
 
      

 

大
阪
の
暑
さ
対
策
の
歴
史 

夏
は
暑
い
。
と
は
い
え
、
年
々
温
暖
化
の
影
響
な
の
か
、

は
た
ま
た
都
市
熱
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
梅
田
の
中
心
部
の
気
温
は
半
世
紀
前
に
比

べ
ま
す
と
、
少
な
く
と
も
平
均
で
三
度
近
く
上
昇
し
て
お

り
、
特
に
夏
場
に
お
け
る
熱
帯
夜
の
日
数
は
倍
近
く
に
な

っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
熱
帯
地
方
の
国
で
は
、
夏
場
で

あ
っ
て
も
夜
に
な
れ
ば
涼
し
く
な
る
も
の
が
、
大
阪
で
は

ま
っ
た
く
涼
し
く
な
ら
な
い
事
か
ら
、
大
阪
は
世
界
で
一

番
寝
苦
し
い
都
市
と
い
わ
れ
る
事
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

そ
ん
な
暑
い
大
阪
で
す
か
ら
、
古
代
か
ら
夏
の
暑
さ
対

策
に
つ
い
て
は
様
々
な
努
力
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

古
い
も
の
で
は
、『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
六
二
年
に
、

闘
鶏(

つ
げ
・
奈
良
県
天
理
市
福
住
町)

の
氷
室
か
ら
仁
徳
天
皇
に

氷
が
献
上
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
仁
徳

天
皇
の
皇
居
は
難
波
高
津
宮
で
あ
っ
た
事
か
ら
、
奈
良
か

ら
大
阪
ま
で
氷
が
運
ば
れ
て
い
た
事
が
分
か
り
、
さ
ら
に

こ
の
氷
室
に
は
考
古
学
上
の
裏
付
け
も
あ
り
、
昭
和
六
三

年
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
、
長
屋
王
宅
跡
の
木
簡
に
は

「
都
祁
氷
室
（
つ
げ
の
ひ
む
ろ
）」
と
書
か
れ
て
い
る
事
か
ら
、

少
な
く
と
も
古
代
の
奈
良
に
は
氷
室
が
あ
り
、
活
用
さ
れ

て
い
た
事
が
確
認
出
来
ま
す
。 

ま
た
奈
良
時
代
、
難
波
宮
を
皇
居
と
さ
れ
て
い
た
孝
徳

天
皇
の
御
代
に
は
氷
連(

ひ
の
む
ら
じ)

と
い
う
姓
が
登
場
し
、

大
阪
の
朝
廷
の
た
め
に
氷
室
を
管
理
し
た
職
が
存
在
し

た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
代
の
人
で
も
大
阪
の
暑
さ
は

た
ま
ら
ず
、
専
門
職
を
設
け
る
ほ
ど
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

時
代
は
下
が
っ
て
、
大
正
時
代
頃
か
ら
氷
で
野
菜
な
ど

を
冷
や
す
木
製
の
冷
蔵
箱
が
登
場
し
、
特
に
大
阪
で
は
購

入
熱
が
強
く
、
昭
和
初
期
の
阪
急
百
貨
店
で
も
数
多
く
の

冷
蔵
箱
が
販
売
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
昭
和
九
年
に
は
、

大
阪
金
属
工
業
㈱
が
、
ミ
フ
ジ
レ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
国

産
初
の
冷
凍
機
を
発
明
し
、
さ
ら
に
そ
の
流
れ
で
、
昭
和

十
一
年
に
南
海
鉄
道
の
二
〇
〇
一
形
電
車
に
日
本
初
の

冷
房
を
搭
載
、
そ
の
涼
し
さ
を
求
め
て
人
が
集
ま
り
余
計

に
暑
か
っ
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
大
阪

金
属
工
業
㈱
が
、
現
在
、
世
界
有
数
の
エ
ア
コ
ン
メ
ー
カ

ー
で
、
当
宮
氏
子
さ
ん
で
も
あ
る
ダ
イ
キ
ン
工
業
㈱
で
す
。 

古
代
よ
り
、
大
阪
の
暑
さ
は
た
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
り

ま
し
た
が
、
先
人
の
培
っ
て
き
た
努
力
の
恩
恵
で
い
ま
私

た
ち
は
涼
し
い
空
調
の
下
過
ご
す
事
が
出
来
ま
す
。
し
か

し
、
長
梅
雨
だ
っ
た
分
、
今
月
の
暑
さ
は
こ
た
え
ま
す
。

油
断
せ
ず
、
外
出
時
に
は
暑
さ
対
策
を
致
し
ま
し
ょ
う
。 

 

八
月
の
社
務
所
の
受
付
に
つ
い
て 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
第
二
波
に
よ
る
感
染
者

数
の
増
大
を
受
け
、
今
後
、
政
府
や
大
阪
府
、
大
阪
市

よ
り
緊
急
事
態
宣
言
、
ま
た
は
外
出
自
粛
要
請
等
が
発

出
さ
れ
た
場
合
、
当
宮
で
は
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か

ら
、
社
務
所
の
受
付
を
制
限
、
ま
た
は
休
止
す
る
場
合

が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
当
宮
近
隣
で
感
染
者
が
認
め
ら

れ
た
場
合
も
、
こ
れ
に
準
じ
て
、
防
疫
措
置
と
し
て
社

務
所
を
休
止
す
る
場
合
が
ご
じ
ま
す
。
事
態
の
早
期
終

息
に
向
け
て
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
何
卒
ご
理
解

ご
協
力
の
程
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

な
お
、
ご
参
拝
に
つ
き
ま
し
て
は
、
手
水
の
柄
杓
、

鈴
緒
は
撤
去
し
て
お
り
ま
す
が
、
通
常
通
り
に
お
参
り

頂
け
ま
す
。 
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【
節
気
】 

      

【
雑
節
】 

  

【
大
安
】 

   

【
祝
日
】 

   

【
忌
日
】 

   

【
朔
望
】 

   

【
旬
】 

 

[

野 

菜] 

シ
シ
ト
ウ
、
ナ
ス
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
冬
瓜
、
南
瓜 

[

果 

物] 

ブ
ド
ウ
、
イ
チ
ジ
ク
、
ス
イ
カ
、
メ
ロ
ン
な
ど 

[

魚
介
類] 

ハ
モ
、
ア
ユ
、
ス
ル
メ
イ
カ
、
キ
ハ
ダ
マ
グ
ロ
、
ア
ワ
ビ 

[

そ
の
他] 

青
葉
狩
り(

登
山)

、
海
水
浴
、
ひ
ま
わ
り
、
朝
顔
が
見
頃 

 

雑
感 

 

先
月
は
大
変
な
大
雨
で
、
九
州
を
中
心
に
各
地
で
多
く
の
被
害
が
出
ま
し
た
。

被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
に
は
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
二
年
前
に
も

西
日
本
で
は
大
変
な
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
、
当
宮
七
夕
祭
も
宵
宮
は
中
止
せ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
昔
で
あ
れ
ば
数
十
年
に
一
度
の
災
害
が
立
て
続
け
に
発

生
し
て
い
る
状
況
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
コ
ロ
ナ
禍
も
含
め
て
、
様
々
な

災
害
へ
の
備
え
を
、
個
々
人
で
も
講
じ
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
で
す
。 

そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ 

 

○
や
り
た
い
事
は
あ
き
ら
め
ず
に 

 

○
す
る
べ
き
事
は
あ
せ
ら
ず
に 

 

○
や
れ
る
事
は
く
ら
べ
ず
に 

災
害
は
ど
う
し
て
も
や
っ
て
く
る
も
の
で
す
。
人
間
の
チ
カ
ラ
は
小
さ
な
も
の

と
い
う
事
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
と
人
と
の
支
え
を
大
事

に
、
一
つ
一
つ
を
積
み
重
ね
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

立
秋(

七
日)…

暦
の
上
で
は
秋
と
な
る
。
こ
の
日
か
ら
残
暑 

処
暑(

廿
三
日)…

暑
さ
の
峠
を
過
ぎ
る
頃
。
台
風
特
異
日 

   

お
盆(

十
三
～
十
六
日)…

先
祖
供
養
。
日
本
独
特
の
も
の 

   
八
月
五
日
、
十
一
日
、
十
七
日
、
廿
三
日
、
廿
九
日 

   

山
の
日(
十
日) 

   

広
島
原
爆
忌(

六
日)
、
長
崎
原
爆
忌(

九
日)

、
終
戦
の
日(

十
五
日) 

 

満
月(

四
日)

、
下
弦(

十
二
日)
、
朔
月(

十
九
日)

、
上
弦(

廿
六
日)

 

    


