
こ
の
冬
の
気
温
は
全
国
的
に

高
く
、
桜
の
開
花
予
想
も
例
年

よ
り
早
く
な
り
そ
う
で
す
。

３
月

21
日
東
京
で
開
花
。
４

月
２
日
に
は
仙
台
で
、

18
日
に

は
青
森
で
開
花
す
る
見
込
み
で

す
。
県
内
も
４
月
上
旬
に
は
開

花
の
予
想
で
す
。
（
開
花
日
は

標
本
木
で
５
～
６
輪
以
上
の
花

が
咲
い
た
状
態
と
な
っ
た
最
初

の
日
）tenki.jp
よ
り

お
花
見
に
つ
き
も
の
な
の
が

ピ
ン
ク
・
白
・
緑
の
３
色
の
お

団
子
で
す
が
、
こ
の
３
色
に
は

意
味
が
あ
る
事
を
ご
存
じ
で
し

た
か
？

ピ
ン
ク
・
・
桜
の
咲
く
「
春
」

白
・
・
・
・
雪
の
降
る
「
冬
」

緑
・
・
葉
が
生
い
茂
る

「
夏
」
だ
そ
う
で
、
「
秋
」

が
な
い
で
す
ね
。

「
秋
が
な
い
」
＝
「
（
食

べ
）
飽
き
な
い
」
と
い
う
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

そ
う
で
す
。

今
年
は
「
花
粉
」
も
早
く

に
飛
散
し
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
花
粉
症
の
方
は
対
策
を

し
っ
か
り
し
て
満
開
の
桜
を

見
に
出
か
け
ま
し
ょ
う
！

桃
の
花

弥
生
３
月
。
草
木
が
い
よ
い

よ
生
い
茂
る
月
で
、
３
日
は

「
桃
の
節
句
」
ひ
な
祭
り
で
あ

る
。
桃
の
北
限
は
北
海
道
ま
で

延
び
て
い
る
よ
う
だ
が
、
岩
手

で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。

も
う

40
年
以
上
も
前
に
な
る
。

新
幹
線
で
東
京
に
向
か
う
途
中
、

福
島
あ
た
り
で
山
に
続
く
丘
陵

が
ピ
ン
ク
色
に
染
ま
る
光
景
を

車
窓
か
ら
見
た
こ
と
が
あ
る
。

「
え
っ
、
サ
ク
ラ
か
？
」
と
思
っ

た
が
桃
の
花
だ
っ
た
。
幻
想
的

な
光
景
に
心
が
温
ま
り

幸
せ

な
気
分
に
な
っ
た
こ
と
を
今
で

も
覚
え
て
い
る
。
桃
の
開
花
は

サ
ク
ラ
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、

サ
ク
ラ
よ
り
少
し
早
い
。

桃
は
仙
人
の
果
実
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
中
国
の
漢
の
武
帝
に
、

天
下
っ
た
西
王
母
（
長
寿
を
司

る
神
）
が
不
老
長
寿
の
た
め
に

桃
７
個
を
贈
っ
た
と
い
う
故
事

に
由
来
す
る
。

そ
の
西
王
母
の
誕
生
日
が
３
月

３
日
で
、
こ
の
日
に
桃
花
餅
・

桃
花
酒
・
白
酒
を
用
い
、
曲
水

宴
の
行
事
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
が
、
「
桃
の
節
句
」

の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
行
事

が
「
ひ
な
祭
り
」
の
よ
う
に
な
っ

た
の
は
寛
永
年
間
（
１
６
２
４

～
１
６
４
４
年
）
の
こ
ろ
で
あ

る
。中

国
の
晋
の
時
代
、
太
元
年

中
武
陵
の
猟
師
が
桃
林
に
迷
い

込
み
、
山
の
小
さ
な
入
り
口
か

ら
中
に
入
る
と
、
俗
世
と
離
れ

て
暮
ら
す
村
が
あ
っ
た
。
そ
こ

は
、
平
和
で
豊
か
な
別
天
地
で

「
桃
源
郷
」
と
い
う
幻
夢
の
世

界
で
あ
っ
た
。
中
国
の
小
説

『
西
遊
記
』
に
出
て
く
る
仙
人

も
「
桃
の
園
」
に
住
む
。

日
本
人
と
桃
と
の
関
わ
り
も

古
い
。

日
本
書
紀
に
は
、
伊
弉
諾
尊

（
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
）
が
、

死
者
の
世
界
で
あ
る
黄
泉
か
ら

脱
出
す
る
際
、
追
っ
て
く
る
魔

物
に
３
つ
の
桃
を
投
げ
つ
け
て

追
い
払
っ
た
と
い
う
く
だ
り
が

あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
桃
に
は
邪

気
を
払
う
霊
力
が
あ
る
と
さ
れ
、

神
社
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

た
。

霊
力
の
あ
る
桃
は
、
後
年
、
桃

太
郎
伝
説
を
生
む
。
「
悪
は
去

る
」
「
病
は
居
ぬ
」
「
災
は
来

じ
」
の
思
い
か
ら
お
供
は
サ
ル

と
イ
ヌ
と
キ
ジ
と
な
る
。
こ
れ

が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
「
節

分
の
豆
ま
き
」
に
つ
な
が
っ
て

い
く
。

サ
ク
ラ
の
花
は
和
歌
に
多
く

詠
ま
れ
る
が
、
桃
は
俳
句
に
詠

ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

桜
よ
り

桃
に
し
た
し
き

小
家
か
な
（
与
謝
蕪
村
）

桃
の
花
は
豪
華
な
屋
敷
に
咲
く

サ
ク
ラ
よ
り
貧
し
い
小
さ
な
家

の
庭
先
に
咲
く
の
が
絵
に
な
る
。

そ
う
詠
む
の
は
、
や
は
り
画
人

の
目
だ
。

ほ
う
ほ
う
と
声
あ
げ
て

桃
花
ひ
ら
く
（
大
井
雅
人
）

花
が
一
斉
に
咲
く
さ
ま
を
、
ま

る
で
「
ほ
う
ほ
う
」
と
声
を
あ

げ
て
い
る
よ
う
だ
と
詠
む
が
、

声
を
あ
げ
て
い
る
の
は
作
者
の

ほ
う
で
も
あ
る
。

野
に
出
れ
ば

人
み
な
や
さ
し

桃
の
花

（
高
野
素
十
）

暖
か
い
日
差
し
に
咲
く
桃
の
花

は
、
の
ど
か
で
優
し
い
雰
囲
気

を
醸
し
出
す
。
野
に
出
て
い
る

全
て
の
人
も
優
し
く
な
る
。

桃
の
生
産
量
第
１
位
が
山
梨

県
、
次
に
福
島
県
、
長
野
県
と

続
く
。
今
年
の
３
月
３
日
は
旧

暦
で
は
１
月

23
日
、
季
節
は
ま

だ
冬
だ
。
新
暦
の
４
月
10
日
が

旧
暦
の
そ
の
日
に
あ
た
り
、
そ

の
こ
ろ
な
ら
咲
い
て
い
る
。
ま

も
な
く
産
地
の
桃
畑
が
桃
色
に

染
ま
る
。
そ
の
眺
め
は
、
別
天

地
「
桃
源
郷
」
の
よ
う
に
見
え

る
は
ず
で
あ
る
。

《
松
園
新
聞
『
小
言
・
た
わ
言

独
り
言
Ｎ
Ｏ
・
14
』

令
和
６

年
３
月
号
》

野
中

康
行

「
忘
れ
ざ
る
日
々
」

４
月
１
日(

月)

発
売
で
す
。

書
店
で
お
見
か
け
の
際
は
是
非

お
手
に
取
っ
て
見
て
く
だ
さ
い
。

２０２４年(令和６年)

３月１日

第 ３１ 号
ＡＢＡ新聞

桜
前
線


