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今
年
の
夏
の
猛
暑
は
、
各
地
で
最
高
気
温
の
記
録
を
ぬ
り
か
え
た
。
し
か
し
、
蝶
の
暮
す
こ
こ
で
は
、

去
年
も
庭
師
が
熱
波
に
弱
っ
た
松
の
剪
定
を
見
送
っ
た
ほ
ど
。
海
辺
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
四
年
、
酷
暑
が

続
い
て
い
る
と
い
う
蝶
の
言
い
分
は
偽
り
で
は
な
い
。
今
年
は
三
十
日
近
く
雨
が
降
ら
ず
、
果
菜
園
に
水

遣
り
を
す
る
苦
労
も
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
。
熱
に
浮
か
さ
れ
て
前
後
を
考
え
ず
、
蝶
は
も
う
一
つ
労
苦
を

し
ょ
い
こ
ん
だ
。
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
著
『
認
識
問
題
』
の
訳
業
が
よ
う
や
く
完
結
し
、
残
さ
れ
て
い
た

第
三
巻
が
出
る
と
い
う
広
告
に
釣
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
は
、
Ｉ
・
カ
ン
ト
の
あ
と
の
高
名
な
哲
学

者
た
ち
、
フ
ィ
ヒ
テ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
な
ど
を
論
じ
る
と
あ
る
。
か
じ
っ
て
み
た
ら

得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
…
。
そ
う
し
て
、
い
っ
そ
う
暑
い
八
月
に
な
っ
た
。 

 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
ド
イ
ツ
に
生
ま
れ
二
十
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
哲
学
者
で
あ
る
。
著
書
『
認
識
問

題
』
で
、
古
代
か
ら
の
哲
学
を
た
ど
っ
て
人
間
の
認
識
に
つ
い
て
深
く
考
察
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者

の
考
え
に
寄
り
そ
っ
て
綿
密
に
吟
味
し
、
そ
の
上
で
批
判
を
す
る
と
い
う
労
作
で
あ
る
。
お
の
ず
と
哲
学

史
を
語
る
優
れ
た
書
物
に
な
っ
て
い
る
。 
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カ
ン
ト
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
な
ど
の
自
然
科
学
の
発
展
を
理
解
し
、
時
代
が
近
代
へ
移
行
し
よ
う
と

す
る
ま
さ
に
そ
の
時
、
「
批
判
」
と
い
う
方
法
を
編
み
出
し
、
画
期
的
な
認
識
論
を
提
出
し
て
、
哲
学
の

基
礎
を
整
理
し
た
。
人
間
の
認
識
能
力
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
限
度
を
超
え
て
考
え
る
こ

と
を
い
ま
し
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
に
続
く
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
た
ち
は
、
意
欲
的
に
カ
ン
ト
を
超
え

て
哲
学
の
領
分
を
広
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
考
え
方
を
丁
寧
に
追
っ
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、

結
局
そ
れ
ら
の
人
々
が
認
識
問
題
に
関
し
て
限
界
を
踏
み
越
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
。
弁
証
法
を
発

展
さ
せ
、
大
き
な
構
え
の
哲
学
体
系
を
構
成
し
た
Ｇ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
も
例
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
る
と
、

カ
ン
ト
の
仕
事
は
た
し
か
に
近
代
哲
学
を
画
す
る
ほ
ど
偉
大
だ
っ
た
の
だ
。 

 

『
認
識
問
題
』
の
蜜
を
吸
っ
た
蝶
の
関
心
が
カ
ン
ト
に
向
か
う
。
勢
い
、
長
く
宿
題
と
し
て
残
っ
て
い

た
『
判
断
力
批
判
』
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。
九
月
に
な
っ
て
も
暑
い
日
が
続
く
。 

こ
の
書
で
カ
ン
ト
は
、
ま
ず
、
人
間
の
美
を
と
ら
え
る
力
、
美
学
的
判
断
力
を
哲
学
的
に
位
置
づ
け
よ

う
と
す
る
。
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
老
人
の
そ
の
議
論
が
芸
術
を
あ
と
押
し
す
る
こ
と
に
、
詩
人
ゲ
ー
テ

は
い
た
く
喜
ん
だ
。
ゲ
ー
テ
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
人
が
カ
ン
ト
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
と

も
言
う
。
詩
人
で
な
い
小
さ
な
蝶
も
、
カ
ン
ト
が
人
の
も
つ
美
学
的
判
断
力
を
見
事
に
と
り
出
す
お
手
並

み
に
感
服
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
上
、
哲
学
的
な
議
論
の
あ
い
だ
に
挟
ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
が
、
こ
の
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人
が
人
間
を
深
く
識
っ
て
い
た
こ
と
を
教
え
る
。
機
智
も
に
じ
み
出
て
い
る
。 

第
二
部
で
カ
ン
ト
は
、
今
か
ら
思
え
ば
議
論
の
困
難
な
問
題
を
扱
お
う
と
す
る
。
目
的
論
や
超
感
性
的

な
根
本
原
因
や
神
ま
で
、
考
察
の
中
で
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
世
界
を
『
百
科
全
書
』
に
よ
っ
て
説
明

し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
啓
蒙
主
義
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
が
哲
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
だ
っ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
哲
学
者
カ
ン
ト
は
そ
れ
ら
を
論
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
有
機
的
な
存
在
で
あ
る
生
物

や
人
間
を
機
械
的
な
自
然
観
で
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
時
代
だ
っ
た
。
論
述
の
中
に
ほ
と
ん
ど
進
化
論

に
聞
こ
え
る
言
い
方
が
出
る
ほ
ど
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
を
今
日
の
よ
う
に
実
証
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
目
的
論
の
出
番
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
論
理
を
つ
き
つ
め
る
人
は
、
超

感
性
的
な
原
因
に
一
つ
の
あ
り
方
を
与
え
る
。
た
だ
し
、
明
晰
な
頭
脳
の
持
ち
主
は
、
目
的
論
を
人
間
の

実
践
的
な
意
欲
や
自
由
に
も
と
づ
く
道
徳
に
関
係
さ
せ
て
、
統
整
の
た
め
の
そ
の
原
理
を
認
識
の
原
理
と

直
交
さ
せ
て
世
界
を
と
ら
え
る
。
根
本
原
因
や
神
は
前
者
の
奥
に
置
い
て
、
人
間
の
認
識
を
超
感
性
的
な

原
因
か
ら
切
り
は
な
す
。
今
日
か
ら
見
て
も
、
可
能
な
か
ぎ
り
根
拠
の
あ
る
哲
学
の
基
礎
を
築
こ
う
と
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。 

結
局
、
カ
ン
ト
は
人
間
の
心
意
を
す
く
い
と
ろ
う
と
し
た
の
だ
。
人
間
を
大
切
に
し
て
、
心
が
意
欲
を

抱
き
ま
た
世
界
を
観
照
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
肯
定
し
、
道
徳
観
や
美
学
的
判
断
に
基
礎
づ
け
を
与
え
て
、

よ
く
生
き
る
こ
と
を
勧
め
た
の
だ
、
と
思
う
。 



4 

カ
ン
ト
に
対
す
る
尊
敬
を
い
よ
い
よ
つ
の
ら
せ
た
わ
た
し
は
、
そ
の
人
と
な
り
を
も
っ
と
知
り
た
い
と

思
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
伝
記
を
探
し
て
昔
の
翻
訳
書
を
見
つ
け
た
が
、
今
年
に
な
っ
て
『
カ
ン
ト

先
生
の
散
歩
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
著
者
は
池
内
紀
、
雑
誌
で
文
章

に
触
れ
て
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
人
だ
。
文
句
な
く
こ
ち
ら
を
買
っ
た
。 

こ
の
本
の
お
か
げ
で
カ
ン
ト
の
人
物
像
が
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
き
た
。
「
わ
た
し
は
哲
学
を
教
え
る
者

で
は
な
い
の
で
す
よ
…
…
そ
れ
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
す
…
…
た
だ
哲
学
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
す
」

と
い
う
授
業
計
画
書
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
ほ
か
の
個
所
に
も
、
カ
ン
ト
の
限
界
を

知
っ
て
い
て
じ
つ
に
端
正
な
精
神
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
商
人
と
の
親
交
な

ど
知
ら
な
か
っ
た
多
く
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
カ
ン
ト
哲
学
は
孤
独
な
思
索
で
は
な
く
、
活
発
な

対
話
の
精
神
か
ら
生
ま
れ
た
」
と
い
う
重
要
な
指
摘
に
出
会
っ
た
。
中
庸
と
見
え
る
カ
ン
ト
が
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
が
混
乱
へ
向
か
う
と
き
に
も
原
則
的
な
支
持
を
く
ず
さ
な
か
っ
た
と
い
う
話
も
、
原
理
的
に
考
え

た
人
の
面
目
を
語
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
生
き
方
は
、
自
身
の
哲
学
に
根
ざ
し
て
い
る
の
だ
。 

晩
年
に
書
き
た
め
て
い
た
遺
稿
の
タ
イ
ト
ル
が
、
揺
れ
動
く
と
は
い
え
、
「
形
而
上
学
か
ら
物
理
学
へ

の
移
行
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
「
経
験
哲
学
の
最
終
的
立
場
」
へ
踏
み
出
す
こ
と
を
め

ざ
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
急
速
に
近
代
へ
移
行
す
る
時
代
の
た
だ
な
か
で
、
批
判
哲
学
は

も
う
一
皮
脱
皮
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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『
カ
ン
ト
先
生
の
散
歩
』
で
カ
ン
ト
像
を
形
づ
く
っ
て
い
る
う
ち
に
、
も
う
一
つ
の
証
言
を
想
い
出
し

た
。
Ｗ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
『
ド
イ
ツ
の
人
々
』
の
中
で
、
貧
し
い
牧
師
で
あ
っ
た
弟
か
ら
兄
カ
ン
ト
へ

あ
て
た
手
紙
を
と
り
あ
げ
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
同
時
代
人
の
次
の
文
が
引
用
し
て
あ
る
。 

 

建
物
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
「
穏
や
か
な
静
寂
が
支
配
し
て
い
た
。
…
…
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
煤
け

て
飾
り
気
の
な
い
、
ま
っ
た
く
簡
素
な
玄
関
の
間
を
通
り
抜
け
て
、
左
手
に
あ
る
や
や
大
き
め
の
部

屋
に
入
る
。
そ
の
部
屋
は
客
間
に
な
っ
て
い
る
が
、
華
美
の
か
け
ら
も
な
か
っ
た
。
ソ
フ
ァ
が
ひ
と

つ
、
麻
布
張
り
の
椅
子
が
数
脚
、
い
く
ら
か
の
陶
磁
器
を
収
め
た
ガ
ラ
ス
戸
棚
、
銀
貨
と
予
備
の
お

金
を
入
れ
て
お
く
事
務
机
、
そ
の
か
た
わ
ら
に
寒
暖
計
と
張
り
出
し
棚
…
…
そ
れ
が
家
具
の
す
べ
て

で
、
白
い
壁
の
一
部
を
被
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
ま
っ
た
く
簡
素
で
み
す
ぼ
ら
し
い
ド
ア

を
通
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
み
す
ぼ
ら
し
い
無
憂
宮
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
と
、

中
か
ら
〈
お
入
り
！
〉
と
い
う
快
活
な
声
が
し
て
、
部
屋
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
の
だ
っ
た
」
。 

 

ド
イ
ツ
人
と
し
て
愛
惜
の
念
の
深
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「
疑
い
も
な
く
、(

弟
の)

手
紙
に
は
真
の
人
間

性
が
漲
っ
て
い
る
」
と
認
め
る
。
し
か
し
、
「
批
判
」
の
後
継
者
の
一
人
で
あ
る
人
は
、
カ
ン
ト
の
生
き

た
啓
蒙
主
義
の
時
代
の
「
人
間
性
の
条
件
と
限
界
」
も
見
の
が
さ
な
い
。
「
つ
ま
し
い
切
り
つ
め
た
生
活
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と
真
の
人
間
性
と
の
こ
の
相
互
依
存
が
、
他
の
誰
に
お
い
て
よ
り
も
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
最
も
明
確
に
姿

を
現
し
…
、(

そ
の)

生
活
感
情
が
、
い
か
に
深
く
民
衆
に
根
ざ
し
て
い
る
か
」
を
指
摘
し
て
、
「
人
間
性

と
い
う
も
の
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
啓
蒙
主
義
の
光
が
射
し
込
ん
で
い
た
、
あ
の
市
民
の
部
屋
の

狭
さ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
語
る
。
わ
た
し
の
中
の
カ
ン
ト
像
は
彫
琢
さ
れ
た
。 

 

ま
だ
ま
だ
カ
ン
ト
の
ま
わ
り
を
舞
い
た
い
が
、
蝶
に
は
持
続
力
と
い
う
も
の
が
な
い
。
カ
ン
ト
の
書
斎

に
ル
ソ
ー
の
肖
像
画
が
掲
げ
て
あ
っ
た
と
い
う
。
蝶
が
夢
見
る
蛹
室
に
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
像
の
写
真
の

コ
ピ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
世
を
退
い
て
思
索
し
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
・
陶
淵
明
・
良
寛
を
三
師
と
仰
い
で
い

る
か
ら
だ
。
カ
ン
ト
先
生
は
畏
れ
お
お
い
と
思
い
こ
れ
ま
で
師
に
数
え
て
こ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
引
用

し
た
文
章
を
見
れ
ば
、
無
憂
宮
で
思
索
し
た
人
が
江
海
に
住
ま
う
蝶
の
師
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

規
則
正
し
い
散
歩
で
逸
話
を
残
し
た
人
に
つ
い
て
、
池
内
紀
が
「
時
間
を
超
え
た
世
界
で
自
由
に
遊
ぶ
に

は
、
毎
日
を
時
計
の
針
の
正
確
さ
で
過
ご
す
の
が
一
番
で
あ
る
」
と
い
う
名
言
を
吐
い
て
い
る
の
も
、
そ

う
い
う
生
活
を
真
似
し
た
い
蝶
を
あ
と
押
し
し
て
く
れ
る
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
は
、
世
を
退
い
て
も
人
嫌

い
で
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
陶
淵
明
の
言
う
「
拙
」
な
性
分
で
人
づ
き
あ
い
が
じ
ょ
う
ず
で
は
な

い
の
だ
が
、
世
を
退
い
た
三
師
も
じ
つ
は
人
間
を
大
切
に
す
る
人
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
先
生
を
加

え
た
四
師
を
師
と
仰
げ
ば
そ
れ
も
改
善
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 
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海
辺
の
こ
こ
に
は
訪
れ
る
サ
ロ
ン
と
呼
べ
る
も
の
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
美
学
的
判
断
力
を
楽
し
ま
せ

る
に
十
分
な
自
然
が
あ
る
。
蝶
が
そ
れ
を
巡
っ
て
暮
ら
す
こ
と
を
カ
ン
ト
先
生
は
認
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

毎
日
唱
え
て
い
る
言
葉
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
な
ら
、
心
意
を
励
ま
す
師
の
勧
め
に
従
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
蝶
は
、
こ
の
暮
ら
し
に
な
ず
ん
で
衰
え
を
速
め
な
い
よ
う
に
と
、
夢
の
中
の
老
人
に
忠
告
す
る
。 

十
月
、
散
歩
を
楽
し
め
る
過
ご
し
や
す
い
季
節
に
な
っ
た
。 
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