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だ
い
こ
く
通
信 

第
六
十
一
号
「
春
の
号
」 

ご
あ
い
さ
つ 

今
年
の
東
京
は
桜
が
見
事
に
咲
い
て
、
比
較
的
長
く
花
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
雨
が
少
な
く
空
気
が
乾
燥
し
て
い
た
せ
い

か
、
各
地
で
山
林
火
災
が
起
き
、
深
刻
な
被
害
を
被
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
し
た
。
日
ご
ろ
か
ら
怠
り
な
く
災
害
に
対
す
る
備
え
を
進
め
て
お
か
な

け
れ
ば
と
思
っ
た
次
第
で
す
。 

社
報
「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
六
十
一
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 

○
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
を
開
催
［
※
好
評
に
つ
き
満
席
で
す
］ 

 

来
た
る
五
月
二
十
四
日
、
当
神
社
拝
殿
に
て
第
７
回
だ
い
こ
く
ク
ラ
シ

ッ
ク
ス
を
開
催
し
ま
す
。
今
回
は
、
東
京
都
交
響
楽
団
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏

者
田
口
美
里
さ
ん
、
同
じ
く
東
京
都
交
響
楽
団
ヴ
ィ
オ
ラ
奏
者
小
林
明
子

さ
ん
の
お
二
人
に
よ
る
デ
ュ
オ
・
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。
曲
目
は
バ
ッ
ハ
の

ゴ
ル
ト
ベ
ル
ク
変
奏
曲
か
ら
の
抜
粋
な
ど
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

お
宮
あ
れ
こ
れ
～
え
び
す
様
の
話
～ 

 

「
え
び
す
様
」
は
、
「
だ
い
こ

く
様
」
と
並
ん
で
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
神
様
で
す
。
七
福
神
の
う

ち
の
一
柱
と
し
て
も
数
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
今
回
は
え
び
す
様
に
つ

い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。 

 

え
び
す
様
は
、
釣
竿
を
持
っ
て

鯛
を
抱
え
た
福
々
し
い
姿
の
像
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
七
福
神

の
絵
な
ど
で
も
そ
の
よ
う
な
姿
か

た
ち
で
描
か
れ
て
い
ま
す 

（
写
真
は
奈
良
・
南
明
寺
の
軒
瓦 h
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実
は
こ
の
神
様
の
性
格
は
複
雑
で
す
。
ま
ず
、
漁
村
で
は
豊
漁
を
も
た

ら
す
神
様
と
し
て
海
辺
の
祠
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
漁
を
始
め
る
際

に
、
船
主
や
村
の
若
者
が
目
隠
し
を
し
て
海
に
入
り
、
拾
っ
て
き
た
石
を

ご
神
体
と
す
る
行
事
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
魚
群
を
追
っ
て
岸
近
く
に
や

っ
て
き
た
ク
ジ
ラ
・
サ
メ
・
イ
ル
カ
な
ど
を
〈
え
び
す
神
〉
と
し
て
信
仰

す
る
風
習
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

一
方
、
商
業
の
神
様
と
し
て
の
性
格
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
阪
の

今
宮
戎
神
社
や
兵
庫
の
西
宮
神
社
の
十
日
戎
（
と
お
か
え
び
す
）
行
事
に
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よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
正
月
十
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
祭
り
で
、
「
え

び
す
講
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
商
売
繁
盛
を
願
う
人
が
大
勢
参
詣
し
ま

す
。
祠
に
鯛
を
お
そ
な
え
し
た
り
し
た
そ
う
で
す
（
写
真
は
歌
川
豊
国
画
『
十
二
ケ

月 

十
月
恵
比
寿
講
』 

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵 

ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
よ
り
）

。
商
業
神
と
し
て

の
信
仰
は
古
く
、
長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）
に
奈
良
の
東
大
寺
に
、
建
長

五
年
（
一
二
五
三
）
に
は
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
に
、
市
の
守
り
神
と
し
て

祀
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
そ
う
で
す
。 

 

さ
ら
に
農
業
の
神
様
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
農
村
で
豊
作
を

も
た
ら
す
田
の
神
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
、
山
村
で
山
の
神
を
「
え

び
す
」
と
呼
ぶ
例
が
あ
っ
た
り
す
る
そ
う
で
す
。 

 

「
え
び
す
」
と
い
う
名
前
の
語
源
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
古
代
、
朝
廷

に
従
わ
な
い
勢
力
を
あ
ら
わ
す
「
え
み
し
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
こ
れ
が

「
え
び
す→

え
み
す→

え
び
す
」
の
よ
う
に
変
化
し
、
平
安
時
代
に
は

「
え
び
す
」
と
い
う
形
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
、
人
を
あ

ら
わ
す
「
え
び
す
」
が
神
様
を
あ
ら
わ
す
「
え
び
す
」
の
も
と
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
よ

う
に
、
え
び
す
様
は
、
も
と
も
と
海
か
ら
や
っ
て
来
る
神
様
、
い
わ
ゆ
る

来
訪
神
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
神
様
の
姿
を
、
自
分
た
ち

と
は
違
う
場
所
に
住
ん
で
い
る
、
別
の
人
た
ち
の
姿
に
重
ね
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

た
だ
、
十
七
世
紀
初
め
の
『
日
葡
辞
書
』
で
は
、
神
様
の
「
え
び
す
」

と
、
人
間
を
あ
ら
わ
す
「
え
び
す
」
は
別
語
と
し
て
扱
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
江
戸
時
代
に
は
こ
の
二
つ
の
語
の
間
に
は
関
係
が
な
い
と
捉
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
ん
な
事
情
が
あ
り
、
神
様
と
し
て
の

「
え
び
す
」
の
語
源
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。 

 

最
初
に
ご
紹
介
し
た
通
り
、
え
び
す
様
は
釣
竿
を
持
っ
て
、
鯛
を
抱
え

た
姿
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
え
び
す
・
だ
い
こ
く
」
と
し
て

二
体
の
神
像
を
飾
り
ま
す
。
こ
の
習
慣
の
起
源
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
よ

る
よ
う
で
す
。 

 

え
び
す
様
の
本
社
は
、
先
に
も
挙
げ
た
兵
庫
県
西
宮
市
の
西
宮
神
社

（
夷
社
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
神
社
は
夷
三
郎
と
も
呼
ば
れ
て
い

て
、
も
と
も
と
は
天
照
大
神
を
ま
つ
る
広
田
社
と
い
う
神
社
の
摂
社
（
神

社
の
本
社
に
付
属
す
る
神
社
で
、
本
社
の
御
祭
神
と
ゆ
か
り
の
あ
る
神
様

を
ま
つ
っ
た
も
の
）
で
し
た
。
広
田
社
に
は
、
摂
社
が
い
く
つ
か
あ
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
、
夷
（
え
び
す
）
社
は
大
国
主
命
も
し
く
は
蛭
児

（
ひ
る
こ
）
、
三
郎
社
は
事
代
主
命
（
こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
み
こ
と
）
を
祀

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
出
雲
神
話
で
、
事
代
主
命
は
大
国
主
命
の
子
と

さ
れ
て
い
て
、
出
雲
の
美
保
崎
で
魚
を
釣
っ
て
い
た
と
い
う
古
い
伝
承
が

あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
魚
と
釣
竿
を
持
っ
た
姿
で
描
か
れ
た

の
だ
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
室
町
時
代
に
は
え
び
す
様
と
事
代
主
命
が
混
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同
さ
れ
、
夷
三
郎
と
い
う
一
体
の
神
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
各

地
に
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
夷
社
が
大
国
主
命
を
祀
っ
て
い
た

こ
と
、
そ
し
て
事
代
主
命
と
大
国
主
命
の
関
係
も
あ
っ
て
、
え
び
す
・
だ

い
こ
く
と
対
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
、
「
ヱ
ビ
ス
ビ
ー
ル
」

と
い
う
ビ
ー
ル
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
名
前
は
、
明
治
初
期
に
横
浜
で
作

ら
れ
て
い
た
「
大
黒
」
と
い
う
ビ
ー

ル
に
対
抗
し
て
つ
け
ら
れ
た
の
だ
そ

う
で
す
。
ま
た
、
Ｊ
Ｒ
山
手
線
の

「
恵
比
寿
」
駅
は
、
近
く
で
操
業
し

て
い
た
「
恵
比
寿
ビ
ー
ル
」
の
積
み

下
ろ
し
専
用
駅
「
恵
比
寿
停
車
場
」

が
は
じ
ま
り
で
す
（
写
真
は
恵
比
寿
駅
。
ヱ
ビ

ス
ビ
ー
ル
公
式
サ
イ
ト
か
ら
借
用
し
ま
し
た
。
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。 

 

身
近
な
神
様
で
あ
る
え
び
す
様
に
関
連
し
て
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
物
語

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

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
』
『
国
史
大
辞
典
』 

『
神
道
事
典
』
（
弘
文
堂
） 

    

祭
礼
・
祈
祷
な
ど
の
ご
案
内 

○
次
回
甲
子
祭 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
（
火
） 

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
。 

  〈
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み
〉 

携
帯 
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(連載まんが)  

     大吉うさぎ 
～神社豆知識 その１８～ 
       くま こまち 作 

次
号
発
行
予
定 

「
だ
い
こ
く
通
信
第
六
十
一
号
」
、
い
か
が
で
し
た
か
。
次
号
「
夏
の
号
」

は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
甲
子
祭
に
発
行
予
定
で
す
。 

  

「
だ
い
こ
く
通
信
」
第
六
十
一
号 

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
発
行 

 
 

編
集･

発
行 

大
國
神
社
社
務
所 

〒
一
七
〇―

〇
〇
〇
三 

東
京
都
豊
島
区
駒
込
三―

二―

十
一 
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