
　
サ
ル
サ
読
者
の
皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
占
い

師
の
あ
か
ね
で
す
。

　
今
回
は
、
日
常
生
活
の
中
で
耳
に
し
て
い
る

言
葉
や
慣
習
の
中
に
も
、
占
い
の
元
と
な
る
思

想
が
入
っ
て
い
て
、
昔
か
ら
占
い
を
上
手
に
使

い
な
が
ら
、
子
孫
繁
栄・五
穀
豊
穣
な
ど
の
人
々

の
願
い
を
込
め
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
桃
太
郎

　
お
よ
そ
江
戸
時
代
か
ら
語
り
継
が
れ
て
い
る

と
い
う
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
「
桃
太
郎
」
と

い
う
昔
話
が
、
鬼
門
と
い
う
日
本
の
家
相
と
関

わ
り
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
い
こ
う
と

思
い
ま
す
。

　
桃
太
郎
は
、
猿
と
雉（
き
じ
）と
犬
を
仲
間
に

引
き
連
れ
て
、
鬼
が
島
ま
で
鬼
退
治
に
行
く
と

い
う
お
話
で
す
ね
。
幼
少
の
頃
、
私
は
こ
の
昔

話
を
読
ん
だ
と
き
に
、

　
「
何
故
、
熊
や
寅
と
い
っ
た
強
そ
う
な
動
物

を
連
れ
て
行
か
な
い
で
、
猿
と
雉（
き
じ
）と

犬
と
い
う
弱
そ
う
な
動
物
を
連
れ
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
？
」

と
思
い
ま
し
た
。

　
そ
の
答
え
は
、
私
が
占
い
師
を
目
指
し
、
占

い
の
勉
強
し
て
い
る
時
に
わ
か
り
ま
し
た
。
こ

の
桃
太
郎
と
い
う
お
話
が
、鬼
門
の
話
だ
と
知
っ

た
の
で
す
。

　
昔
は
、鬼
や
邪
悪
な
も
の
が
あ
る
方
位
を
「
鬼

門
」と
い
っ
て
恐
れ
て
い
ま
し
た
。

「
鬼
門
」の
方
角
は
「
東
北
」
で
す
。

　
ま
た
、
鬼
門
の
方
角
は
十
二
支
に
よ
っ
て
も

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
東
北
」は「
丑

寅(

う
し
と
ら)

」
の
方
角
に
当
た
り
ま
す
。

　
鬼
が
角
を
生
や
し
、
寅
柄
の
衣
を
着
て
い
る

姿
は
、
牛
の
角
と
寅
の
皮
か
ら
想
像
さ
れ
た
と
、

一
説
で
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
鬼
が
い
る
鬼
が
島
は
、
鬼
門
で
あ
る
東
北
で

す
。
桃
太
郎
は
「
猿
・
鳥
・
犬
」
を
仲
間
に
し

て
鬼
退
治
に
行
き
ま
し
た
が
、こ
の
三
匹
に
な
っ

た
の
は
、
鬼
門
の
反
対
「
裏
鬼
門
」に
位
置
す

る
南
西
「
未
申(

ひ
つ
じ
さ
る)

」
の
方
角
に
理

由
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
鬼
門
に
対
抗
で
き
る
裏
鬼
門
か
ら
時
計
周
り

の
三
匹
を
仲
間
に
し
た
の
で
す
。し
か
し
、未（
＝

羊
）は
、
日
本
書
記
に
は
記
録
が
あ
る
よ
う
で

す
が
、
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
の
は
明
治
以
降
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
桃
太
郎
の
話
は
明
治
以
前

の
た
め
、
ま
だ
羊
が
い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
、「
申
酉
戌（
さ
る
・
と
り
・
い
ぬ
）」

の
三
匹
が
仲
間
に
な
り
ま
し
た
。

　
昔
は
、
酉(

と
り)

と
い
え
ば
雉(

キ
ジ)

を

指
し
た
の
で
、
酉(

と
り)

は
勇
ま
し
い
酉(

と

り)

で
は
な
く
、
雉(

キ
ジ)

に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
日
光
東
照
宮

　
風
水
や
陰
陽
道
を
利
用
し
て
い
た
徳
川
家
康

は
、
幕
府
の
繁
栄
を
願
い
、
指
南
役
で
あ
っ
た

天
海
僧
正
に
江
戸
の
都
市
計
画
や
造
営
を
命
じ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
天
海
僧
正
は
、
江
戸
城
の
鬼
門
に
あ
た
る
東

北
に
鬼
門
封
じ
の
た
め
に
「
東
叡
山
寛
永
寺
」

を
建
立
し
ま
し
た
。
鬼
門
の
反
対
側
で
あ
る
裏

鬼
門
、
す
な
わ
ち
江
戸
城
の
南
西
に
「
目
黒
不

動
尊
」
を
配
し
ま
し
た
。

　
ま
た
家
康
は
、
そ
の
死
後
も
風
水
や
陰
陽
道

を
利
用
し
、
幕
府
や
徳
川
家
の
繁
栄
を
築
こ
う

と
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
「
日
光
東
照
宮
」の
建
立
で
す
。
日

光
東
照
宮
は
、
江
戸
か
ら
見
て
子
孫
繁
栄
の
意

味
を
も
つ
北
に
位
置
す
る
土
地
で
す
。
こ
の
強

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
霊
山
に
、
東
の
都
を

い
つ
ま
で
も
照
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
と
、
日
光
東
照
宮
を
建
立
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
江
戸
に
生
気
を
送
り
続
け
て
見
守
る

た
め
に
、
奥
の
院
に
徳
川
家
康
の
墓
所
を
築
い

た
そ
う
で
す
。
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生
活
に
根
差
す
「
占
い
」
の
お
話
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□ 

塩

　
土
俵
に
塩
を
撒
く
こ
と
は
、
穢
れ
を
祓
う
こ

と
で
す
。

□ 

四
股(

し
こ)

　
四
股
を
ふ
む
こ
と
は
、
四
方（
東
西
南
北
）

を
抑
え
て
、
清
め
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

□ 

房(

ふ
さ)

　
土
俵
の
上
の
屋
根
か
ら
吊
る
さ
れ
て
い
る
４

色
の
房
は
、
青
房
「
木
・
東
」・
赤
房
「
火
・
南
」・

白
房
「
金
・
西
」・
黒
房
「
水
・
北
」
を
表
し
て

い
て
、土
俵
の
黄
色「
土
・
中
央
」と
合
わ
せ
て
、

五
行
思
想
の
元
に
四
方
を
守
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
。

　
相
撲
と
い
う
と
、
両
国
国
技
館
を
想
像
し
ま

す
が
、
今
で
も
あ
ち
こ
ち
の
神
社
の
境
内
に
土

俵
が
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
も
と
も

と
は
神
事
で
し
た
。

　
神
様
に
相
撲
を
捧
げ
、
五
穀
豊
穣
や
天
下
泰

平
、
子
孫
繁
栄
な
ど
を
願
う
意
味
が
あ
り
ま
し

た
。
だ
か
ら
、
穢
れ
を
祓
い
、
四
方
を
守
り
、

神
聖
な
場
に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
っ
た
の
で
す

ね
。

　
相
撲

　
日
本
の
国
技
で
あ
る
相
撲
に
は
、随
所
に「
陰

陽
五
行
」
や「
易
」の
思
想
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
以
下
に
、
陰
陽
五
行
と
易
に
つ

い
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

 

□ 

軍
配

　
行
司
の
軍
配
に
描
か
れ
て
い
る
太
陽
は「
陽
」

を
、
月
は
「
陰
」
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
は
、「
勝
ち（
陽
）」と
「
負
け（
陰
）」

を
裁
く
意
味
が
あ
り
ま
す
。

□ 

行
司
の
掛
け
声

　
行
司
が
唱
え
る　
「
は
っ
け
よ
〜
い
」と
は
、易

の
八
卦（
は
っ
け
）を
表
し
て
い
ま
す
。

　
八
卦
＝
八
方
位
の
こ
と
で
あ
り
、
八
方
位
す

べ
て
良
い
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
て
整
っ
て
い
る
、

泰
平
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

◆ 

陰
陽
五
行

　

 

自
然
界
の
も
の
は
、
す
べ
て
相
反
す 

る

　

 

二
つ
の
気
、す
な
わ
ち
、「
陰
」と「
陽
」

　

 

に
分
け
ら
れ
、「
木
・
火
・
土
・
金･

水
」

　

 

の
５
つ
の
要
素
で
成
り
立
っ
て
い
る
と

　

 

す
る
思
想
。

◆ 

易

　

 

森
羅
万
象・人
生
は
、「
天・沢・火・雷
・

　

 

風
・
水
・
山
・
地
」の
八
つ
の
現
象
に 

当

　

 

て
は
ま
る
と
す
る
思
想
。

　
京
都  

葵
祭(

あ
お
い
ま
つ
り)

　
葵
祭
は
、
毎
年
５
月（
巳
月
）の
酉
の
日
に
、

牛
車
を
引
き
、
衣
装
や
冠
に
葵
桂
を
飾
り
つ
け

て
練
り
歩
く
、
下
鴨
神
社
と
上
賀
茂
神
社
で
行

わ
れ
る
京
都
三
大
祭
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
神
様
に
風
雨
の
沈
静
と
五
穀
豊
穣
を
願
う
意

味
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
も
陰
陽
五
行

の
思
想
を
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。

□ 

巳
月
・
酉
日
・
牛
車

　
こ
れ
ら
は
、
陰
陽
五
行
の
中
の
、
金
の
気
が

上
が
る
組
み
合
わ
せ
で
あ
る「
巳
・
酉
・
丑
」

を
表
し
、
五
穀
豊
穣
を
願
っ
て
い
ま
す
。

□ 

葵
柱

　
葵
祭
で
は
、
葵
と
桂
を
絡
ま
せ
た
も
の
を
飾

り
に
使
い
ま
す
。
葵
は
陰
陽
道
で
女
性
を
表
し
、

地
震
や
雷
の
厄
除
け
に
な
り
、
桂
は
陰
陽
道
で

男
性
を
表
し
ま
す
。
陰
と
陽
が
一
つ
に
な
る
こ

と
は
天
下
泰
平
を
示
し
、上
賀
茂
神
社
の
雷(

い

か
ず
ち)

の
神
に
捧
げ
る
こ
と
で
風
水
害
か
ら

免
れ
る
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。


