
冬

至

　
現
代
で
は
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
古
代
人
に
と
っ
て

冬
至
は
正
月
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
太
陽
が
軌
道
上
い
ち

ば
ん
南
側
に
来
る
た
め
１
年
で
昼
が
最
も
短
く
な
る
こ
の
日
、
太
陽
は

一
度
〝
死
に
〞、
新
た
に
〝
復
活
〞
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　
う
る
う閏 

づ
き月
で
調
節
す
る
旧
暦
の
太
陰
太
陽
暦
で
は
、
冬
至
が
11
月
の
つ
い朔

 

た
ち日
（
月
の
１
日
め
、
新
月
の
日
）
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
「
さ
く朔 
た
ん旦 

と
う冬 

じ至
」
が
、

19
年
周
期
で
巡
っ
て
く
る
よ
う
運
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
２
０
１
４
年

の
11
月
１
日―

新
暦
の
12
月
22
日
は
ま

さ
に
そ
の
日
で
、
今
年
は
19
年
に
一
度
の
、

特
別
な
冬
至
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
新
暦
で
暮
ら
す
現
代
人
の
間
で
、
朔
旦

冬
至
が
話
題
に
の
ぼ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
が
、
20
年
ご
と
に
社
殿
を
新

し
く
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
伊
勢
神
宮
の

式
年
遷
宮
は
、
朔
旦
冬
至
の
周
期
に
合
わ

せ
て
始
め
ら
れ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
年
の
前
後
に
は
天
変
地
異
が
多
く
、

太
陽
や
月
の
蘇
り
＝
再
生
を
形
に
し
た
遷

宮
を
行
い
災
い
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
の
で

す
。
ま
た
19
年
に
一
度
大
が
か
り
な
「
再
生

へ
の
指
針
」
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
や
が
て

起
こ
り
う
る
災
害
に
人
び
と
の
注
意
を
向

け
よ
う
と
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
古
代
の
人
は
ま
た
、
19
年
に
一
度
、
太

陽
と
月
の
リ
ズ
ム
が
重
な
る
こ
の
機
を
と

ら
え
、
再
生
の
力
を
体
に
取
り
込
も
う
と

し
ま
し
た
。
朔
旦
冬
至
に
日
付
が
変
わ
る

前
日
の
24
時
前
後
、
お
　
ち

変
若 

み
ず水

と
い
う
「
若

さ
を
甦
ら
せ
る
水
」を
汲
ん
で
飲
み
、そ
の
水
で
食
事
を
作
っ
た
の
で
す
。

水
か
ら
「
若
々
し
い
生
命
力
」
を
得
る
「
と
こ常 

わ
か若

」
思
想
は
さ
ま
ざ
ま
な

儀
式
に
組
み
込
ま
れ
、
現
代
の
日
本
文
化
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
興
味
深
い
こ
と
に
、
冬
至
の
文
化
は
、
同
じ
太
陽
の
め
ぐ
り
に
遭
遇

す
る
北
半
球
諸
国
の
間
で
同
時
発
生
的
に
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

古
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
神
話
で
は
、
10
月
末
日
に
太
陽
が

別
世
界
に
消
え
、
代
わ
り
に
お
化
け
や
精
霊
が
や
っ
て
来
て
ば
つ跋 

こ扈
す
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
各
地
で
い
ろ
い
ろ
に
形
を

変
え
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
ご

り
を
今
に
と
ど
め
る
の
が
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
で

す
。
時
代
を
経
る
途
中
で
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
ば
ん万

 

せ
い聖 

せ
つ節

と
結
び
つ
き
10
月
末
日
に
定
着
し
ま
し

た
が
、
祭
り
の
由
来
は
、
太
陽
の
復
活
を
祝

う
冬
至
に
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
シ
ン
ボ
ル
・
南
瓜
は
、
日

本
の
冬
至
に
も
欠
か
せ
な
い
食
材
で
、「
冬

至
南
瓜
」
と
し
て
南
瓜
と
小
豆
を
い
っ
し
ょ

に
煮
た
も
の
を
食
べ
ま
す
が
、
こ
れ
は
黄
色

（
南
瓜
）
と
赤
色
（
小
豆
）
を
、
復
活
し
た

太
陽
に
重
ね
た
縁
起
担
ぎ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

む
ろ
ん
同
時
に
、
寒
い
時
期
に
凍
え
た
血
の

道
を
整
え
、
あ
た
た
か
さ
を
体
に
取
り
入
れ

る
た
め
で
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
現
在
は
、

南
瓜
の
カ
ロ
テ
ン
が
皮
膚
に
潤
い
を
与
え
、

小
豆
の
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
が
血
流
を
よ
く
す

る
こ
と
が
科
学
的
に
解
明
さ
れ
て
い
ま
す
し
、

ま
た
冬
至
に
入
る
ゆ柚 

ず子
湯
も
体
を
温
め
る
効

果
が
高
く
、
理
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。

第

二

回

い
ど・り
え
こ
／
民
俗
情
報

工
学
研
究
家
。１
９
６
４
年
、

北
海
道
生
ま
れ
。多
摩
美
術

大
学
非
常
勤
講
師
。節
句
の

会「
ア
エ
ノ
コ
ト
：
節
句
の
饗

応
」を
は
じ
め
、伝
統
儀
礼

や
風
習
の
意
味
を
民
俗
学

的
に
解
明
し
今
に
具
現
化

す
る
提
案
を
行
う
。著
書
に

『
暦・し
き
た
り・ア
エ
ノ
コ
ト 

日
本
人
が
大
切
に
し
た
い
う

つ
く
し
い
暮
ら
し
』な
ど
。
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江戸時代、
冬至を見定めるために
太陽の南中時の影を
測った機器

日
の
国

ニ
�
ポ
ン
の

理
こ
と
わ
り

太
陽
が
蘇
る
日

文
　
井
戸 

理
恵
子


