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七
夕
、あ
れ
こ
れ

　

七
月
七
日
（
今
年
の
旧
七
夕
は
八
月
九
日
）、
笹
に
願

い
事
を
書
い
た
短
冊
を
下
げ
る
年
中
行
事
で
す
が
、
そ
の

起
源
に
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
り
ま
す
。
元
々
は
中
国
の

習
俗
で
、
様
々
な
風
習
と
共
に
飛
鳥
時
代
頃
、
日
本
に
伝

わ
り
、
そ
れ
以
前
の
日
本
の
習
俗
と
ミ
ッ
ク
ス
し
て
出
来

上
が
っ
た
行
事
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
分
け
る

と
起
源
と
さ
れ
る
説
は
三
つ
と
な
り
ま
す
。
一
つ
は
中
国

で
「
乞き

つ
こ
う
て
ん

巧
奠
」
と
呼
ば
れ
る
読
み
書
き
が
上
手
に
な
る
、

芸
能
が
上
達
す
る
こ
と
を
願
っ
た
風
習
。
二
つ
目
も
中
国

の
風
習
で
、
農
作
業
の
時
期
を
知
る
た
め
の
星
の
観
測
か

ら
生
ま
れ
た
「
星
伝
説
」。
三
つ
め
は
古
く
か
ら
日
本
で

神
様
に
布
を
捧
げ
る
女
性
を
信
仰
し
た
「
機は

た
お
り織

」
の
風
習

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
甲
塚
古
墳
出
土
機
織
り
形
埴
輪
も

女
性
で
す
。

　

星
伝
説
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』
に
百
三
十
首
を
超

え
る
七
夕
に
関
係
の
あ
る
歌
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多

く
が
男
女
の
恋
愛
に
関
す
る
内
容
の
よ
う
で
す
。
歌
人
の

中
で
も
著
名
な
柿
本
人
麻
呂
は
、
次
の
よ
う
な
歌
を
残
し

て
い
ま
す
。
天
の
川
楫か
じ

の
音
聞
こ
ゆ
、
孫ひ
こ
ぼ
し星

と
織た
な
ば
た
つ
め女

と
今

夜
逢
ふ
ら
し
も
（
巻
一
〇
）。
意
味
は
「
天
の
川
に
彦
星

が
舟
を
こ
ぐ
音
が
聞
こ
え
ま
す
。
今
夜
、
彦
星
と
織
女
は

会
う
の
で
す
ね
」
と
な
り
ま
す
。
一
読
す
る
と
彦
星
と
織

女
の
ロ
マ
ン
ス
と
読
み
取
れ
ま
す
。
し
か
し
、
ご
存
知
の

方
も
多
い
や
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
こ
の
二
人
が
こ
う

な
っ
た
の
は
深
い
事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
天
の
川

の
東
岸
に
住
む
織
女
（
棚
機
女
）
は
天
帝
の
娘
で
、
父
で

あ
る
天
帝
の
衣
を
織
る
た
め
ず
っ
と
機
織
り
に
打
ち
込

み
、
他
の
こ
と
は
見
向
き
も
せ
ず
、
そ
の
様
子
を
憐あ

わ

れ
ん

だ
天
帝
が
西
岸
に
住
む
働
き
者
の
牽け

ん
ぎ
ゅ
う牛に

嫁
が
せ
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
二
人
は
恋
仲
に
な
る
と
そ
れ
ま
で
と
は
一

変
し
て
全
く
仕
事
を
し
な
く
な
り
ま
す
。
天
帝
は
激
怒
し

て
織
女
を
連
れ
戻
し
ま
す
。
連
れ
戻
さ
れ
た
織
女
が
余
り

に
も
嘆
き
悲
し
む
の
で
毎
年
一
度
、
七
夕
の
夜
だ
け
会
う

こ
と
を
許
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
今
か
ら
約
二
〇
〇
〇
年

前
に
書
か
れ
た
『
荊け

い

楚そ

歳さ
い
じ時

記き

』
に
記
さ
れ
て
い
る
ス
ト

ー
リ
ー
で
す
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
宮
中
の
妃
達
が
月
に
向

か
っ
て
、
九
つ
の
穴
の
開
い
た
針
に
五
色
の
糸
を
通
す
願

い
事
を
お
こ
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
物
語
で
は
、織
女
は
天
帝
の
娘
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
布
を
織
る
行
為
は
神
聖
な
作
業
と
し
て
伊
勢
神

宮
な
ど
で
今
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、『
古

事
記
』
の
記
載
で
は
「
天
の
服み

そ

織お
り
ひ
め女

」、『
日
本
書
紀
』
で

は
「
弟お

と

織た
な
ば
た女

」
と
読
ま
せ
て
お
り
、
こ
の
「
弟お
と

織た
な
ば
た女

」
が

最
初
に
出
て
く
る
タ
ナ
バ
タ
の
読
み
と
の
こ
と
で
す
。
残

念
な
が
ら
「
棚
機
女
」
の
文
字
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
七

夕
と
棚
織
津
女
の
関
係
を
想
定
し
た
の
は
折
口
信
夫
※

で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
七
月
七

日
に
聖
武
天
皇
が
相
撲
の
観
戦
を
し
た
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。
遡

さ
か
の
ぼ
 っ
て
垂す
い
に
ん仁

天
皇
の
時
に
も
七
月
七
日
に
相
撲

の
記
事
が
あ
り
、七
夕
と
相
撲
の
関
係
も
面
白
い
事
例
で
す
。

　

悲
し
い
七
夕
の
伝
説
と
し
て
、
お
隣
の
小
山
市
の
祇
園

城
（
城
主
小
山
政
種
）
は
、
戦
国
時
代
の
終
わ
り
頃
、
北

条
方
で
し
た
が
、
秀
吉
の
小
田
原
城
攻
略
の
際
、
濃
霧
に

包
ま
れ
た
祇
園
城
の
見
張
り
の
兵
は
、
周
辺
の
畑
で
栽
培

さ
れ
て
い
た
「
も
ろ
こ
し
」
の
穂
先
を
敵
兵
の
槍
の
穂
先

と
見
間
違
い
「
も
は
や
こ
れ
ま
で
」
と
落
城
し
、
北
条
か

ら
嫁
い
で
き
た
姫
は
井
戸
に
身
を
投
げ
自
害
し
た
と
い
う

伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、旧
小
山
領
内
の
人
々

は
「
も
ろ
こ
し
」
も
栽
培
せ
ず
、
落
城
の
日
が
七
夕
の
日

の
た
め
、
七
夕
の
飾
り
つ
け
も
行
わ
な
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
で
も
小
田
原
攻
め
の
時
に
祇
園
城
が
攻
撃
さ
れ
た

事
実
は
無
い
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
折
口
信
夫
（
お
り
ぐ
ち
し
の
ぶ
）
明
治
時
代
の
民
俗
学
者


