
冬 
 
 

至 

冬
至
と
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
「
二

十
四
節
気
」
の
中
の
行
事
の
一
つ
で
、
一
年
中
で
昼
が
一

番
短
く
、
夜
が
一
番
長
い
日
で
す
。 

冬
至
は
一
年
の
中
で
最
も
日
が
短
く
な
る
の
で
、
中
国

や
日
本
で
は「
太
陽
の
パ
ワ
ー
が
最
も
弱
く
な
る
日
」
と

さ
れ
、
こ
の
日
を
境
に「
こ
れ
か
ら
は
そ
の
太
陽
の
パ
ワ

ー
が
甦
る
」
と
捉
え
、「
一
陽
来
復
（ 

い
ち
よ
う
ら
い
ふ

く
）」と
も
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
冬
至
に
は
、「
ゆ
ず
湯
」
に
入
り
、「
冬
至
か
ぼ
ち

ゃ
」を
食
べ
る
風
習
が
日
本
に
は
あ
り
ま
す
。 

冬
至
に「
ゆ
ず
湯
」に
入
る
の
は
、「
運
を
呼
び
込
む
た
め

の
厄
除
け
」の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

「
ゆ
ず
湯
」
は
、
厳
し
い
寒
さ
の
中
で
も
健
康
に
暮
ら
せ

る
よ
う
に
と
、
浴
槽
に
柚
子
を
浮
か
べ
て
、
風
邪
を
防

ぎ
、
皮
膚
を
強
く
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
り
ま
す
。
冬

至
は
湯
に
つ
か
っ
て
病
を
治
す―

湯
治
（ 

と
う
じ
）
に
か

け
て
い
ま
す
。
柚
子
は
融
通
（ 

ゆ
う
ず
う
）
が
利
く
よ

う
に
と
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
言
葉

の
語
呂
合
わ
せ
を
掛
け
合
わ
せ
、「
冬
至
に
ゆ
ず
湯
に
入

る
と
、
ど
ん
な
病
気
で
も
治
る
」
と
さ
れ
、「
冬
至
＝
ゆ

ず
湯
」
が
浸
透
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ゆ
ず

は
爽
や
か
な
香
り
が
特
徴
で
す
が
、
昔
は
香
り
が
強
い

も
の
に
は
邪
気
が
起
こ
り
に
く
い
と
い
う
考
え
も
持
た

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ゆ
ず
の
成
長
過
程
が
持
つ
意
味
合

い
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
実
る
こ
と
か
ら
「
長
年
の
苦

労
や
努
力
が
い
つ
か
実
り
ま
す
よ
う
に
」
と
願
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 
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十
二
月
号 

 

大
雪 

十
二
月
七
日 

 

雪
が
降
り
積
も
る 

冬
至 

十
二
月
二
十
二
日  

 

昼
間
の
時
間
が
最
も
短
い 

 

  

オ
キ
ド
キ
紅
白
歌
合
戦 

 

ゆ
ず
湯 

オ
キ
ド
キ
で
は
、
元
気
に
冬
を
越
す
た
め
に
、 

十
二
月
十
六
日
～
二
十
二
日
の
間
に「
柚
子
湯
」
に
ご

入
浴
し
て
頂
き
ま
す
。 

ゆ
ず
湯
は
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や 

ス
ト
レ
ス
解
消
効
果
も
あ
り
ま
す
。 

ど
う
ぞ
楽
し
み
に 

 

十
一
月
七
日
（ 

土
曜
日
）地
階
食
堂
に
於
い
て
、 

「
オ
キ
ド
キ
紅
白
歌
合
戦
」
を
行
い
ま
し
た
。 

今
回
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
た
め
、
密
を
避

け
て
２
階
の
ご
利
用
者
と
３
階
の
利
用
者
に
分
け
て
二

部
形
式
で
行
い
ま
し
た 

自
慢
の
歌
声
を
ご
利
用
者
様
と
職
員
と
も
に
披
露

し
て
頂
き
ま
し
た
。
一
曲
、
一
曲
、
歌
う
に
つ
れ
て
、
皆

さ
ま
に
笑
顔
が
広
が
り
、
楽
し
い
時
間
と
な
り
ま
し

た
。 

【
消
防
設
備
点
検
の
お
知
ら
せ
】 

当
施
設
で
は
、
消
防
法
に
基
づ
き
左
記
日
程
で
消
防

設
備
の
点
検
作
業
、
及
び
、
防
災
訓
練
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。
点
検
中
は
廊
下
、
居
室
等
全
館
に
作
業
員
が

立
入
り
ま
す
。
点
検
の
際
に
非
常
ベ
ル
が
鳴
り
ま
す
が
、

火
災
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

日 
 

 

時 
 

 

十
二
月
二 

日
（ 

水
曜
日
） 

作
業
時
間 

 
 

午
後 

一
時 

～ 

三
時 

 

【
受
水
槽
・貯
湯
槽
の
清
掃
】 

日 
 

 

時 
 

 

十
二
月
十
三
日
（ 

日
曜
日
） 

作
業
時
間 

 
 

午
前
九
時
～
午
後
四
時 

 

受
水
槽
清
掃 

 

午
前
九
時
～
午
後
一
時
（ 

予
定
）  

※
断
水
は
あ
り
ま
せ
ん 

貯
湯
槽
清
掃 

 

午
後
一
時
三
〇
分
～
四
時
（ 

予
定
） 

※
清
掃
中
は
お
湯
の
ご
使
用
が
出
来
ま
せ
ん 

  
 

ど
ん
が
ら
汁
（ 

山
形
県
） 

 「
ど
ん
が
ら
汁
」は「
寒
鱈
（ 

か
ん
だ
ら
）」の
身
、
頭
、

内
臓
を
岩
の
り
、
豆
腐
、
葱
や
大
根
な
ど
の
野
菜
と
共

に
味
噌
仕
立
て
の
汁
で
煮
る
山
形
県
庄
内
地
方
の
郷

土
料
理
で
す
。 

「
ど
ん
が
ら
汁
」は「
寒
鱈
（ 

か
ん
だ
ら
）」の
身
だ
け
で

な
く
、
骨
、
内
臓
、
頭
も
ほ
ぼ
す
べ
て
の
部
位
が
利
用
で

き
る
の
で
、「
胴
」
と「
殻
」
を
余
す
こ
と
な
く
使
う
の

で
、
も
と
は「
胴
殻
（ 

ど
う
が
ら
）
汁
」と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
が
、「
ど
う
が
ら
汁
」が
訛
っ
て「
ど
ん
が
ら
汁
」

に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
鱈
は
身
だ
け
で
な

く
、
骨
、
内
臓
、
頭
も
ほ
ぼ
す
べ
て
の
部
位
が
利
用
で
き

る
の
で
、「
胴
」と「
殻
」を
余
す
こ
と
な
く
使
う「
ど
ん

が
ら
汁
」が
生
ま
れ
た
よ
う
で
す
。 

            

昼食にご提供！ 

 

12月 16日 

 

冬
至
に
は「
ん
」が
つ
く
も
の
で
運
を
呼
び
込
む
！ 

 

冬
至
に
は「
ゆ
ず
湯
に
入
る
」
ほ
か
に「
か
ぼ
ち
ゃ
を

食
べ
る
」と
い
う
風
習
も
あ
り
ま
す
。 

そ
の
か
ぼ
ち
ゃ
を
食
べ
る
理
由
は
、
冬
至
に
は「
ん
」
が
つ

く
食
べ
物
を
食
べ
る
と「
運
を
呼
び
込
め
る
」
と
言
わ
れ

て
い
る
か
ら
。
通
常
、
か
ぼ
ち
ゃ
は「
か
ぼ
ち
ゃ
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
が
、
漢
字
で
書
く
と
「
南
瓜
（ 

な
ん
き

ん
）
」
と
表
記
さ
れ
ま
す
。
こ
の「
運
を
呼
び
込
め
る
」
と

言
わ
れ
て
い
る
食
べ
物
の
こ
と
を
「
運
盛
り
」
と
呼
び
ま

す
。 

 

「
ん
」が
二
つ
付
け
ば
運
も
倍
増
！
？ 

か
ぼ
ち
ゃ
＝「
南
京
（ 

な
ん
き
ん
）」を
は
じ
め
、 

れ
ん
こ
ん
・に
ん
じ
ん
・ 

ぎ
ん
な
ん
・か
ん
て
ん
： 

き
ん
か
ん
・う
ん
ど
ん
＝「
う
ど
ん
」
と
、「
ん
」が
二
つ

付
く
食
べ
物
の
こ
と
を
「
冬
至
の
七
種
（ 

な
な
く
さ
）
」

と
呼
び
、「
運
が
倍
増
す
る
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。 

「
冬
至
か
ぼ
ち
ゃ
」
を
食
べ
る
と「
厄
よ
け
に
な
る
」

「
（ 

脳
卒
中
）
に
な
ら
な
い
」「
風
邪
に
な
ら
な
い
」「
一

年
中
お
金
に
こ
ま
ら
な
い
」「
長
生
き
す
る
」
な
ど
の
言

い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
冬
至
の
こ
ろ
に
は
食
べ

ら
れ
る
野
菜
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
。
栄
養
も
あ
っ
て

保
存
も
き
く
か
ぼ
ち
ゃ
は
特
別
に
大
切
に
し
て
、
食
べ
て

い
た
よ
う
で
す
。
冬
に
ビ
タ
ミ
ン
な
ど
の
供
給
源
が
不

足
し
た
時
代
の
か
ぼ
ち
ゃ
は
貴
重
な
食
べ
物
だ
っ
た
の

で
す
。 

写真はあくまでイメージです。提供するもの 

とは異なりますのでご了承下さい 

介
護
保
険
証
更
新
手
続
き
は
お
早
め
に 

ご
利
用
者
の
お
住
ま
い
の
区
市
町
村
か
ら
、
有
効
期

限
二
ヶ
月
前
に
介
護
保
険
証
の
更
新
手
続
き
の
書
類
が

郵
送
さ
れ
ま
す
。
同
封
さ
れ
て
い
る「
介
護
保
険
（変

更
・更
新
）認
定
申
請
書
」に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

速
や
か
に
区
市
町
村
に
ご
提
出
下
さ
い
。
更
新
手
続
き

が
遅
れ
て
、
認
定
有
効
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
と
、

要
介
護
度
が
決
ま
ら
な
い
た
め
に
、「
保
険
請
求
」・「
利

用
料
請
求
」・「
今
後
ど
の
よ
う
に
生
活
さ
れ
た
い
の
か
」

な
ど
の
支
援
が
出
来
か
ね
ま
す
。 

尚
、
介
護
認
定
の
結
果「
要
支
援
」
と
認
定
さ
れ
た
場

合
は
、
介
護
保
険
上
、
入
所
の
継
続
が
出
来
ず
退
所
と

な
り
ま
す
の
で
、「
介
護
保
険
更
新
手
続
」は
、
必
ず
期

限
内
に
お
願
い
し
ま
す
。 

た
ち
に
七
夕
の
由
来
を
伝
え
て
い
る
同
園
。
今
年
も
み

ん
な
で
元
気
い
っ
ぱ
い
に｢

た
な
ば
た
さ
ま｣

を

合
唱
し
た
後
は
、
保
育
士
手
作
り
の
影
絵
劇
で
、

楽
し
み
な
が
ら
七
夕
を
お
勉
強
し
ま
し
た
。
最

後
は
、
園
児
た
ち
１
人
１
人
の
願
い
ご
と
が
書

か
れ
た
短
冊
を
笹
飾
り
に
結
び
付
け､

園
庭
に

空
高
々
と
飾
り
つ
け
ま
し
た
。 

 

 
 

 

《 

総
務
課
よ
り 

》 

利
用
料
の
お
支
払
い
は
毎
月
十
五
日
ま
で
に
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

尚
、
窓
口
で
の
お
支
払
い
は
「
年
中
無
休
」
・
「
午

前
九
時
～
午
後
四
時
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

 


