ
～
「
参
る
」
の
話
～ 

 

赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
と
、
「
お
宮
参
り
」
を
し
ま
す
。
ま
た
、
昔
は

お
宮
で
願
掛
け
を
す
る
時
、
「
お
百
度
参
り
」
を
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
お
宮
に
参
拝
す
る
こ
と
を
「
参
る
」
と
言
い
ま
す
。

今
回
は
こ
の
「
参
る
」
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

 

「
参
る
」
の
語
源
に
つ
い
て
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
「
ま
い

（
参
）
」
に
「
い
る
（
入
）
」
の
付
い
た
「
ま
い
い
る
」
の
変
化
し
た
も

の
で
、
貴
人
の
居
所
に
は
い
っ
て
行
く
の
が
原
義
か
」
と
記
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
出
て
く
る
「
ま
い
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
言
葉
な
の
で
し

ょ
う
。 

 

こ
れ
は
「
ま
い
る
」
の
元
の
形
で
、
「
貴
所
・
貴
人
の
も
と
へ
行
く
」

と
い
う
意
味
で
す
が
、
文
法
的
に
は
上
一
段
活
用
の
動
詞
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
ば
を
「
ま
い
る
（
古
）
」
と
あ
ら
わ
し
ま
す
。
「
ま
い
る

（
古
）
」
の
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

「
こ
の
御
足
跡
を
尋
ね
求
め
て
善
き
人
の
坐
す
国
に
は
我
も
麻
胃
（
マ

ヰ
）
て
む
諸
々
を
率
て
」
（
仏
足
石
歌
〔
７
５
３
頃
〕
） 

「
玉
桙
の 

道
に
出
で
立
ち 

岩
根
ふ
み 

山
越
え
野
行
き 

都
辺
に 

末
為

（
マ
ヰ
）
し
我
が
背
を
〈
大
伴
家
持
〉
」
（
万
葉
集
一
八
・
四
一
一
六
）

ど
ち
ら
も
大
変
古
い
例
で
す
。 

「
ま
い
る
（
古
）
」
に
「
入
る
（
い
る
）
」
が
つ
い
て
「
ま
い
い
る
」

と
い
う
形
が
で
き
、
そ
の
後
「
い
」
が
一
つ
落
ち
て
「
ま
い
る
」
と
な
り

ま
し
た
。
同
じ
形
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
新
し
く
で
き
た

「
ま
い
る
」
は
文
法
的
に
は
四
段
活
用
の
動
詞
で
、
「
ま
い
る
（
古
）
」

と
は
活
用
の
種
類
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。
や
や
こ
し
く
て
恐
縮
で
す
が
、

新
し
い
ほ
う
の
「
ま
い
る
」
を
「
ま
い
る
（
新
）
」
と
あ
ら
わ
し
ま
す
。 

 

「
ま
い
る
（
新
）
」
は
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
辞
典
の
説
明
の
通
り
、

「
ま
い
る
（
古
）
」
＋
「
入
る
（
い
る
）
」
が
も
と
の
形
で
、
「
身
分
の

高
い
人
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
に
入
る
」
と
い
う
の
が
本
来
の
意
味
で

す
。
そ
こ
か
ら
、
尊
い
神
仏
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
宮
や
お
寺
に
参
拝
す
る

意
味
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
、
現
代
語
に
繋
が

る
「
神
仏
に
詣
で
る
。
参
拝
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は
、
平
安
時
代
ご
ろ

に
使
わ
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
具
体
的
な
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
若
う
侍
り
け
る
時
は
、
志
賀
に
つ
ね
に
ま
う
で
け
る
を
、
年
老
い
て
は

ま
い
り
侍
ら
ざ
り
け
る
に
ま
い
り
侍
り
て
」
（
後
撰
和
歌
集
〔
９
５
１
～

９
５
３
頃
〕
雑
二
・
一
一
三
五
・
詞
書
） 

「
か
の
君
な
ん
、
い
か
で
か
の
御
墓
に
だ
に
ま
い
ら
ん
と
の
た
ま
ふ
な

る
」
（
源
氏
物
語
〔
１
０
０
１
～
１
４
頃
〕
宿
木
） 

 

と
こ
ろ
で
、
「
ま
い
る
」
は
「
降
参
す
る
、
負
け
る
」
と
い
う
意
味
で

使
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
将
棋
の
対
局
で
も
、
自
分
の
敗
北
を
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認
め
る
時
に
「
ま
い
り
ま
し
た
」
と
頭
を
下
げ
ま
す
。
こ
の
使
い
方
も
、

お
そ
ら
く
元
の
「
身
分
の
高
い
人
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
に
入
る
」
と

い
う
意
味
か
ら
生
じ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
相
手
を
自
分
よ
り
も
立
場
が
上

だ
と
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
負
け
を
認
め
る
」
と
い
う
意
味
合
い
に
変

わ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

「
ま
い
る
」
は
こ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
あ
ら
わ
し
ま
し

た
。
そ
の
一
つ
に
、
「
食
べ
る
」
「
飲
む
」
の
尊
敬
語
、
つ
ま
り
「
召
し

上
が
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
意
味
の
「
ま
い
る
」
に
使

役
（
「
～
さ
せ
る
」
）
の
意
味
の
助
動
詞
「
す
」
を
つ
け
て
「
ま
い
ら

す
」
と
い
う
表
現
が
で
き
ま
し
た
。
「
召
し
上
が
ら
せ
る
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
、
「
さ
し
あ
げ
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
ま
い
ら
す
」
は
そ
の
後
意
味
が
変
化
し
、
「
～

し
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
な
「
さ
し
あ
げ

る
」
と
い
う
意
味
が
薄
れ
て
、
動
作
を
す
る
人
を
低
め
、
相
手
を
高
め
る

言
い
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
ま
い
ら
す
」
は
そ
の
あ
と
、
意
味
の
変
化

が
さ
ら
に
進
み
、
話
を
聞
い
て
い
る
相
手
に
対
し
て
丁
寧
な
態
度
を
示
す

言
葉
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
、
現
代
で
も
使
わ
れ
て
い
る

丁
寧
語
の
「
ま
す
」
に
な
り
ま
し
た
。
意
味
の
変
化
と
同
時
に
、
次
の
よ

う
に
形
が
変
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

ま
い
ら
す→

ま
い
ら
す
る→

ま
ら
す
る→

ま
っ
す
る→

ま
す
る 

→

ま
す 

現
代
語
の
「
～
ま
す
」
と
い
う
丁
寧
な
言
い
方
の
中
に
は
、
も
と
も
と

「
ま
い
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
「
参
拝
す
る
」
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
も
う
一
つ
の
こ
と
ば

と
し
て
「
初
詣
で
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
「
も
う
で
る
」
が
あ
り
ま
す
。
実

は
、
「
も
う
で
る
」
も
「
ま
い
る
（
古
）
」
が
も
と
に
な
っ
た
こ
と
ば
で

す
。
次
の
よ
う
に
形
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

ま
い
＋
い
づ→

ま
い
づ→

ま
う
づ→

ま

う
で
る 

 

こ
ん
な
ふ
う
に
「
ま
い
る
」
と
い
う
こ
と

ば
は
、
古
い
時
代
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を

持
ち
、
形
を
い
ろ
い
ろ
に
変
え
な
が
ら
現
代

ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
古
来
、
わ
た
く
し

た
ち
の
生
活
の
中
に
、
神
様
の
も
と
に
参
拝

す
る
こ
と
が
溶
け
込
ん
で
い
た
こ
と
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

参
考
文
献 

［
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
利
用
］

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
『
日
本
大
百
科
全
書
』
『
世
界
大
百
科
事
典
』 

  

祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

○
次
回
甲
子
祭 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
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
次
ペ
ー
ジ
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
。 
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(連載まんが)  

        大吉うさぎ 
～神社豆知識 その１９～ 

       くま こまち 作 

〈
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み
〉 

携
帯 
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八
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一
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次
号
発
行
予
定 

「
だ
い
こ
く
通
信
第
五
十
九
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
冬
の
号
」

は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

 

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
五
十
九
号 

令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
発
行 

 
 

編
集･

発
行 

大
國
神
社
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〒
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〇
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東
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