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酷
暑
の
中
で

　

暑
い
中
で
執
筆
中
で
す
。
猛
暑
、
高
湿
度
の
毎
日
で
体
力
が

奪
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
、
春
夏
秋
冬
で
ど
の
季
節
が
好
き
か
と
尋
ね
る
と
、

夏
と
答
え
る
人
は
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
が
、
今
、
そ
の
質
問
を

し
た
ら
、
夏
と
答
え
る
人
は
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
年
は
六
月
下
旬
か
ら
三
十
五
度
を
超
え
る
暑
さ
と
な
り
、
こ

の
暑
さ
を
十
月
く
ら
い
ま
で
の
三
ケ
月
ほ
ど
我
慢
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
う
と
気
が
滅
入
り
ま
す
。

　

し
か
し
不
思
議
な
も
の
で
、
大
人
は
暑
い
暑
い
と
愚
痴
を
言

い
ま
す
が
、
子
ど
も
は
愚
痴
を
言
わ
ず
に
炎
天
下
の
中
を
楽
し

く
走
り
回
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

私
も
子
ど
も
の
頃
は
炎
天
下
の
中
を
走
り
回
り
、
母
親
か
ら

帽
子
を
か
ぶ
り
な
さ
い
と
よ
く
注
意
さ
れ
た
も
の
で
す
。
暑
さ

も
気
に
な
ら
な
い
く
ら
い
遊
び
に
集
中
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

い
く
ら
暑
く
て
も
遊
び
た
く
て
遊
び
た
く
て
う
ず
う
ず
し
て
い

ま
し
た
。

　

そ
れ
が
大
人
に
な
り
、
歳
を
重
ね
て
気
温
と
比
例
し
て
愚
痴

し
か
出
な
く
な
り
ま
し
た
。
大
人
に
な
る
と
愚
痴
が
増
え
る
と

い
う
の
は
、
大
人
に
な
る
と
不
満
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

暑
さ
を
不
満
に
思
っ
て
も
絶
対
に
解
決
し
な
い
の
で
す
が
、
ま

た
無
駄
に
愚
痴
の
夏
を
お
く
っ
て
い
ま
す
。



　

以
前
、
三
回
に
亘
っ
て
寄
稿
い
た
し
ま
し
た
「
釈
迦
弥
陀
二

尊
の
和
合
」
を
お
読
み
く
だ
さ
っ
た
読
者
の
皆
様
に
、
阿
弥
陀

如
来
を
「
阿
弥
陀
様
」
と
表
現
し
す
ぎ
た
こ
と
で
一
面
的
な
理

解
を
植
え
付
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
今
回
の
内

容
を
書
い
て
み
た
い
と
思
い
立
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
仏

像
と
い
う
人
間
み
た
い
な
形
の
ご
本
尊
を
安
置
す
る
こ
と
で
、

一
人
格
と
し
て
の
阿
弥
陀
如
来
を
仰
ぐ
と
い
う
こ
と
が
当
然
あ

る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
は
「
光
」
や
「
智
慧
」
と

い
う
形
の
な
い
も
の
を
形
で
も
っ
て
私
た
ち
に
知
ら
せ
よ
う
と

現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
と
説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
方
便
法
身
」

と
い
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
形
が
な
い
と
、「
光
」「
智

慧
」
と
い
う
は
た
ら
き
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
気
づ
い

た
と
し
て
も
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
私
た
ち
人
間

の
た
め
に
現

れ
て
く
だ

さ
っ
た
の
だ

と
い
う
こ
と

で
す
。

　

そ
も
そ
も
、

愛
、
希
望
、
信
頼
、
夢
な
ど
、
形
は
な
く
と
も
実
感
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
私
た
ち
の
生
活
を
成
立
さ
せ
て
い
る
、
な
く
て
は
な

ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
形
に
表
そ
う
と
思
っ
て
も

難
し
い
の
で
す
が
、
嘘
で
も
い
い
か
ら
表
現
し
て
実
感
さ
せ
よ

う
と
い
う
意
味
で
「
嘘
も
方
便
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
よ
ね
。
し
か
し
、
方
便
法
身
と
い
う
場
合
の
「
方
便
」
は
、

「
嘘
も
方
便
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
意
味
と
は
異
な
り
ま
す
。

　
　
　

　

法
身
は
、
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ

ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
。
こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
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私
た
ち
を
支
え
る
形
の
な
い「
形
」田

中 

智
教

し
ゃ  

か   

み   

だ   

に

そ
ん

わ  

ご
う

ほ
う
べ
ん
ほ
っ
し
ん

ほ
う
べ
ん
ほ
っ
し
ん



も
阿
弥
陀
如
来
と
し
て
現
前
し
て
い
る
こ
と
が
嘘
偽
り
の
手
段

で
は
な
く
、
こ
の
形
が
な
け
れ
ば
人
生
を
全
う
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
必
要
不
可
欠
の
真
実
の
す
が
た
と
抑
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
ど
ん
な
人
間
に

も
共
通
し
て
は
た
ら
く
光
が
智
慧
の
形
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
と

な
っ
て
必
然
的
に
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
形
と
も
言
い
換
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

形
の
な
い
も
の
が
形
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
形
な
く
し

て
形
の
な
い
も
の
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

こ
そ
、
目
に
映
る
外
面
的
な
形
だ
け
を
見
て
い
く
だ
け
で
は
な

く
、
形
の
な
い
内
面
的
な
そ
の
意
味
に
も
眼
を
開
い
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
コ
ロ
ナ
の
不
安
も
軽

減
さ
れ
て
き
ま
し
た
昨
今
、　

讃
寺
の
行
事
も
再
開
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
を
中
心
と
す
る
お
寺
に
集
っ
て
、
皆
様

と
ご
一
緒
に
教
え
を
聞
く
機
会
を
得
た
い
と
念
じ
て
い
ま
す
。
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如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が

た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い
て
、
不
可
思
議

の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御
か
た
ち
を
ば
、

世
親
菩
薩
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た

ま
え
り
。（
中
略
）し
か
れ
ば
、阿
弥
陀
仏
は
、光
明
な
り
。光
明
は
、

智
慧
の
か
た
ち
な
り
と
し
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
真
宗
聖
典
』
五
五
四
頁
）

　

法
蔵
菩
薩
（
法
蔵
比
丘 

※
菩
薩
に
な
る
前
の
修
行
時
代
）
が

一
切
衆
生
を
救
う
誓
い
を
立
て
て
阿
弥
陀
仏
と
な
り
、
今
現
在

ほ
う
べ
ん
ほ
っ
し
ん

ほ
う
ぞ
う 

び   

く

だ
い
せ
い
が
ん

せ 

し
ん

じ
ん
じ
っ
ぽ
う 

む 

げ 

こ
う
に
ょ
ら
い

ほ
う
ぞ
う 

ぼ  

さ
つ

ほ
う
ぞ
う 

び   

く

げ
ん
ぜ
ん

わ
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花

八
月　

十
三
日
（
土
）　

十
時　

お
盆
の
お
勤
め

八
月
二
十
八
日
（
日
）　

十
時　

親
鸞
聖
人
命
日
の
お
勤
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
朋
会
例
会　

　
　
　
　
　
　
　
　

※
六
月
の
同
朋
会
の
地
区
委
員
会
打
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
わ
せ
で
、
今
後
の
同
朋
会
例
会
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　

毎
月
二
十
八
日
の
午
前
十
時
か
ら
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

 

行
事
予
定 

　

六
月
二
十
一
日
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
二
十
組
の
暁
天
講
座
が
東

光
寺
さ
ん
で
開
か
れ
ま
し
た
。
な
に
せ
コ
ロ
ナ
禍
で
二
年
間
中

止
と
な
っ
て
い
た
か
ら
か
、
早
朝
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
堂
は
満

堂
に
近
い
状
況
で
し
た
。
大
扉
は
全
開
さ
れ
、
曇
り
の
早
朝
で

し
た
の
で
少
し
だ
け
涼
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
講
師
も
聴
衆
も

皆
が
マ
ス
ク
を
つ
け
て
コ
ロ
ナ
対
策
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

定
刻
に
導
師
ひ
と
り
で
正
信
偈
を
声
を
出
し
て
勤
め
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
他
の
人
は
心
の
中
で
勤
め

ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で
私
も
心
読
で
勤
め
ま
し
た
。
こ
れ

は
初
め
て
の
経
験
で
し
た
。

　

講
師
は
池
田
真
師
で
略
歴
を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
私

は
耳
が
遠
い
の
で
ほ
と
ん
ど
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
で
す
。

　

法
話
の
講
題
は
『
極
楽
浄
土
に
生
き
る
』
で
極
楽
や
浄
土
の

意
味
を
浄
土
三
部
経
の
中
に
あ
る
こ
と
を
話
さ
れ
ま
し
た
。
極

楽
浄
土
は
七
宝
や
金
銀
な
ど
の
宝
石
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
き
れ
い

な
花
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
お
仏
壇
に
花

を
供
え
る
の
は
浄
土
を
荘
厳
す
る
こ
と
だ
と
意
味
が
よ
く
わ
か

り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
「
花
が
散
り
、
葉
に
な
り
、
実
と
な
り
、
終
わ
ら
ぬ

い
の
ち
、
我
が
身
に
か
さ
ね
」
と
い
う
蓮
如
上
人
の
花
の
偈
を

読
ま
れ
て
終
了
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
荘
厳
の
花
は
清
浄
歓
喜
智
慧
光
を
私
た
ち
に
照
ら
し

て
い
る
と
。

　

私
の
花
に
対
す
る
気
持
ち
が
変
わ
っ
た
法
話
に
な
り
ま
し
た
。

釋 

綽
智

い
け 

だ 

ま
こ
と

し
ょ
う
じ
ょ
う
か
ん  

ぎ   

ち   

え  

こ
う
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