
連
日
最
高
気
温
は
三
十
度
を
超

え
て
い
ま
す
。
こ
う
真
夏
日
が
続

く
と
嫌
に
な
り
ま
す
ね
。
た
だ
、

朝
夕
は
気
温
は
二
十
度
を
下
回
っ

て
く
れ
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
寝
苦

し
い
夜
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
の
で

助
か
り
ま
す
。

お
盆
が
近
づ
い
て
き
た
の
で
、

境
内
地
の
除
草
作
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。
「
草
引
き
は
趣
味
で
す
」

と
日
ご
ろ
か
ら
公
言
し
て
い
ま
す

が
、
一
日
八
時
間
ほ
ど
草
引
き
を

し
て
い
る
と
夕
方
に
は
嫌
に
な
り

ま
す
ね
。

「
お
盆
が
近
づ
く
」
と
「
今
年

の
初

盆
は

多
い
で

す
か

」
と

か

「
お
盆
に
な
る
と
ご
先
祖
が
帰
っ

て
来
ら
す
と
で
す
よ
ね
」
と
尋
ね

ら
れ
ま
す
。

最
初
の
質
問
は
お
盆
前
の
恒
例

行
事
み
た
い
な
も
の
で
す
。
次
の

質
問
は
目
に
見
え
な
い
ご
先
祖
に

対
し
て
一
年
に
一
度
は
会
い
た
い

と
い
う
思
い
か
ら
出
る
言
葉
か
な

と
思
っ
た
り
し
ま
す
。

常
々
、
仏
教
に
関
し
て
の
誤
り

で
止
め
て
、
変
っ
て
欲
し
い
、
考

や

え
方
を
変
え
て
欲
し
い
こ
と
を
繰

り
返
し
伝
え
て
い
ま
す
。

そ
の
中
、
「
葬
儀
の
清
め
塩
」

は
葬
儀
社
の
ご
協
力
と
皆
さ
ん
の

理
解
が
あ
っ
て
止
ま
り
ま
し
た
。

や

「
四
十
九
日
が
三
月
に
か
か
る

と
い
け
な
い
」
と
い
う
迷
信
に
つ

い
て
も
「
四
十
九
日
が
三
月
に
か

か
る
と
始
終
（
四
十
）
苦
（
九
）

し

じ
ゅ
う

労
が
身
（
三
）
に
着
く
（
月
）
」

と
い
う
ご
ろ
合
わ
せ
で
、
仏
教
的

な
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
説
明
し
理
解
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
「
お
盆
の
時
だ
け
ご
先

祖
は
帰
っ
て
来
る
」
の
考
え
方
に

つ
い
て
、
私
は
「
お
浄
土
に
救
わ

れ
た
ご
先
祖
は
お
盆
の
時
だ
け
還
っ

て
来
る
の
で
は
な
く
、
迷
う
私
を

導
く
た
め
、
常
に
お
浄
土
か
ら
こ

の
娑
婆
に
還
り
こ
の
身
に
寄
り
添

い
導
い
て
お
ら
れ
る
（
還
相
の
菩

げ
ん
そ
う

ぼ

薩
と
い
い
ま
す
）
」
と
申
し
て
お

さ
つ

り
ま
す
が
、
「
お
盆
の
時
だ
け
帰

る
」
の
考
え
方
は
中
々
変
わ
り
ま

せ
ん
。

そ
う
言
え
ば
テ
レ
ビ
の
お
線
香

の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
三
遊
亭
楽
太

郎
師
匠
（
現
円
楽
師
匠
）
が
「
ご

先
祖
は
お
盆
に
帰
っ
て
来
る
と
き

は
ゆ
っ
く
り
牛
の
背
に
乗
っ
て
帰
っ

て
き
て
、
戻
る
時
は
馬
の
背
に
乗
っ

て
あ
っ
と
い
う
間
に
戻
ら
れ
る
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

お
線
香
メ
ー
カ
ー
の
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
と
い
う
こ
と
、
テ
レ
ビ
の
影
響

力
、
そ
し
て
昔
か
ら
「
お
盆
に
ご

先
祖
は
帰
っ
て
く
る
」
と
言
わ
れ

て
き
た
こ
と
が
、
考
え
が
変
わ
ら

な
い
原
因
な
の
で
し
ょ
う
か
？

仏
教
は
霊
（
精
霊
）
を
本
来
否

定
し
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
で
は
阿
弥
陀
さ
ま
の

慈
悲
に
出
遇
い
、
阿
弥
陀
さ
ま
を

疑
い
な
く
信
じ
て
、
そ
の
身
を
そ

の
ま
ま
お
ま
か
せ
す
る
と
お
育
て

い
た
だ
い
た
方
は
、
臨
終
の
そ
の

時
に
お
浄
土
に
救
わ
れ
て
、
さ
と

り
の
智
慧
を
た
ま
わ
り
、
あ
ら
ゆ

ち

え

る
命
を
救
う
た
め
に
は
た
ら
く
身

に
な
り
ま
す
。

は
た
ら
く
た
め
に
お
浄
土
と
娑

婆
を
常
に
行
き
来
す
る
姿
を
還
相

の
菩
薩
と
教
え
、
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
の
で
す
。

令
和
初
の
盂
蘭
盆
会
、
常
に
お

う

ら

ぼ
ん

え

遇
い
し
て
い
る
懐
か
し
い
方
々
で

あす
が
、
仏
教
の
盂
蘭
盆
と
い
う
伝

統
的
な
行
事
に
際
し
、
改
め
て
こ

の
身
に
寄
り
添
い
、
支
え
、
導
い

て
お
ら
れ
る
ご
恩
を
喜
び
た
い
も

の
で
す
ね
。

台
風
の
来
な
い
お
盆
で
あ
れ
ば

と
念
じ
る
ば
か
り
で
す
。
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浄
土
と
娑
婆
と
、
行
っ
た
り
来
た
り
の
懐
か
し
い
方

し
ゃ

ば
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

一
流
真
宗
の
う
ち
に
て
法
を
そ
し
り
、
わ
ろ
さ
ま
に
い
ふ
人
あ
り
。
こ

い
ち
り
ゅ
う

し
ん
し
ゅ
う

ほ
う

ひ
と

れ
を
思
ふ
に
、
他
門
・
他
宗
の
こ
と
は
是
非
な
し
。
一
宗
の
う
ち
に
か

お
も

た

も

ん

た

し
ゅ
う

ぜ

ひ

い
っ
し
ゅ
う

や
う
の
人
も
あ
る
に
、
わ
れ
ら
宿
善
あ
り
て
こ
の
法
を
信
ず
る
身
の
た

ひ
と

し
ゅ
く
ぜ
ん

ほ
う

し

ん

み

ふ
と
さ
よ
と
思
ふ
べ
し
と
云
々
。

お
も

う

ん
ぬ
ん

（
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
二
百
三
十
八
）

れ

ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち

だ
い

き

き

き
が
き

《
現
代
語
訳
》

「
浄
土
真
宗
の
中
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
み
教
え
を
謗
り
、
悪
く
い

じ
ょ
う

ど

し
ん
し
ゅ
う

な

か

み

お

お

し

そ

し

わ

る

う
人
が
い
る
。
考
え
て
み
る
と
、
他
宗
か
ら
の
非
難
で
あ
れ
ば
仕
方
が

ひ
と

か
ん
が

た

し
ゅ
う

ひ

な

ん

し

か

た

な
い
が
、
同
じ
浄
土
真
宗
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
人
が
い
る
の
で
あ
る
。

お
な

じ
ょ
う

ど

し
ん
し
ゅ
う

な

か

ひ
と

そ
れ
で
あ
る
の
に
、
わ
た
し
た
ち
は
尊
い
ご
縁
が
あ
っ
て
、
こ
の
み
教
え
を

と
う
と

え

ん

お

し

信
じ
る
身
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
喜
ば
な

し

ん

み

ほ

ん
と
う

よ
ろ
こ

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

花の写真 二景

▲ ヒメユリ
６月１５日、鮎川 稔さん撮

影のヒメユリで、丁子の松岡巧
家に自生しているそうです。

希少生物（高千穂町祖母山系）
で地域の方が保護に力を注いで
ます。（松岡綾子さん提供）

▲ 浄専寺の蓮
当山の蓮が開花しなければ寺

報表紙にと７月１８日に撮影し
ました。
浄専寺には山門前（この蓮）

としだれ桜下と泉水の三カ所に
蓮があります。


