
今
年
は
、
例
年
以
上
に
気

候
の
寒
暖
の
差
が
激
し
い
と

言
う
よ
り
異
常
気
象
と
言
う

べ
き
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

皆
様

体
調
は
大
丈
夫
で
し
ょ

う
か
？
こ
の
春
も
例
年
通
り

に
、
先
の
日
程
で
春
季
彼
岸

法
要
を
営
み
ま
す
。

日
時

三
月
二
十
四
日
（
月
）

午
前
十
一
時
開
式

前
回
の
通
信
で
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
、
昨
年
七
月
一

七
日
に
、
寺
の
庫
裏
の
階
段

を
踏
み
外
し
て
転
落
し
、
第

三
腰
椎
を
圧
迫
破
裂
骨
折
し

て
し
ま
い
、
９
週
間

熊
本

市
の
機
能
病
院
に
入
院
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
幸
い
外
科

手
術
は
免
れ
ま
し
た
が
、
八

ま
ぬ
が

月
の
初
盆
や
、
そ
の
間
の
葬

儀
や
法
事
の
方
々
に
は
大
変

な
ご
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
、

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

又
、
お
見
舞
い
そ
の
他
、
多

く
の
壇
信
徒
の
方
に
お
気
遣

い
戴
き
、
更
に
ご
心
配
を
か

け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の

場
を
借
り
ま
し
て
、
御
礼
と

お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

幸
い
現
在
で
は
、
コ
ル
セ
ッ

ト
も
外
れ
、
日
常
生
活
に
は

不
自
由
な
く
生
活
を
し
て
お

り
ま
す
。
仏
道
を
通
じ
て
衆

生
の
済
度
に
励
め
と
い
う
仏

様
の
意
志
と
思
い
、
頑
張
っ

て
、
更
に
精
進
に
勤
め
ま
す
。

宜
し
く
御
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。予

定
で
は
、
昨
年
の
十
一

月
に
修
行
す
る
予
定
に
し
て

い
ま
し
た
晋
山
式
も
、
今
年

の
十
一
月
九
日
（
日
）
に
行

う
事
が
決
定
致
し
ま
し
た
。

丸
一
年
間
延
び
ま
し
た
が
、

準
備
を
整
え
て
、
壇
信
徒
の

皆
様
に
も
納
得
し
て
戴
け
る

よ
う
な
住
職
就
任
式
を
挙
行

す
る
予
定
で
す
。
晋
山
式
の

詳
細
な
内
容
や
意
味
は
、
後

日
送
付
す
る
寺
報
に
書
か
せ

て
戴
く
予
定
で
す
。
気
持
ち

を
改
め
て
、
再
度
引
き
締
め

て
臨
み
ま
す
。

一
昨
年
よ
り
「
い
ま
、
心

に
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」
と
題
し
て
、
今

を
生
き
て
い
く
為
の
仏
教
を

テ
ー
マ
に
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ

て
き
て
い
ま
す
。
今
年
は
、

私
の
晋
山
式
も
挙
行
し
ま
す

し
、
一
つ
の
節
目
と
し
て
、

よ
り
多
く
の
人
の
生
き
る
一

助
と
な
る
よ
う
な
企
画
を
考

え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
勿
論

晋
山
式
当
日
（
前
晩
か
ら
儀

式
は
始
ま
り
ま
す
）
は
、
時

間
や
労
力
的
に
無
理
が
あ
り

ま
す
。
行
う
な
ら
、
き
ち
ん

と
し
た
形
で
行
い
た
い
と
考

え
、
次
の
日
程
で
、
今
年
の

第
３
回
「
い
ま
、
心
に
Ｚ
Ｅ

Ｎ
」
を
開
催
し
ま
す
。

講
演
会｢

仏
教
と
生
き
る
」

十
一
月
十
六
日
（
日
）
午
後
二
時

講
話

南

直
哉

老
師

師
は
、
曹
洞
宗
き
っ
て
の
論

客
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
卒

業
後
、
一
般
の
職
に
就
く
も

出
家
。
大
本
山

永
平
寺
に
て
二

十
年
以
上
雲
水

修
行
の
生
活
を

送
る
。
執
筆
著

書
や
対
談
集
も

多
数
。
特
に
社

会
評
論
家
の
宮

崎
哲
弥
氏
と
の

仏
教
に
関
す
る

対
談
は
白
眉
の

も
の
。
実
体
験

や
生
活
に
裏
付

け
さ
れ
た
上
で

の
徹
底
し
た
理

論
と
実
践
は
、
現
代
を
生
き

る
我
々
に
多
く
の
示
唆
を
与

え
て
く
れ
ま
す
。
特
に
、
現

在
院
代
を
務
め
ら
れ
て
い
る

青
森
県
の
恐
山
に
移
ら
れ
て

お
そ
れ
ざ
ん

か
ら
は
、
理
屈
っ
ぽ
く
な
り

が
ち
な
禅
的
な
議
論
に
、
理

屈
を
超
え
た
人
の
思
い
や
情

の
重
要
性
が
加
わ
り
、
説
得

力
を
増
し
て
い
ま
す
。
多
忙

な
老
師
に
御
願
い
す
る
の
は

不
可
能

だ

と
思
っ

て

い
ま
し

た

が
、
私

の

思
い
を

老

師
の
修

業

時
代
の

仲

間
が
伝

え

て
く
れ
て
今
回
の
実
現
と
な

り
ま
し
た
。
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彼
岸
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要

浄
国
寺
春
季
彼
岸
会

日
時

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
（
月
）

午
前
十
一
時
よ
り

彼
岸
会
檀
信
徒
総
供
養

法
話

熊
本
県
宇
城
市
小
川

妙
音
寺

副
住
職池

田

智
道

師

簡
単
な
弁
当
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
出
欠
及
び
人
数
を
同
封
の
葉

書
で
返
信
下
さ
い

ご
心
配
か
け
ま
し
た

晋
山
式
の
挙
行

仏

教

に
親

し
む



音
楽
会
「
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｓ

Ｔ
Ａ

Ｌ
Ｋ
」
演
奏
会十

二
月
六
日
（
土
）
夜

年
に
一
度
、
世
界
的
に
有
名

な
ジ
ャ
ズ
ベ
ー
シ
ス
ト
鈴
木
良

雄
氏
に
浄
国
寺
に
来
て
演
奏
を

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
氏
は

渡
辺
貞
夫
グ
ル
ー
プ
で
デ
ビ
ュ
ー

以
来
、
四
十
年
に
わ
た
り
世
界

的
に
活
躍
さ
れ
て
い
る
音
楽
家

で
す
。
特
に
私
が
学
生
時
代
に

彼
の
音
楽
を
聴
き
ベ
ー
ス
を
弾

く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯

も
あ
り
、
現
在
で
は
音
楽
上
の

師
匠
と
し
て
お
付
き
合
い
さ
せ

て
貰
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
一

昨
年
の
演
奏
の
時
、
み
ん
な
に

大
変
喜
ん

で
い
た
だ

い
た
グ
ル
ー

プ
を
浄
国

寺
の
為
に

特
別
に
組

ん
で
も
ら

い
公
演
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

生
ピ
ア
ノ
、
フ
ル
ー
ト
、
パ
ー

カ
ッ
シ
ョ
ン
に
ウ
ッ
ド
ベ
ー
ス

の
四
人
編
成
で
、
鈴
木
氏
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
曲
を
中
心
に
、
日
本

人
の
心
象
風
景
を
映
し
出
す
よ

う
な
優
し
い
曲
ば
か
り
の
演
奏

で
す
。
ジ
ャ
ズ
は
難
解
な
も
の

と
考
え
ず
一
度
お
聞
き
戴
け
れ

ば
嬉
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
も
、
前
号
に
書
き
ま
し

た
が
、
寺
と
併
設
の
幼
稚
園

（
学
校
法
人

浄
国
学
園

高
平
幼
稚

園
）
に
乳
幼
児
の
為
の
保
育
施

設
を
開
所
し
ま
し
た
。
国
が
平

成
二
十
七
年
度
か
ら
施
行
す
る

新
し
い
認
定
こ
ど
も
園
制
度
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が

目
的
で
す
。
幼
稚
園
は
私
立
学

校
で
あ
り
、
法
律
上
３
歳
か
ら

し
か
受
け
入
れ
で
き
ま
せ
ん
。

現
在
マ
ス
コ
ミ
で
騒
い
で
い
る

待
機
児
童
問
題
は
、
殆
ど
が
０

歳
か
ら
２
歳
ま
で
の
乳
幼
児
の

受
け
入
れ
先
の
問
題
で
す
。
私

は
幼
稚
園
長
と
し
て
、
３
歳
ま

で
は
親
と
一
緒
に
過
ご
す
方
が

こ
ど
も
の
成
長
の
為
に
は
望
ま

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
国
の

子
育
て
支
援
も
、
親
と
子
を
引

き
離
し
て
施
設
で
代
行
し
て
預

か
る
支
援
で
は
な
く
、
親
が
家

庭
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ

う
に
す
る
の
が
子
育
て
支
援
の

政
策
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
国
は
労
働
力

の
確
保
（
男
女
共
同
参
画
社
会

は
必
要
で
す
が
、
そ
れ
を
錦
の

に
し
き

御
旗
に
し
て
税
収
の
為
の
女
性

み

は

た

就
業
支
援
を
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
ま
す
）
を
中
心
に
政
策
を

進
め
て
い
ま
す
。
在
宅
育
児
支

援
と

い
う

考
え

は
毛

頭
あ

り
ま

せ
ん
。

こ
れ

で
は
、

少
子

化
に

歯
止
め
は
か
か
ら
な
い
し
、
子

ど
も
の
健
全
な
成
長
に
も
問
題

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
現
実
の

政
策
が
、
親
の
就
業
支
援
に
向む

き
、
し
か
も
若
い
保
護
者
の
世

帯
収
入
が
低
い
と
い
う
現
実
の

前
に
は
、
家
庭
教
育
支
援
を
中

心
に
据
え
た
乳
児
施
設
の
開
設

が
必
要
だ
と
考
え
今
回
の
開
設

に
踏
み
切
り
ま
し
た
。
認
可
外

保
育
所
に
な
り
ま
す
の
で
、
運

営
は
厳
し
く
行
政
の
指
導
は
親

子
の
触
れ
合
う
時
間
の
減
少
の

方
向
な
の
で
、
苦
渋
の
選
択
で

し
た
。
子
ど
も
が
人
間
と
し
て

幸
せ
に
成
長
す
る
よ
う
に
努
力

す
る
の
も
僧
侶
の
務
め
で
あ
り
、

仏
様
が
与
え
て
く
れ
た
勤
め
だ

と
思
い
、
あ
と
一
踏
ん
張
り
精

進
す
る
つ
も
り
で
す
。
壇
信
徒

の
方
に
は
、
不
自
由
な
思
い
を

さ
せ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

何
と
ぞ
ご
理
解
戴
き
ま
す
よ
う

心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

東
北
大
震
災
か
ら
丸
三
年
が

経
過
し
ま
し
た
。
現
場
の
復
興

は
進
ま
な
い
中
、
復
興
税
廃
止

は
前
倒
し
で
行
わ
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
津
波
は
、
天
災
だ

が
原
発
被
害
は
人
災
だ
と
思
い

ま
す
。
引
き
金
の
天
災
は
対
応

で
き
ま
せ
ん
が
、
人
災
に
は
手

立
て
が
あ
る
筈
で
す
。
仏
教
で

は
、
人
間
の
脳
み
そ
や
浅
知
恵

を
過
信
す
る
な
と
戒
め
て
い
ま

す
。
原
子
力
は
、
ま
だ
人
知
で

完
全
に
制
御
で
き
る
物
で
は
な

い
、
謂
わ
ば
パ
ン
ド
ラ
の
箱
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
招
致
し
た
い
が
た
め

に
、
総
理
が
平
気
で
「
放
射
能

は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
」

と
明
言
す
る
の
が
日
本
の
現
状

で
す
。
我
々
は
自
然
と
共
に
生

か
さ
れ
、
生
き
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
な
い
よ
う
し
た
い
も
の
で

す
。

坐
禅
会

へ
の
誘
い

毎
週
木
曜
の
定
例
坐
禅
会
だ

け
で
な
く
、
熊
日
生
涯
学
習
プ

ラ
ザ
の
坐
禅
会
（
私
が
講
師
を
務
め

て
い
ま
す
）
も
少
し
ず

つ
参
加
者
が
増
え
て

い
ま
す
。
身
近
に
坐

る
機
会
が
あ
る
の
も

一
つ
の
縁
で
す
。
一

度

参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か
？
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保
育
所
開
所

東
北
大
震
災
か
ら
三
年

身
辺
雑
記

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
う
言

葉
が
街
場
に
氾
濫
し
始
め
て
久

し
い
。
し
か
し
言
葉
だ
け
が
独

り
歩
き
し
て
い
る
よ
う
だ
。
本

来
は
、
地
球
全
体
、
世
界
に
通

用
す
る
事
を
意
味
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
、

「
英
語
を
公
用
語
に
し
よ
う
」

と
か
、
き
ち
ん
と
自
己
主
張
で

き
る
技
術
を
身
に
つ
け
る
と
か
、

諸
外
国
と
経
済
や
貿
易
の
世
界

で
肩
を
並
べ
る
と
か
、
そ
の
一

部
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
現

状
だ
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
共
通

分
母
で
あ
る
、
貨
幣
経
済
を
思
考
回

路
の
中
心
に
置
く
、
つ
ま
り
総
て
損

得
勘
定
に
換
算
し
て
勝
者
と
な
る
こ

と
が
目
標
に
な
っ
て
い
る
よ
う
思
え

る
。
そ
れ
も
個
人
の
自
立
の
美
名
の

下
に
各
々
が
自
分
の
利
益
を
最
大
に

す
る
事
が
優
先
事
項
に
な
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
新
自
由
主
義
経
済
が
基

盤
の
よ
う
だ
が
、
我
が
国
に
当
て
は

ま
る
だ
ろ
う
か
？
。
日
本
は
、
長
く

農
耕
社
会
で
あ
っ
た
。
農
耕
作
業
は

共
同
体
で
行
う
事
が
前
提
に
な
る
。

そ
れ
は
、
村
落
共
同
体
で
あ
っ
た
り
、

｢

家｣

で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
共
同
体

の
利
益
が
、
自
分
の
利
益
と
い
う
側

面
が
強
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
互
助
の

精
神
が
生
ま
れ
、
仏
教
で
言
う｢

利
他

行
」｢

菩
薩
行
」
も
生
活
の
中
に
存
在

で
き
た
。
共
同
体
の
利
益
を
最
優
先

に
考
え
る
時
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る

個
人
的
果
実
の
計
算
を
、
優
先
す
る

だ
ろ
う
か
？
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
内

容
が
、
個
人
の
利
益
の
増
加
と
、
合

計
の
増
大
が
主
た
る
目
的
に
な
っ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
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