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七
夕
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
６
年
7
月
号
で
「
七
夕
、

あ
れ
こ
れ
」
と
し
て
、
一
度
触
れ
ま
し
た
が
、
今
回
は
そ

の
続
編
で
す
。

　
そ
の
回
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
七
夕
の
起
源
と
も
言
わ

れ
る
、
わ
し
座
の
牽け

ん
ぎ
ゅ
う牛
星せ

い

と
、
こ
と
座
の
織し

ょ
く
じ
ょ女
星せ

い

が
7
月

7
日
の
夜
に
出
会
う
と
い
う
伝
説
は
、
２
０
０
０
年
も
前

に
中
国
で
記
さ
れ
た
『
荊け

い
そ楚
歳さ

い

時じ

き記
』
と
い
う
書
物
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ん
も
よ

く
ご
存
知
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、

星
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
、
日
本
で
は
節せ

っ
く供
の
行
事
の
一
つ

と
し
て
定
着
し
ま
す
。
人じ

ん

日じ
つ

は
七な

な
く
さ草
の
節
供
、
上じ

ょ
う
し巳
は
桃

の
節
供
、
端た

ん
ご午
は
菖し

ょ
う
ぶ蒲
の
節
供
、
重ち

ょ
う
よ
う陽
は
菊
の
節
供
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
植
物
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
平

安
時
代
に
は
「
撫な

で
し
こ子
合
わ
せ
」
と
い
う
花
を
用
い
た
行
事

が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
室
町
時
代
に
は
七
夕
の
行
事

と
し
て
「
花
合
わ
せ
」
が
行
わ
れ
、
こ
れ
が
「
七た

な
ば
た夕
立り

っ
か花
」

と
呼
ば
れ
、
こ
の
習
慣
が
後
に
生
け
花
の
発
祥
に
な
っ
た

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
説
に
は
、
七
夕
は

盆
行
事
の
一
環
と
し
て
の
意
味
合
い
も
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
盆
行
事
に
合
わ
せ
て
、
先
祖
の
霊
を
祀
る
前
夜

祭
と
し
て
、
7
月
7
日
に
人
家
か
ら
離
れ
た
機は

た
や屋
で
乙
女

が
神
を
祀
り
、
七
夕
送
り
を
行
な
っ
て
穢け

が

れ
を
神
に
託
し

て
祓は

ら

っ
て
も
ら
う
、「
物も

の
い
み忌

」
の
行
事
と
い
う
記
載
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
に
畑
の
収
穫
物
を
お
供
え
し
た
よ
う
で
、

こ
の
観
念
は
稲
作
が
定
着
す
る
以
前
の
麦
・
稗ひ

え

・
粟あ

わ

・
芋
・

豆
の
文
化
と
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
作
物
と
と

も
に
キ
ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
、
ミ
ョ
ウ
ガ
を
お
供
え
し
、
キ
ュ

ウ
リ
を
馬
、
ナ
ス
を
牛
に
見
立
て
て
お
供
え
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
風
習
が
後
に
お
盆
の
お
供
え
物
に

つ
な
が
っ
た
と
の
考
え
も
あ
り
ま
す
。
現
代
で
は
、
こ
の

キ
ュ
ウ
リ
の
馬
と
ナ
ス
の
牛
は
、「
祖
先
の
霊
が
来
る
と

き
は
馬
に
乗
り
早
く
戻
り
、
帰
り
は
名な

ご
り残
惜
し
く
ゆ
っ
く

り
と
牛
に
乗
っ
て
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
元
々
は
馬

も
牛
も
各
家
で
大
切
に
育
て
ら
れ
た
家
族
も
同
然
の
生
き

物
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
野
菜
の
馬
と
牛
は
、
亡
く
な
っ

た
家
畜
の
代
わ
り（
形か

た
し
ろ代
）だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　
も
う
一
つ
調
べ
て
い
て
面
白
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

本
市
周
辺
に
多
く
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
星ほ

し
の
み
や宮
・
星
の
宮
・

星
ノ
宮
神
社
は
、
東
北
か
ら
九
州
ま
で
分
布
し
て
い
ま
す

が
、
実
は
日
本
中
で
一
番
多
く
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
当
地

域
な
の
で
す
。
祭さ

い
じ
ん神
と
そ
の
謂い

わ

れ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま

す
が
、
県
内
で
は
妙み

ょ
う
け
ん見
菩ぼ

さ
つ薩
・
虚こ

く
う
ぞ
う

空
蔵
菩ぼ

さ
つ薩
や
石い

わ
さ
く裂
・

根ね
さ
く
の裂
神か

み

が
多
く
日に

っ
こ
う光
修し

ゅ
げ
ん験
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
藤
原
一
族
と
の
関
係
に
つ
い
て

も
縁え

ん
ぎ起
の
中
に
記
さ
れ
て
お
り
、
空
想
の
域
を
出
ま
せ
ん

が
古
麻
呂
と
藤
原
氏
の
関
係
な
ど
も
想
像
す
る
と
お
も
し

ろ
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
阪
府
池
田
市
に
所
在
す
る
星
の
宮
神
社
（
伊い

居け

太だ

神
社
・
明み

ょ
う
じ
ょ
う星大だ
い
じ
ん
ぐ
う

神
宮
）
の
社し

ゃ
で
ん伝

に
は
、
古
代
中
国
か

ら
渡
来
し
て
き
た
2
人
の
織お

り
ひ
め姫
と
星
に
関
す
る
伝
説
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
省
略
し
た
も
の
を
紹
介
し
ま

す
。

　
「
仁に

ん
と
く徳
天
皇
の
時
代
、
ま
だ
、
わ
が
国
の
織お

り
も
の物
技
術
が

十
分
で
な
か
っ
た
頃
、
中
国
か
ら
漢あ

や

織は
と
り

・
呉く

れ

織は
と
り

と
い
う
名

前
の
２
人
の
姫
が
池
田
に
渡
っ
て
き
ま
し
た
。
2
人
の
姫

は
夜
遅
く
ま
で
明
か
り
も
付
け
ず
、
一
生
懸
命
に
機は

た
お織
り

を
し
て
い
る
と
多
く
の
星
が
天
か
ら
降
り
て
き
て
、
織お

り

殿ど
の

を
真
昼
の
よ
う
に
明
る
く
照
ら
し
て
く
れ
ま
し
た
。
星
の

お
か
げ
で
綺
麗
な
絹
の
綾あ

や

錦に
し
き

を
織
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

星
を
お
祀
り
し
ま
し
た
。」

　
ま
た
、
伊
居
太
神
社
に
は
漢
織
姫
が
、
呉
織
姫
は
呉く

れ
は服

神じ
ん
じ
ゃ社
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
池
田
市
に
は
「
染そ

め

殿ど
の

井い

」
と
呼

ば
れ
る
2
人
の
姫
が
織
物
の
糸
を
染
め
た
と
い
う
伝
説
の

井
戸
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

織
物
を
呉ご

ふ
く服
と
呼
ん
だ
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
が
、

渡と
ら
い
じ
ん

来
人
と
機
織
り
（
姫
）、
星
の
宮
神
社
な
ど
が
つ
な
が
る
、

興
味
深
い
事
例
で
す
。

参
考
：
池
田
市
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ
「
織
姫
伝
承
コ
ー
ス
」

お
詫
び

　

６
月
号
の
記
事
の
中
で
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
う

表
記
を
し
ま
し
た
が
、
違
う
表
記
に
す
べ
き
と
の
ご
指
摘

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
詫
び
申
し
あ
げ
ま
す
。

続 
七
夕
あ
れ
こ
れ

下
野
市
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委
員
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課
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