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【
わ
が
ま
ち
学
ぼ
う 

事
業
】を
実
施 

高
槻
市
が
市
民
公
益
活
動

の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
る

市
民
協
働
ま
ち
づ
く
り
事
業

へ
、
高
槻
市
文
化
財
ス
タ
ッ

フ
の
会
、
槻
歩
ク
ラ
ブ
、
Ｖ

Ｇ
槻
輪
の
三
団
体
共
同
で

【
わ
が
ま
ち
学
ぼ
う
事
業
】

を
、
５
月
に
応
募
し
て
い
た

が
、
今
月
よ
う
や
く
内
定
の

運
び
と
な
っ
た
。
現
在
三
団

体
が
適
宜
集
ま
り
実
施
に
向

け
て
の
作
業
に
入
っ
て
い
る
。 

大
枠
は
概
ね
固
ま
り
、
現

在
は
細
部
の
詰
め
に
入
っ
て

い
る
状
況
だ
。 

事
業
名
は
『
わ
が
ま
ち
学

ぼ
う
事
業
』
と
し
、
主
催
者

の
名
称
を
『
わ
が
ま
ち
学
ぼ

う
事
業
実
行
委
員
会
』
と
し

た
。
事
業
の
趣
旨
は
大
づ
か

み
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、 

高
槻
市
の
豊
か
な
歴
史
や

文
化
財
に
触
れ
、
こ
れ
を
再

認
識
し
こ
の
街
に
住
む
誇
り

と
喜
び
を
感
じ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
か
。 

こ
の
地
域
は
古
代
か
ら
近

代
に
至
る
ま
で
、
歴
史
や
文

化
が
い
わ
ば
地
層
の
よ
う
に

幾
重
に
も
重
な
り
、
そ
れ
を

掘
り
進
め
て
行
け
ば
思
い
も

よ
ら
な
い
歴
史
的
事
実
な
ど

が
発
見
で
き
る
非
常
に
興
味

深
い
土
地
だ
。
煩
雑
な
日
々

の
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
と

な
か
な
か
そ
う
い
う
こ
と
に

は
思
い
が
至
ら
な
い
し
、
ま

た
関
心
は
あ
っ
て
も
個
人
的

に
動
く
に
は
探
訪
の
手
が
か

り
を
集
め
る
の
も
面
倒
な
も

の
だ
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に

そ
の
場
と
機
会
を
提
供
し
、

伝
統
と
歴
史
が
息
づ
く
こ
の

街
に
住
む
誇
り
を
感
じ
、
ま

た
更
な
る
愛
着
や
関
心
を
持

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
れ

ば
大
成
功
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

本
事
業
の
構
成
と
し
て
は

講
師
を
招
い
て
の
講
演
を
２

回
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

３
回
、
こ
れ
を
９
月
か
ら
２

月
に
か
け
て
実
施
す
る
。 

第
一
回
の
講
演
で
は
古
代

か
ら
現
代
ま
で
の
高
槻
の
歴

史
に
つ
い
て
、
第
二
回
は
生

涯
学
習
を
テ
ー
マ
に
し
た
も

の
に
な
る
予
定
だ
。 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
予

め
史
跡
め
ぐ
り
の
３
つ
の
コ

ー
ス
を
設
定
し
、
こ
れ
を
３

回
に
分
け
て
実
際
に
歩
い
て

も
ら
い
、
コ
ー
ス
上
に
点
在

す
る
史
跡
な
ど
で
は
三
団
体

の
担
当
者
が
簡
単
な
解
説
を

行
う
。
コ
ー
ス
の
詳
細
な
ど

は
実
施
要
項
確
定
次
第
Ｈ
Ｐ

に
も
ア
ッ
プ
す
る
の
で
参
照

し
て
頂
き
た
い
。 

本
事
業
が
成
功
す
る
か
否

か
は
、
い
つ
に
ど
れ
だ
け
の

人
が
応
募
し
て
く
れ
る
か
に

か
か
っ
て
い
る
。
募
集
定
員

を
百
五
十
人
と
し
て
い
る
が
、

さ
て
ど
う
な
る
か
・
・
・
。 

Ｖ
Ｇ
槻
輪
と
し
て
は
会
創

立
五
周
年
記
念
事
業
の
一
つ

と
し
て
取
り
組
む
こ
と
に
し

て
い
る
。 

募
集
要
項
は
市
広
報
８
月

25

日
号
に
掲
載
さ
れ
る
予

定
だ
。
そ
れ
と
は
別
に
ミ
ニ

コ
ミ
紙
へ
の
掲
載
や
公
民
館

へ
の
チ
ラ
シ
配
布
な
ど
も
考

え
て
い
る
が
、
槻
輪
紳
士
淑

女
の
皆
様
方
の
口
コ
ミ
の
効

果
も
大
き
い
も
の
が
あ
る
と

期
待
さ
れ
る
の
で
、
伏
し
て

ご
協
力
を
お
願
い
す
る
と
こ

ろ
で
す
。 

推
進
責
任
者
：
上
野
州
利 

教
室
の
黒
板 

先
日
の
新
聞
の
記
事
に
電
子

黒
板
を
導
入
す
る
と
か
。 

黒
板
か
ら
チ
ョ
ー
ク
（
白
墨
）

が
消
え
る
ら
し
い
。 

 

黒
板
の
思
い
出
は
沢
山
あ

り
ま
す
。
朝
、
教
室
に
入
る

と
日
付
と
日
直
当
番
の
名
前

が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

授
業
が
始
ま
る
と
、
先
生
に

よ
っ
て
は
黒
板
一
杯
に
書
か

れ
る
方
。
要
点
だ
け
書
か
れ

る
方
。
特
に
算
数
、
数
学
は

黒
板
の
隅
か
ら
隅
ま
で
、
む

つ
か
し
い
数
式
が
書
か
れ
て

ノ
ー
ト
に
写
す
の
が
大
変
で

し
た
。
先
生
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
き
ち
っ

と
楷
書
で
書
い
て
下
さ
る
方
。 

失
礼
だ
け
れ
ど
、
大
ざ
っ
ぱ

な
字
や
、
小
さ
い
字
で
書
か

れ
る
先
生
。
で
も
、
と
に
か

く
と
ノ
ー
ト
に
写
す
。 

そ
の
上
、
先
生
の
講
義
を
聞

く
こ
と
に
全
神
経
を
集
中
し

て
い
ま
し
た
、
が
そ
の
割
に

は
成
績
が
上
が
ら
な
い
。 

今
よ
～
く
考
え
て
反
省
し
て

み
れ
ば
、
先
生
が
黒
板
に
書

い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
に
、

こ
そ
こ
そ
と
隣
や
前
後
の
級

友
と
の
手
紙
の
や
り
と
り 

を
し
ま
し
た
。 

 

結
構
ス
リ
ル
が
あ
っ
た
な
！
！ 

で
も
先
生
は
雰
囲
気
を
探
知

さ
れ
て
振
り
向
か
れ
、
「
コ

ラ
ッ
！
！
」
チ
ョ
ー
ク
が
飛
ん

で
来
ま
し
た
。 

 

１
時
間
の
授
業
が
終
わ
る

毎
に
、
黒
板
の
ま
わ
り
や
先

生
の
洋
服
に
も
白
い
粉
が
つ

い
て
い
ま
し
た
。 

日
直
当
番
は
黒
板
消
し
に
つ

い
た
チ
ョ
ー
ク
の
粉
を
窓
か

ら
外
を
向
い
て
棒
で
叩
き
粉

を
落
と
し
て
い
ま
し
た
。 

 

導
入
さ
れ
る
電
子
黒
板
っ

て
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
お

そ
ら
く
昔
の
教
室
の
様
な
真

剣
さ
と
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
雰

囲
気
の
教
室
で
な
く
な
る
の

か
な
？
と
思
え
ば
何
だ
か
淋

し
い
。 

 
 

 
 

Ｎ
・
Ｙ 

   

バ
ニ
ラ
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム 

自
分
で
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

を
作
る
と
無
添
加
で
安
心
で

す
。
コ
ク
が
あ
っ
て
と
て
も
お

い
し
い
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が

出
来
あ
が
り
ま
す
。 

材
料 生

ク
リ
ー
ム 

１
本 

卵 
 

 
 
 

３
ヶ 

砂
糖 

 
 
 

大
さ
じ
８ 

バ
ニ
ラ
エ
ッ
セ
ン
ス 

小
さ
じ
１ 

作
り
方 

 
 

１
．
卵
は
卵
黄
と
卵
白
に
分
け

て
各
々
大
き
め
の
ボ
ー
ル
に

入
れ
る
。
卵
白
は
か
た
く
角
が

立
つ
ま
で
泡
立
て
て
砂
糖
の

１
／
３
量
を
入
れ
て
更
に
泡

立
て
る
。 

２
．
卵
黄
に
１
／
３
量
の
砂
糖
を
入
れ
て
、

白
っ
ぽ
く
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
状
に
な
る
ま
で
泡

立
て
る
。 

３
．
生
ク
リ
ー
ム
は
、
ボ
ー
ル

に
入
れ
、
別
の
大
き
め
の
ボ
ー

ル
に
氷
水
を
入
れ
て
冷
や
し

な
が
ら
静
か
に
ゆ
る
い
線
が

か
け
る
位
ま
で
泡
立
て
、
砂
糖

１
／
３
量
を
混
ぜ
る
。 

４
．
全
部
一
緒
に
木
ジ
ャ
ク
シ

で
サ
ッ
ク
リ
と
ま
ぜ
バ
ニ
ラ

エ
ッ
セ
ン
ス
を
い
れ
る
。 

５
．
冷
蔵
庫
に
入
れ
て
冷
や
し

固
め
る
。 

 
 

 

Ｔ
．
Ｏ 

 “ 夏 ” 

暦の上では立夏から立秋の前日まで

を言います。 

普通には６月から８月までで、暑中見

舞いには「盛夏」・残暑見舞いには「晩

夏」を使うのが一般的でしょうか。 

ちなみに「暑中」というのは、「土用」

（立秋の前１８日間をいう）の一番暑

い時をさします。暑中見舞いはその時

に出すのがよいでしょう。 

 時には低気圧が停滞し、気温が上が

らず「冷夏」になるときもありますね。 

でも最近は地球温暖化で、真夏日が続

き「猛暑」と言われる日が多くなりま

した。これからが「夏」本番です。 
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