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🐑
今
日
は
、七
月
の
三
日
。も
う
す
ぐ
七
夕
で
す
ね
。

一
年
生
の
教
室
の
前
に
、
笹
竹
に
短
冊
を
つ
け
た
七

夕
飾
り
が
出
現
し
ま
し
た
。
見
た
人
は
い
ま
す
か
。

さ
て
、
こ
の
葉
っ
ぱ
、
見
え
ま
す
か
？
（
実
物
提
示
） 

こ
の
葉
を
見
て
、
名
前
が
分
か
る
人
は
、
さ
す
が

に
い
な
い
で
し
ょ
う
。
「
梶
＝
か
じ
」
と
い
う
植
物

の
葉
で
す
。高
学
年
の
人
な
ら
分
か
る
で
し
ょ
う
か
、

梶
と
い
う
字
は
、
左
側
が
木
、
右
側
が
尾
っ
ぽ
の
尾

と
書
き
ま
す
。 

 

今
か
ら
千
年
以
上
も
前
の
平
安
時
代
は
、
こ
の
梶

の
葉
に
墨
で
和
歌
や
字
を
書
い
て
七
夕
の
飾
り
に
し

て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

江
戸
時
代
の
初
め
頃
、
七
月
の
六
日
に
な
る
と
梶

の
葉
を
売
り
に
来
る
人
が
い
て
、
そ
の
梶
の
葉
を
買

っ
て
、墨
で
和
歌
や
願
い
事
を
書
い
て
い
ま
し
た
が
、

江
戸
時
代
も
終
わ
り
の
頃
に
な
る
と
短
冊
に
字
を
書

く
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

今
で
も
京
都
で
は
、
七
夕
の
飾
り
に
梶
の
葉
を
使

う
お
家
も
あ
る
よ
う
で
す
。
え
っ
、
こ
の
梶
の
葉
、

ど
こ
か
ら
持
っ
て
き
た
の
か
で
す
っ
て
。 

こ
れ
は
私
が
生
ま
れ
た
家
の
庭
か
ら
、
君
た
ち
に

見
せ
よ
う
と
思
っ
て
、
昨
日
切
り
と
っ
て
き
た
も
の

で
す
。 

 

京
都
に
あ
る
北
野
天
満
宮
や
九
州
の
大
宰
府
に
あ

る
天
満
宮
の
よ
う
に
、
「
天
満
宮
」
と
名
前
の
付
く

神
社
に
は
、
「
あ
る
人
」
が
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ

て
、
そ
の
人
は
誰
で
し
ょ
う
か
。 

正
解
は
、
菅
原
道
真
（
す
が
わ
ら 

の 

み
ち
ざ
ね
）

さ
ん
。
今
で
は
「
学
問
の
神
様
」
と
し
て
有
名
で
す

が
、
そ
の
昔
、
太
政
大
臣
・
左
大
臣
・
右
大
臣
と
言

っ
て
、
三
番
目
に
偉
い
右
大
臣
だ
っ
た
の
が
、
こ
の

菅
原
道
真
さ
ん
。と
て
も
頭
の
よ
い
人
だ
っ
た
の
で
、

妬
ま
れ
た
よ
う
で
す
。
左
大
臣
の
藤
原
時
平
と
い
う

人
が
告
げ
口
を
し
て
、
そ
の
当
時
は
片
田
舎
だ
っ
た

九
州
の
太
宰
府
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

京
都
の
家
か
ら
泣
く
泣
く
大
宰
府
に
向
か
う
こ
と

に
な
っ
た
道
真
さ
ん
は
、
庭
の
梅
の
木
に
こ
う
呼
び

か
け
ま
す
。
「
東
風
（
こ
ち
）
吹
か
ば 

に
ほ
ひ
お

こ
せ
よ
梅
の
花 

あ
る
じ
な
し
と
て 

春
な
忘
れ

そ
」
＝
春
風
が
吹
く
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
香
り
を
届

け
て
お
く
れ
、
梅
の
花
。
主
人
で
あ
る
こ
の
道
真
が

い
な
く
て
も
、
春
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
よ
。 

そ
の
後
、
な
ん
と
、
梅
の
花
は
京
都
か
ら
道
真
さ

ん
の
い
る
大
宰
府
ま
で
六
百
五
十
キ
ロ
も
あ
る
の
に
、

一
晩
で
ピ
ュ
ー
と
飛
ん
で
き
て
、
着
陸
。
今
で
も
そ

こ
に
咲
い
て
い
る
そ
う
で
す
。 

菅
原
道
真
さ
ん
に
は
こ
の
、
「
飛
梅
伝
説
」
の
ほ

か
、
色
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
の
で
、
調
べ
て
み

る
と
面
白
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
雷
除
け
の
お
ま
じ

な
い
と
し
て
「
く
わ
ば
ら
、
く
わ
ば
ら
」
と
唱
え
る

と
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
道
真
さ
ん

の
領
地
だ
っ
た
「
桑
原
」
に
は
、
雷
が
落
ち
な
か
っ

た
か
ら
だ
と
か
。
道
真
さ
ん
は
今
で
こ
そ
学
問
の
神

様
だ
け
れ
ど
、
そ
の
昔
は
怨
念
の
塊
に
な
っ
て
、
雷

を
落
と
し
ま
く
っ
て
い
た
時
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 
 

そ
の
道
真
さ
ん
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
建
て
ら
れ

た
の
が
、
京
都
の
北
野
天
満
宮
。
む
か
～
し
、
昔
、

京
都
に
住
ん
で
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
七
月
の
六
日

に
な
る
と
硯
を
洗
い
、
文
机
も
き
れ
い
に
し
、
北
野

天
満
宮
に
お
供
え
し
て
、
字
や
学
問
の
上
達
を
願
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
江
戸
の
町
に
伝
わ
り
、
七
月

の
六
日
に
硯
を
洗
い
、
芋
の
葉
の
露
か
ら
と
っ
た
水

で
墨
を
す
り
、
七
夕
の
短
冊
を
書
い
て
、
笹
竹
に
飾

る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
七
夕
に
は
そ
う
め
ん
を
食
べ
る
習
慣
が
江

戸
時
代
に
は
あ
っ
た
と
か
。
七
日
の
給
食
の
メ
ニ
ュ

ー
を
見
る
と
、
そ
う
め
ん
に
近
い
も
の
が
出
る
よ
う

で
す
。
楽
し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

昨
日
七
月
二
日
は
一
年
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
の
日
。

一
月
一
日
か
ら
百
八
十
三
日
目
。
十
二
月
三
十
一
日

か
ら
も
百
八
十
三
日
目
。
正
確
に
言
う
と
、
七
月
二

日
の
お
昼
の
十
二
時
が
ち
ょ
う
ど
一
年
の
ど
真
ん
中
。

う
る
う
年
の
場
合
は
、
夜
の
十
二
時
が
ど
真
ん
中
。 

今
日
、
七
月
三
日
は
、
一
年
の
半
分
を
過
ぎ
て
、

後
半
に
突
入
し
て
い
ま
す
。
お
正
月
に
た
て
た
目
標

は
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
か
？
七
夕
に
ど
ん
な
願
い

を
か
け
ま
す
か
。
一
学
期
も
も
う
あ
と
少
し
。
ラ
ス

ト
ス
パ
ー
ト
の
時
期
で
す
。 

暑
い
日
が
続
く
の
で
、
健
康
に
気
を
つ
け
て
、
締

め
く
く
り
に
入
っ
て
く
だ
さ
い
。 
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