
　

８
月
の
酷
暑
に
は
ま
い
り
ま
し
た
が
、
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
お
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
今
年

の
蓮
の
咲
き
方
は
天
候
に
左
右
さ
れ
た
よ
う
で
、
地
域
に

よ
っ
て
、
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
例
年
よ
り
１

～
２
週
間
早
く
、
６
月
末
か
ら
７
月
初
旬
に
は
、
ピ
ー
ク

を
迎
え
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ｗ
ｅ
ｂ
の
「
蓮
談
義
」
順
調
に
機
能
し
て
来
て
い
ま
す
。

当
会
サ
イ
ト
を
訪
れ
て
い
る
方
は
、
是
非
書
込
み
を
お
願

い
し
ま
す
。
蓮
文
化
を
盛
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。

 
「
蓮
の
Ｑ
＆
Ａ
」
は
、
第
３
弾
で
す
。
お
気
付
き
の
点
あ

り
ま
し
た
ら
事
務
局
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

　

第
38
回
例
会
の
お
知
ら
せ

日　

時　

10
月
27
日
（
土
）　

17
時
30
分
〜
20
時
30
分

　
　
　
　

蓮
情
報
交
換
会

講
演
会　

韓
国　

江
華
島　

禅
源
寺
の
蓮
祭
り

講　

師　

三
浦
功
大  
池
上
正
治

場　

所　

豊
島
区
立
勤
労
福
祉
会
館

　
　
　
　

豊
島
区
西
池
袋　

２
‐
３
７
‐
４

　

  　
　

  

電
話
０
３
‐
３
９
８
０
‐
３
１
３
１

問
合
せ　

事
務
局   

電
話
０
３
‐
３
９
５
１
‐
５
６
３
０

　
　
　
　

大
勢
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

    『
蓮
文
化
だ
よ
り
12
号
』
原
稿
締
切

　
『
蓮
文
化
だ
よ
り
』
12
号
の
原
稿
締
切
り
は
、
九
月
末

日
で
す
。
随
筆
、
創
作
、
観
蓮
記
、
研
究
な
ど
蓮
に
関
す

る
も
の
で
し
た
ら
内
容
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
独
創
的
な
も

の
を
歓
迎
し
ま
す
。
一
人
一
ペ
ー
ジ
を
原
則
と
し
、
文
字

数
は
二
千
字
か
ら
二
千
五
百
字
で
す
。
二
ペ
ー
ジ
に
な
る

人
は
、
五
千
字
を
限
度
と
い
た
し
ま
す
。
原
稿
・
写
真
は

レ
イ
ア
ウ
ト
せ
ず
、
図
版
は
多
め
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。

図
版
の
選
択
は
編
集
部
に
ご
一
任
願
い
ま
す
。

　

会
費
納
入
の
お
願
い

二
〇
〇
七
年
度
の
会
費
を
ま
だ
未
納
の
方
、
郵
便
振
替

用
紙
を
同
封
し
ま
し
た
の
で
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　

賛
助
会
員　

２
０
０
０
０
円

　
　
　

夫
婦
会
員　
　

８
０
０
０
円

　
　
　

一
般
会
員　
　

５
０
０
０
円

　

郵
便
振
替
番
号　

０
０
１
７
０
‐
５
‐
６
０
８
７
０
８

　

新
会
員
紹
介
（
７
月
〜
８
月
）

加
藤　

健　

〒
四
一
二
‐
〇
〇
三
三

　

静
岡
県
御
殿
場
市
神
山

　

電
話　

０
５
５
０
‐
８
７

下
村
博
史　

〒
一
五
七
‐
〇
〇
六
六

　

東
京
都
世
田
谷
区
成
城
７

　

電
話　

０
３
‐
３
４
８
３

島　

美
佐
子　

〒
一
四
二
‐
〇
〇
四
二

　

東
京
都
品
川
区
豊
町
１

　

電
話　

０
３
‐
３
７
８
８

　

飛
行
機
の
中
の
蓮
文
様

　

こ
の
夏
、
池
上
さ
ん
と
二
人
で
韓
国
を
経
由
し
て
中
国
・

　

林
省
琿
春
市
に
野
生
蓮
を
観
に
行
き
ま
し
た
。

　

搭
乗
し
た
ア
シ
ア
ナ
航
空
の
機
内
で
、
客
室
乗
務
員

（
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
）
が
着
用
す
る
真
紅
の
エ
プ
ロ
ン
に
は
、

蓮
の
花
が
韓
国
風
に
刺
繍
さ
れ
て
い
て
、
半
島
か
ら
大
陸

へ
と
、
夏
の
航
路
を
一
際
鮮
や
か
に
演
出
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
北
京
か
ら　

林
省
延　

市
に
向
う
と
、
中
国
航
空

の
昼
食
に
出
た
弁
当
の
箱
に
、
蓮
の
花
が
品
良
く
印
刷
さ
れ

て
い
て
、
蓮
の
旅
路
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
三
浦
記

３
国
を
展
望
す
る
琿
春
に
野
生
蓮
を
見
る

　

鶏
鳴
が
３
つ
の
国
に
聞
こ
え
る
、
と
い
う
場
所
に
来
て

い
ま
す
。
３
国
と
は
、
中
国
・
ロ
シ
ア
・
朝
鮮
の
こ
と
で

す
。
こ
こ
は
中
国
の
東
北
部
、　 
林
省
の
延
辺
朝
鮮
族
自

治
州
に
あ
る
琿
春
（
こ
ん
し
ゅ
ん
）
で
す
。
い
り
混
ん
だ

地
形
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
東
は
丘
陵
を
境
と
し
て
ロ
シ

ア
、
西
は
図
們
江
（
と
も
ん
こ
う
）
を
隔
て
て
朝
鮮
（
北
）

で
す
。

　

韓
国
の
ソ
ウ
ル
か
ら
北
京
ま
で
、
飛
行
機
で
90
分
。
そ

こ
で
国
内
線
に
乗
り
か
え
、
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
の
中
心

地
で
あ
る
延　
（
え
ん
き
つ
）
ま
で
１
２
０
分
。
そ
こ
か

ら
琿
春
ま
で
は
、
高
速
道
路
を
飛
ば
し
て
80
分
。
そ
ん
な

場
所
で
す
。

　

緯
度
的
に
見
る
と
、
北
京
は
秋
田
、
ハ
ル
ピ
ン
は
稚
内
、

琿
春
は
函
館
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
ま
す
。
そ
ん
な
場
所
へ
、

三
浦
さ
ん
と
訪
れ
た
の
は
、

蓮
を
見
る
た
め
で
す
。
し
か

も
野
生
蓮
だ
と
い
う
の
で
す
。

ほ
ん
ま
か
い
な
？
と
い
う
気

持
ち
が
、
心
の
ど
こ
か
に

あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
す
。

　

百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
！

ど
こ
か
優
し
げ
な
色
の
花
た

ち
が
、
よ
く
咲
い
て
い
ま
し

た
（
写
真
）
大
ま
か
に
い
え

ば
、
写
真
の
遠
景
で
、
左
の

部
分
が
ロ
シ
ア
、
右
の
部
分

が
朝
鮮
で
す
。  

（
蓮
談
義

８
月
11
日
よ
り
）  

池
上 

記

   

蓮
の
Ｑ
＆
Ａ

　

 

０
２
５

　

花
の
色
は
、
移
ろ
う
か
？

　

蓮
の
花
の
色
は
品
種
に
よ
っ
て
異
な
り
、
大
別
し
て
白
、

紅
、
爪
紅
、
斑
、
黄
、
黄
紅
な
ど
が
あ
り
ま
す
。「
大
賀

蓮
」
な
ど
の
紅
蓮
系
統
の
品
種
で
は
、
開
花
１
日
目
の
花

色
が
一
番
濃
く
、
開
花
が
進
む
に
つ
れ
て
花
色
が
淡
く
な

り
ま
す
。
こ
の
現
象
は
、
紅
色
が
実
際
に
退
色
す
る
こ
と

と
、
一
花
弁
中
の
色
素
含
有
量
が
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
の
に

対
し
、
花
弁
の
面
積
が
徐
々
に
広
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

花
色
が
淡
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

妙
蓮
が
顕
著
な
例
で
、
蕾
の
と
き
は
淡
桃
色
に
見
え
ま

す
が
、
開
花
が
進
む
に
つ
れ
、
花
の
中
心
部
（
新
し
い
花

弁
）
が
見
え
る
と
濃
紅
色
の
品
種
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
妙
蓮
は
、
一
般
品
種
と
比
べ
、
花
弁
は
ほ
と
ん
ど

散
ら
な
い
の
で
、
紅
色
の
退
色
に
加
え
、
花
弁
の
面
積
拡

大
に
よ
り
、
更
に
花
色
が
淡
く
移
ろ
い
、
本
来
の
花
色
を

隠
し
な
が
ら
淡
く
な
っ
た
花
色
を
長
期
間
我
々
に
見
せ
て



い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
京
都
・
巨
椋
池
由
来
の
品
種
「
巨
椋
の
曙
」
の
よ
う
な
退

色
が
顕
著
な
品
種
で
は
、
開
花
１
日
目
は
淡
桃
色
で
す
が
、
２
日
目

以
降
は
白
色
に
移
ろ
い
「
狐
に
化
か
さ
れ
た
よ
う
な
錯
覚
を
お
こ
す

蓮
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
別
名
「
キ
ツ
ネ
」
と
い
う
愛
称
で
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

　

黄
紅
系
統
の
品
種
（
黄
蓮
と
紅
蓮
の
交
雑
種
）
で
は
、
開
花
２
日

目
以
降
、
紅
色
の
色
素
が
黄
色
の
色
素
よ
り
先
に
退
色
し
て
し
ま
い
、

残
さ
れ
た
黄
色
に
花
色
が
移
ろ
い
ま
す
。　

（Y）

　

０
２
６

　

蓮
の
花
は
、
開
く
時　

熱
く
な
る
？

　

数
多
く
あ
る
植
物
の
中
で
、
植
物
体
が
自
ら
発
熱
し
て
開
花
す
る

の
は
、
非
常
に
稀
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
デ
レ
ー
ド
大
学
の

Ｒ
Ｃ
・
セ
イ
モ
ア
准
教
授
は
、
蓮
を
は
じ
め
、
サ
ト
イ
モ
科
の
植
物
、

オ
オ
ニ
バ
ス
や
ヤ
シ
科
植
物
に
お
い
て
発
熱
作
用
を
、
確
認
さ
れ
ま

し
た
。

　

蓮
の
場
合
は
、
開
花
１
〜
２
日
目
の
花
托
に
触
っ
て
み
る
と
、
花

托
表
面
が
外
気
に
比
べ
、
ほ
の
か
に
暖
か
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

蓮
は
開
花
１
日
目
に
雌
蕊
が
先
熟
し
て
、
２
日
目
に
雄
蘂
が
後
熟
し

ま
す
。
受
粉
は
開
花
２
日
目
に
行
な
わ
れ
、
ミ
ツ
バ
チ
な
ど
の
昆
虫

が
花
粉
を
雌
蕊
に
運
び
ま
す
。
蓮
に
は
よ
い
香
り
が
あ
り
、
受
粉
作

用
を
手
伝
わ
せ
る
た
め
、
香
り
で
昆
虫
を
誘
う
わ
け
で
す
が
、
そ
の

成
分
は
揮
発
性
で
、
自
ら
の
花
托
を
発
熱
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
「
香

炉
中
の
燃
焼
し
た
炭
」
と
同
じ
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
東
京
大
学
大
学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
所
付
属
実
験
所
の

南
定
雄
技
官
（
当
会
会
長
）
が
、
発
熱
作
用
に
つ
い
て
実
験
さ
れ
た

結
果
、
花
托
の
内
部
に
お
い
て
、
開
花
前
日
か
ら
開
花
３
日
目
ま
で

の
間
、
盛
ん
に
発
熱
作
用
が
行
な
わ
れ
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ

ま
し
た
。
推
測
で
す
が
、
発
熱
作
用
は
雌
蕊
や
雄
蘂
を
成
熟
さ
せ
る

た
め
に
必
用
な
温
度
を
保
ち
、
ま
た
、
受
粉
後
、
潤
滑
に
受
精
を
行

な
う
た
め
に
必
用
な
温
度
を
、
自
ら
作
り
だ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

発
熱
作
用
に
つ
い
て
、
セ
イ
モ
ア
准
教
授
は
、「
百
年
前
、
日
本

の
Ｋ
・
ミ
ヤ
ケ
は
、
蓮
の
花
の
中
に
温
度
計
を
入
れ
て
観
察
し
た
。

気
温
が
25
度
の
時
に
、
花
の
中
は
35
度
も
あ
る
こ
と
を
見
い
出
し
た
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
帝
国
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
三
宅
驥
一
が
、
明

治
31
年
『
植
物
学
雑
誌
』
に
、
英
文
で
発
表
し
た
も
の
が
、
セ
イ
モ

ア
准
教
授
の
目
に
と
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。　

（Y）

　

０
２
７

　

蓮
は
、
お
茶
に
で
き
る
？　
　
　
　
　
　
　
　

　

誰
で
も
開
花
し
た
蓮
花
に
出
会
う
と
、
馥
郁
と
し
た
香
り
を
感
ず

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
香
り
は
花
托
を
取
り
巻
き
、
金
色
に

輝
い
て
見
え
る
雄
蕊
か
ら
発
し
て
い
ま
す
。
開
花
２
日
目
の
香
り
が

最
も
強
く
漂
い
、
日
常
と
は
異
な
る
雰
囲
気
を
醸
し
ま
す
。

　

こ
の
時
の
雄
蕊
を
切
り
取
っ
て
、
数
時
間
水
に
浸
け
置
い
た
り
、

或
い
は
直
ち
に
お
湯
（
80
度
位
）
を
注
ぎ
ま
す
と
、
仄
か
な
甘
味
と

共
に
こ
の
香
り
を
体
内
に
巡
ら
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
し
か
し
採
取

し
た
雄
蕊
は
、
香
り
が
日
持
ち
し
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
ベ
ト
ナ
ム
の
宮
中
で
は
こ
の
香
し
さ
を
、
お
茶
の
葉
に

吸
収
さ
せ
る
方
法
を
確
立
し
、
蓮
茶
と
し
て
長
年
飲
用
し
て
い
た
も

の
が
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
方
法
は
、
多
量
に
採
取
し
た
雄
蕊
の
上
に
茶
葉
を
７
度
も
載

せ
替
え
、
根
気
よ
く
香
り
を
移
す
と
い
う
手
間
の
か
か
る
も
の
で
す
。

ま
さ
に
東
洋
文
化
の
粋
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
蓮
香
が
融
合
し
た
茶

の
香
味
は
見
事
な
も
の
で
す
。（
品
に
よ
り
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の

の
、
香
り
は
そ
れ
な
り
に
籠
も
っ
て
い
ま
す
）。
蓮
香
茶
は
急
須
で

普
通
に
煎
じ
ら
れ
ま
す
。
君
子
を
思
わ
せ
る
香
は
、
器
に
臭
気
を
染

み
つ
か
せ
ま
せ
ん
。
蓮
の
香
り
を
抹
香
臭
い
と
嫌
が
る
人
も
た
ま
に

い
ま
す
。
本
能
や
世
事
に
関
心
が
向
い
て
い
れ
ば
、
こ
の
高
尚
な
香

り
を
煩
わ
し
く
感
じ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

蓮
葉
は
品
種
に
よ
っ
て
香
り
の
強
い
も
の
（
西
湖
紅
蓮
等
）
が
あ

り
、
乾
燥
蓮
葉
と
し
て
蒸
し
物
や
包
み
焼
き
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

　

日
本
で
も
蓮
葉
の
蓮
茶
が
、
各
地
で
生
産
さ
れ
て
い
て
容
易
に
入

手
出
来
ま
す
。

　

販
売
さ
れ
て
い
る
乾
燥
蓮
葉
の
中
に
は
、
乾
燥
処
理
が
粗
雑
だ
っ

た
り
、
日
が
経
ち
過
ぎ
、
香
り
の
失
せ
た
黴
臭
い
も
の
も
あ
り
、
注

意
を
要
し
ま
す
。
中
華
食
材
店
等
に
置
い
て
あ
る
真
空
包
装
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
蓮
香
茶
に
匹
敵
す
る
香
り
ま
で
は
無
理
で

す
が
、
大
量
の
蓮
茶
を
手
軽
に
煎
じ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、

蕾
や
花
を
丸
ご
と
乾
燥
さ
せ
た
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
も
蓮
茶
と
し
て

出
回
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

蓮
は
地
下
茎
（
蓮
根
）
や
、
葉
、
花
の
茎
に
も
香
り
を
持
つ
品
種

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
も
蓮
茶
と
し
て
加
工
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

蓮
実
の
胚
中
に
は
濃
緑
の
芽
が
出
来
て
お
り
、
こ
の
抜
き
出
し
た

芽
は
強
い
苦
み
を
持
つ
蓮
子
芯
で
す
。
中
国
で
は
歴
史
的
に
漢
方

薬
（
心
臓
や
肝
臓
に
有
効
で
精
神
安
定
に
も
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
）

と
し
て
服
用
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
台
湾
の
漢
方
薬
店
、
韓
国
大
邱
市

の
漢
方
薬
街
で
も
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
で
は
こ
れ
を
煎
じ
、
蓮
芯
茶
と
し
て
飲
用
さ
れ
、
蓮
子
芯
を

抜
い
た
実
は
、
料
理
や
菓
子
、
ま
た
粉
末
に
し
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
文
化
的
に
優
れ
た
も
の
を
伝
承
し
、
供
給
出
来
る
体

制
こ
そ
、
真
の
意
味
で
成
熟
し
た
社
会
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。　

（T）


