
京
の
夏
は
暑
い
。
た
だ
し
、
過
去
の

最
高
気
温
は
2
0
1
8
年
7
月
19
日
と

1
9
9
4
年
8
月
8
日
に
記
録
し
た

39.
8
度
で
、
全
国
の
レ
コ
ー
ド
の
上
位

20
位
に
も
入
っ
て
い
な
い
（
全
国
の
最

高
値
は
41.
1
度
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
京
都
の
夏
が
暑
い
こ
と
は
東
京
人

も
知
る
こ
と
で
あ
る
。
猛
烈
な
暑
さ
と

い
う
よ
り
、「
肌
に
ま
と
わ
り
つ
く
よ

う
な
暑
さ
」
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
暑

さ
が
3
週
間
も
4
週
間
も
続
く
と
、
体

力
は
奪
わ
れ
食
欲
も
す
っ
か
り
失
わ
れ

る
。
建
物
に
も
自
動
車
に
も
エ
ア
コ
ン

が
装
備
さ
れ
て
い
る
今
で
さ
え
そ
う
な

の
だ
か
ら
、
昔
は
こ
の
暑
さ
は
生
死
に

関
わ
っ
た
。

こ
の
暑
さ
の
故
に
、
京
都
の
夏
に
は

独
特
の
料
理
が
発
達
し
た
。
そ
の
一
つ

が
鱧は

も

料
理
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
鱧
が
食
べ
ら
れ
る
の
は
夏

に
は
限
ら
な
い
。
鱧
の
季
節
は
4
月
末

頃
に
始
ま
り
11
月
中
頃
ま
で
続
く
。
こ

の
間
、
鱧
は
3
回
楽
し
む
こ
と
が
で
き

る
。
一
回
目
は
5
月
の
連
休
頃
に
出
回

る
鱧
で
、
走
り
の
鱧
と
い
う
。
こ
れ
は

あ
ぶ
っ
て
食
べ
る
の
が
よ
い
。
秋
の
鱧

は
名
残
の
鱧
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
脂

が
乗
り
、
食
欲
の
秋
に
ふ
さ
わ
し
い
味

に
な
る
。
土
瓶
蒸
し
が
代
表
的
な
料
理

だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
、
一
番
の
旬
は
盛

夏
の
頃
、
ち
ょ
う
ど
祇
園
祭
の
頃
の
鱧

で
、盛
り
の
鱧
と
い
わ
れ
る
。
何
と
い
っ

て
も
鱧
は
こ
の
季
節
に
食
べ
る
の
が
一

番
で
あ
る
。
さ
っ
と
ゆ
で
て
氷
水
に
取

り
梅
肉
で
食
べ
る
。
こ
れ
が
鱧
の
お
と

し
で
あ
る
。
梅
肉
と
は
す
り
つ
ぶ
し
た
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鴨川の床

貴船の川床

梅
干
し
の
ペ
ー
ス
ト
を
酒
や
み
り
ん
な

ど
で
の
ば
し
た
も
の
で
、
京
都
の
料
理

屋
は
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
を
使
う
。

な
ぜ
鱧
は
京
都
で
こ
う
も
よ
く
食
べ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
も
の
の

本
に
は
、
よ
く
、
鱧
は
生
命
力
が
旺
盛

で
生
き
た
ま
ま
京
都
ま
で
運
ん
で
こ
ら

れ
る
の
が
鱧
く
ら
い
の
も
の
だ
っ
た
か

ら
と
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
だ
け

冷
凍
技
術
が
発
達
し
、
世
界
中
の
海
で

捕
れ
た
魚
が
運
ば
れ
て
く
る
時
代
に
も

夏
の
魚
は
鱧
、
と
京
都
人
を
し
て
い
わ

し
め
る
の
は
、
や
は
り
鱧
が
う
ま
い
魚

で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

盛
り
の
鱧
の
も
う
一
つ
の
食
べ
方
が

鱧
の
棒
寿
司
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
匹

の
鱧
を
丁
寧
に
素
焼
き
し
、
甘
辛
の
た

れ
に
さ
っ
と
く
ぐ
ら
せ
、
皮
目
を
下
に

し
て
酢
飯
に
載
せ
て
布
巾
で
固
く
巻

く
。
実み

山ざ
ん

椒し
ょ
う

を
散
ら
す
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
を
竹
の
皮
で
し
っ
か
り
と
巻
い

て
届
け
物
に
す
る
。
料
理
屋
か
ら
鱧
寿

司
が
届
く
よ
う
に
な
っ
た
ら
常
連
と

し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
、
こ
の
鱧

の
棒
寿
司
は
夏
の
一
級
の
贈
り
物
の

よ
う
に
思
う
。

料
理
人
に
と
っ
て
、
鱧
料
理
は
特
別

の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
席
数
の
限
ら

れ
た
カ
ウ
ン
タ
ー
の
前
で
、
主
人
が
鱧

の
骨
切
り
を
始
め
る
。

鱧
は
身
に
無
数
の
細
い

小
骨
を
持
つ
。
あ
ま
り

に
そ
の
数
が
多
す
ぎ
て

骨
抜
き
な
ど
で
取
り
切

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
、
ア
ナ
ゴ
の
よ

う
に
開
い
て
背
骨
を
取

り
去
っ
た
後
、
そ
の
無

数
の
小
骨
を
専
用
の
庖

丁
で
皮
一
枚
を
残
し
て

断
ち
切
る
の
だ
。
こ
れ

が
骨
切
り
。
シ
ャ
キ
ッ
、
シ
ャ
キ
ッ
と

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
が
す
る
と
、
カ
ウ
ン

タ
ー
に
座
っ
た
客
た
ち
も
箸
を
休
め
て

そ
の
作
業
に
見
入
る
。「
一
寸
幅
に
二
五

本
」
と
も
い
わ
れ
る
そ
の
作
業
で
、
骨

片
が
舌
に
触
る
よ
う
な
こ
と
は
間
違
っ

て
も
あ
り
得
な
い
。
骨
切
り
は
料
理
人

た
ち
が
そ
の
技
を
客
に
披
露
す
る
見
せ

場
な
の
だ
。

夏
の
京
都
で
話
題
に
な
る
も
の
が
も

う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
が
「
納
涼
床ゆ

か

」
で

あ
る
。
二
条
通
と
五
条
通
の
間
の
鴨
川

西
岸
に
立
ち
並
ぶ
飲
食
店
が
、
5
月
か

ら
9
月
ま
で
の
間
、
川
面
に
張
り
出
す

よ
う
に
オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
風
の
席
を
設

け
る
の
だ
。
川
を
渡
る
風
が
心
地
よ
く
、

ま
た
西
側
の
母
屋
が
午
後
の
日
差
し
を

遮
っ
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
西
側
な
の
だ
。

川
床
は
江
戸
時
代
初
期
の
絵
図
な
ど
に

も
登
場
す
る
か
ら
、
そ
の
歴
史
は
相
当

に
古
い
。
以
前
は
京
料
理
の
店
ば
か
り

だ
っ
た
が
、
最
近
で
は
中
華
、
フ
レ
ン

チ
、
タ
イ
料
理
な
ど
と
い
う
の
も
登
場

し
、
国
際
色
豊
か
に
な
っ
た
。

鴨
川
の
支
流
の
一
つ
、
貴き

船ぶ
ね

川
の

上
流
に
あ
る
貴
船
と
い
う
集
落
に
も
、

納
涼
床
と
似
た
仕
掛
け
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
床
は
「
ゆ
か
」
と
は
呼
ば
ず

「
川か

わ

床ど
こ

」
と
呼
ぶ
。
川
幅
も
狭
く
清
流

の
上
に
桟
敷
を
設
け
る
店
が
何
軒
も

あ
る
が
、
市
内
よ
り
は
は
る
か
に
涼　

し
く
、
涼
を
取
る
に
は
も
っ
て
こ
い

の
場
所
で
あ
る
。

京
都
人
の
夏
の
食
は
、「
鱧
し
か
な

か
っ
た
」「
ひ
た
す
ら
暑
さ
を
耐
え
忍

ぶ
」
と
い
っ
た
消
極
的
な
も
の
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
暑
さ
を
逆
手
に

取
る
優
れ
た
知
恵
と
技
の
結
晶
で
も
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
「
締
め
」
が
お
盆
で

あ
る
。
一
家
そ
ろ
っ
て
精
進
料
理
を
食

べ
、
ハ
イ
ラ
イ
ト
「
五
山
の
送
り
火
」

（
8
月
16
日
）
で
祖
先
の
霊
を
あ
の
世

に
送
り
返
す
と
、
長
か
っ
た
夏
も
よ
う

や
く
終
わ
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

〈さとう よういちろう〉
1952年、和歌山県生まれ。1979年、京都大学大
学院農学研究科修士課程修了。国立遺伝学
研究所研究員、静岡大学農学部助教授、総合
地球環境学研究所副所長、大学共同利用機
関法人人間文化研究機構理事などを経て、京
都府立大学文学部和食文化学科特別専任教
授、京都和食文化研究センター副センター長、ふ
じのくに地球環境史ミュージアム館長。農学博
士。京都市文化功労者。著書に『京都の食文
化』『知っておきたい和食の文化』『食べるとはど
ういうことか』『米の日本史』など。

06 三洋化成ニュース


