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第１回

お
金
に
は
、古
代
か
ら
の
日
本
の

精
神
世
界
が
息
づ
い
て
い
る
の
で
す
。

日
ご
ろ
使
っ
て
い
る
お
金
に
は
、実
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
、古
代
か
ら
の
日
本
の
精
神
世
界
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
私
た
ち
が
お
金
を
扱
う
と
き
、知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
お
金
へ
の
畏
敬
が
表
れ
た
行
動
を
し
て
い
る
の
で
す
。

単
な
る
経
済
的
な
道
具
で
は
な
い
、「
お
金
」の
不
思
議
な
パ
ワ
ー
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

ぼ
っ
こ
つ

か  

し

ぎ
ょ
く
し
ょ
う

ひ
ろ
き

　

財
布
の
中
を
の
ぞ
い
て
、
心
細
い
気
持
ち
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
私
な
ど
は
し

ょ
っ
ち
ゅ
う
で
す
。
あ
と
い
く
ら
あ
る
の
か
、

こ
の
金
額
で
何
が
買
え
る
か
、
あ
れ
を
買
っ
た

ら
い
く
ら
残
る
か
、
こ
の
お
札
を
出
せ
ば
お
つ

り
は
い
く
ら
か
。
お
金
の
計
算
は
、
誰
も
が
さ

っ
と
で
き
る
ほ
ど
身
に
付
い
て
い
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
初
詣
の
と
き
に
、
こ
ん
な
は
し
た
金
を

投
げ
て
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
願
い
事
を
す
る

な
ん
て
、
虫
が
良
す
ぎ
る
、
な
ん
て
考
え
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

私
た
ち
の
生
活
の
中

で
、
お
金
は
価
値
の
尺
度
と
し
て
大
き
な
位
置

を
占
め
て
い
ま
す
。

貨
幣
は
危
険
な
力
を
も
つ

も
の
と
し
て
生
ま
れ
た

　

貨
幣（
お
金
）と
い
う
の
は
、
確
か
に
価
値
の

尺
度
で
す
ね
。
こ
れ
だ
け
あ
れ
ば
こ
れ
が
買
え

る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
価
値
尺

度
を
与
え
て
し
ま
う
道
具
な
ん
で
す
。
で
も
実

は
、
貨
幣
は
単
な
る
経
済
的
な
道
具
で
は
な
く
、

一
方
で
経
済
外
的
な
機
能
も
も
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

貨
幣
の
起
源
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
リ
デ
ィ

ア（
紀
元
前
７
〜
６
世
紀
・
現
ト
ル
コ
西
部
）の

エ
レ
ク
ト
ロ
ン
貨
幣
が
そ
の
最
初
期
の
も
の
で

す
が
、
古
代
中
国
で
は
も
っ
と
古
く
、
新
石
器

時
代
晩
期（
紀
元
前
40
〜
30
世
紀
）の
宝
貝
・
子

安
貝
か
ら
で
す
。
そ
の
宝
貝
は
、
は
じ
め
の
う

ち
は
占
い
を
行
う
卜
骨
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
、
宗
教
的
な
人
物
の
遺
体
の
口
内
や
股
間

か
ら
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
や
が
て
商（
殷
）の
時
代（
紀
元
前

１
７
５
６
〜
１
０
５
０
年
）の
後
期
か
ら
は
、

王
や
王
妃
の
墓
か
ら
大
量
に
発
掘
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
中
央
の
王
が
地
方
の

族
長
に
対
し
て
与
え
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

宝
貝
は
、
も
と
も
と
宗
教
的
で
神
秘
的
な
、
危

険
な
力
を
秘
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、

王
が
そ
れ
を
下
賜
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
人
物

が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
を
占
っ
た
、

と
い
う
事
実
を
示
す
甲
骨
文
字
や
青
銅
器
の
刻

文
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。
宝
貝
は
、
王
が

あ
の
世
と
こ
の
世
の
両
方
を
支
配
す
る
道
具
で

あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
権
威
の
象
徴
と
し
て
与
え
て
い

た
も
の
が
、
や
が
て
経
済
の
道
具
と
し
て
使
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
西
周
時
代
（
紀
元

前
11
世
紀
中
頃
〜
７
７
１
年
）の
末
期
か
ら
で

す
。
青
銅
器
の
刻
文
に
「
宝
貝
80
朋
の
価
値
を

も
つ
玉
璋
、
皮
衣
」
な
ど
と
書
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
は
宗
教

的
な
道
具
で
あ
っ
た
も
の
が
、
経
済
的
な
道
具

と
し
て
の
働
き
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

死
の
発
見
と
い
う

ビ
ッ
グ
バ
ン

　

と
こ
ろ
で
私
た
ち
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
、
人
間

の
、
ほ
か
の
動
物
と
違
う
と
こ
ろ
は
何
で
し
ょ

う
か
？　

そ
れ
は
、
水
原
洋
城
氏
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に（『
猿
楽
漫
才
』
光
文
社
）
「
死
」

を
発
見
し
た
種
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
サ
ル
は

死
を
理
解
し
て
い
ま
せ
ん
。
発
見
し
て
い
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
葬
式
を
し
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
遠

い
先
祖
は
、
死
を
発
見
し
概
念
と
し
て
共
有
し

て
い
き
ま
し
た
。
死
の
発
見
に
よ
り
、
初
め
て

霊
魂
観
念
と
他
界
観
念
が
誕
生
し
ま
す
。
つ
ま

り
宗
教
が
誕
生
し
た
の
で
す
。
生
理
で
あ
る
飲

食
や
生
殖
は
、
世
界
各
地
の
社
会
で
ほ
と
ん
ど

差
異
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
死
が
発
見
さ
れ
た
文

化
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
死
へ
の
対
応
は
土
葬
や

火
葬
や
風
葬
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
死
の
発
見
は
老
い
る
と
い
う
概
念
、

そ
し
て
死
ぬ
ま
で
の
計
画
的
な
人
生
を
考
え
る

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
科
学
の
誕
生
を
も
意
味

し
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
は
生
の
発
見
・
性
の
発

見
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
来

た
の
か
、
そ
の
問
い
と
観
察
か
ら
、
男
女
の
性

が
タ
ブ
ー
と
な
っ
た
の
で
す
。『
新
約
聖
書
』

の
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
神
話
は
そ
れ
を
よ
く
物
語

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
死
の
発
見
と
い
う
の
は
、
宗
教
、

時
間
、
科
学
、
生
、
性
と
い
っ
た
概
念
の
誕
生

が
次
々
と
起
こ
る
、
ま
さ
に
精
神
世
界
の
ビ
ッ

グ
バ
ン
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
で
す
。
王

が
誕
生
し
ま
す
。
行
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
、

想
像
力
を
た
く
ま
し
く
し
た
者
た
ち
の
間
か
ら
、

死
後
の
世
界
や
霊
魂
の
世
界
の
こ
と
を
説
く
人

物
が
現
れ
ま
す
。
そ
れ
が
原
初
の
王
で
す
。
そ

の
王
は
卜
占
と
い
う
方
法
で
未
知
の
世
界
を
読

み
解
こ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
王
の
道
具
と
し
て
、

顕
幽
を
含
め
て
の
空
間
を
は
か
る
た
め
の
貨
幣

と
、
時
間
を
は
か
る
た
め
の
暦
が
誕
生
し
た
の

で
す
。

　

こ
こ
で
い
う
貨
幣
の
誕
生
と
は
、
「
貨
幣
素

材
」
の
誕
生
と
い
う
意
味
で
は
な
く
「
貨
幣
形

式
」
の
誕
生
と
い
う
意
味
で
す
。
か
つ
て
、
今

村
仁
司
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に（
１
９
９
８
年
、

国
立
歴
史
民
族
博
物
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
『
お
金
の

不
思
議
│
貨
幣
の
歴
史
学
』
に
お
け
る
、「
貨

幣
と
は
な
に
か
？
」
よ
り
）、
貨
幣
と
い
う
の

は
人
と
人
と
を
媒
介
す
る
「
形
式（fo

rm

フ

ォ
ー
ム
）」
と
経
済
的
道
具
と
し
て
の
「
素
材

（m
a
te
ria
l

マ
テ
リ
ア
ル
）」
と
か
ら
成
り
立

っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
実
は
貨
幣
の
本
質
は

「
形
式
」
に
あ
り
「
素
材
」
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
形
式
」
は
一
種
の
独
特
な
空
虚
な
空
間
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
空
虚
な
「
形
式
」
に
は
、
何

で
も
「
素
材
」
と
し
て
投
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
金
銀
銅
な
ど
の
金
属
は
も
ち
ろ
ん
、
牛

や
羊
、
米
で
も
絹
で
も
、
石
で
も
貝
殻
で
も
、

何
で
も
入
り
ま
す
。
古
代
中
国
の
宝
貝
は
、
つ

ま
り
は
、
そ
の
貨
幣
の
「
形
式
」
の
誕
生
に
立

ち
会
っ
て
い
た
モ
ノ
で
あ
り
、
自
ら
が
貨
幣
の

「
素
材
」
と
な
る
前
と
、
な
る
と
き
と
、
な
っ

た
後
と
を
全
て
体
験
し
て
い
る
不
思
議
な
モ
ノ

な
の
で
す
。
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け
ん
ゆ
う

ぼ
く
せ
ん

　

財
布
の
中
を
の
ぞ
い
て
、
心
細
い
気
持
ち
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
私
な
ど
は
し

ょ
っ
ち
ゅ
う
で
す
。
あ
と
い
く
ら
あ
る
の
か
、

こ
の
金
額
で
何
が
買
え
る
か
、
あ
れ
を
買
っ
た

ら
い
く
ら
残
る
か
、
こ
の
お
札
を
出
せ
ば
お
つ

り
は
い
く
ら
か
。
お
金
の
計
算
は
、
誰
も
が
さ

っ
と
で
き
る
ほ
ど
身
に
付
い
て
い
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
初
詣
の
と
き
に
、
こ
ん
な
は
し
た
金
を

投
げ
て
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
願
い
事
を
す
る

な
ん
て
、
虫
が
良
す
ぎ
る
、
な
ん
て
考
え
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

私
た
ち
の
生
活
の
中

で
、
お
金
は
価
値
の
尺
度
と
し
て
大
き
な
位
置

を
占
め
て
い
ま
す
。

貨
幣
は
危
険
な
力
を
も
つ

も
の
と
し
て
生
ま
れ
た

　

貨
幣（
お
金
）と
い
う
の
は
、
確
か
に
価
値
の

尺
度
で
す
ね
。
こ
れ
だ
け
あ
れ
ば
こ
れ
が
買
え

る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
価
値
尺

度
を
与
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て
し
ま
う
道
具
な
ん
で
す
。
で
も
実

は
、
貨
幣
は
単
な
る
経
済
的
な
道
具
で
は
な
く
、

一
方
で
経
済
外
的
な
機
能
も
も
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

貨
幣
の
起
源
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
リ
デ
ィ

ア（
紀
元
前
７
〜
６
世
紀
・
現
ト
ル
コ
西
部
）の

エ
レ
ク
ト
ロ
ン
貨
幣
が
そ
の
最
初
期
の
も
の
で

す
が
、
古
代
中
国
で
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も
っ
と
古
く
、
新
石
器

時
代
晩
期（
紀
元
前
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〜
30
世
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宝
貝
・
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安
貝
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。
そ
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貝
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の
う
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行
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内
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ま
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。
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代（
紀
元
前
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０
５
０
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に
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れ
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よ
う

に
な
り
ま
す
。
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、
中
央
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が
地
方
の

族
長
に
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て
与
え
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も
の
で
も
あ
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ま
し
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。

宝
貝
は
、
も
と
も
と
宗
教
的
で
神
秘
的
な
、
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力
を
秘
め
た
も
の
と
さ
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た
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、
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を
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す
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と
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を
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文
字
や
青
銅
器
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刻

文
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た
く
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ん
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ま
す
。
宝
貝
は
、
王
が

あ
の
世
と
こ
の
世
の
両
方
を
支
配
す
る
道
具
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。
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具
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使
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は
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。
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、
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間

の
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ほ
か
の
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違
う
と
こ
ろ
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で
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そ
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原
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も
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摘
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猿
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漫
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。
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。
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、
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の
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概
念
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そ
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で
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。
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
来

た
の
か
、
そ
の
問
い
と
観
察
か
ら
、
男
女
の
性

が
タ
ブ
ー
と
な
っ
た
の
で
す
。『
新
約
聖
書
』

の
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
神
話
は
そ
れ
を
よ
く
物
語

っ
て
い
ま
す
。
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力
を
た
く
ま
し
く
し
た
者
た
ち
の
間
か
ら
、

死
後
の
世
界
や
霊
魂
の
世
界
の
こ
と
を
説
く
人

物
が
現
れ
ま
す
。
そ
れ
が
原
初
の
王
で
す
。
そ

の
王
は
卜
占
と
い
う
方
法
で
未
知
の
世
界
を
読

み
解
こ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
王
の
道
具
と
し
て
、

顕
幽
を
含
め
て
の
空
間
を
は
か
る
た
め
の
貨
幣

と
、
時
間
を
は
か
る
た
め
の
暦
が
誕
生
し
た
の

で
す
。

　

こ
こ
で
い
う
貨
幣
の
誕
生
と
は
、
「
貨
幣
素

材
」
の
誕
生
と
い
う
意
味
で
は
な
く
「
貨
幣
形

式
」
の
誕
生
と
い
う
意
味
で
す
。
か
つ
て
、
今

村
仁
司
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に（
１
９
９
８
年
、

国
立
歴
史
民
族
博
物
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
『
お
金
の

不
思
議
│
貨
幣
の
歴
史
学
』
に
お
け
る
、「
貨

幣
と
は
な
に
か
？
」
よ
り
）、
貨
幣
と
い
う
の

は
人
と
人
と
を
媒
介
す
る
「
形
式（fo

rm

フ

ォ
ー
ム
）」
と
経
済
的
道
具
と
し
て
の
「
素
材

（m
a
te
ria
l

マ
テ
リ
ア
ル
）」
と
か
ら
成
り
立

っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
実
は
貨
幣
の
本
質
は

「
形
式
」
に
あ
り
「
素
材
」
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
形
式
」
は
一
種
の
独
特
な
空
虚
な
空
間
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
空
虚
な
「
形
式
」
に
は
、
何

で
も
「
素
材
」
と
し
て
投
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
金
銀
銅
な
ど
の
金
属
は
も
ち
ろ
ん
、
牛

や
羊
、
米
で
も
絹
で
も
、
石
で
も
貝
殻
で
も
、

何
で
も
入
り
ま
す
。
古
代
中
国
の
宝
貝
は
、
つ

ま
り
は
、
そ
の
貨
幣
の
「
形
式
」
の
誕
生
に
立

ち
会
っ
て
い
た
モ
ノ
で
あ
り
、
自
ら
が
貨
幣
の

「
素
材
」
と
な
る
前
と
、
な
る
と
き
と
、
な
っ

た
後
と
を
全
て
体
験
し
て
い
る
不
思
議
な
モ
ノ

な
の
で
す
。
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あ
ら
ゆ
る
罪
悪
も
災
厄
も

吸
い
付
け
る
貨
幣
の
威
力

　

宝
貝
は
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
間
を
つ
な

ぐ
も
の
と
古
代
人
が
考
え
た
女
性
の
体
の
形
象

と
し
て
、
霊
的
な
力
を
も
つ
と
信
じ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
宝
貝
が
貨
幣
の
原
初
で
す
か
ら
、
貨

幣
は
あ
の
世
、
つ
ま
り
死
の
世
界
と
強
く
結
び

つ
い
て
い
る
の
で
す
。

　

貨
幣
と
は
霊
的
な
力
を
も
ち
、
あ
ら
ゆ
る
罪

悪
も
災
厄
も
全
部
吸
い
付
け
る
道
具
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
ケ
ガ
レ
を
吸
引
す
る
道
具
な
の
で

す
。
ケ
ガ
レ
と
い
う
の
は
生
命
活
動
に
危
険
を

も
た
ら
す
も
の
。
疫
病
、
汚
い
も
の
、
犯
罪
、

暴
力
、
不
幸…

…

「
死
」
そ
の
も
の
は
、
ケ
ガ

レ
の
最
た
る
も
の
で
す
。
貨
幣
は
そ
れ
ら
を
磁

力
を
も
っ
て
吸
い
取
ろ
う
と
し
ま
す
。
人
々
は
、

ケ
ガ
レ
を
た
っ
ぷ
り
吸
い
取
ら
せ
た
貨
幣
を
、

自
ら
の
祓
え
清
め
の
た
め
に
神
社
や
寺
院
で
お

賽
銭
と
し
て
投
げ
ま
す
。
願
い
事
を
叶
え
て
も

ら
う
た
め
に
奉
納
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

願
い
事
を
叶
え
て
も
ら
お
う
と
「
ど
う
か
お
願

い
し
ま
す
」
と
差
し
出
す
お
金
を
、
誰
が
裸
銭

で
、
し
か
も
投
げ
て
渡
す
で
し
ょ
う
か
。
神
社

仏
閣
は
、
ケ
ガ
レ
を
吸
い
取
っ
た
も
の
を
集
め

て
、
そ
れ
を
清
め
る
場
所
な
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
ケ
ガ
レ
を
吸
引
す

る
不
気
味
な
道
具
で
あ
る
貨
幣
を
、
長
い
と
き

を
経
て
も
人
々
は
感
覚
的
に
恐
れ
て
い
る
た
め

に
、
日
本
人
は
貨
幣
に
対
し
て
少
し
神
経
質
で

し
た
。
現
金
に
は
あ
る
種
の
抵
抗
感
が
あ
り
、

現
金
払
い
と
い
う
歴
史
が
あ
ま
り
普
及
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
ま
た
、
人
に
あ
げ
る
と
き
に
は
、

祝
儀
袋
に
包
ん
だ
り
、
新
し
い
ピ
ン
札
を
用
意

し
た
り
し
て
、
で
き
る
だ
け
ピ
ュ
ア
な
か
た
ち

で
、
と
い
う
の
が
今
で
も
無
意
識
に
あ
る
の
で

す
。

ケ
ガ
レ
か
ら
カ
ミ
へ

　

ケ
ガ
レ
を
た
く
さ
ん
吸
引
し
た
貨
幣
は
神
社

や
仏
閣
へ
の
賽
銭
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
人
々
の

ケ
ガ
レ
が
祓
わ
れ
る
。
す
る
と
逆
転
現
象
が
起

こ
り
ま
す
。
こ
ん
ど
は
縁
起
物
に
変
わ
る
。
例

え
ば
厄
年
に
、
厄
払
い
の
た
め
に
お
金
を
ま
く

と
い
う
風
習
が
、
全
国
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
。

厄
を
た
っ
ぷ
り
と
な
す
り
つ
け
ら
れ
た
お
金
を
、

集
ま
っ
た
人
々
は
我
先
に
と
拾
い
ま
す
。
そ
ん

な
も
の
を
拾
っ
て
は
人
の
厄
を
背
負
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
厄

を
吸
い
込
ん
だ
お
金
は
地
面
に
落
ち
た
と
た
ん

に
浄
化
さ
れ
、
こ
ん
ど
は
あ
り
が
た
い
縁
起
物

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ケ
ガ
レ
が
祓
え
清
め

ら
れ
て
無
化
す
る
の
で
は
な
く
、
祓
え
や
ら
れ

て
逆
転
す
る
。
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
実
は

ほ
か
に
も
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。

　

道
祖
神
な
ど
の
藁
人
形
な
ん
か
、
人
々
の
体

の
悪
い
と
こ
ろ
を
よ
り
つ
け
集
め
て
村
境
に
捨

て
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
逆
に
村
人
を

疫
病
か
ら
守
る
神
様
に
変
わ
る
。
海
で
死
ん
だ

人
を
葬
り
弔
え
ば
豊
漁
の
恵
比
寿
様
に
変
わ
る
。

葬
式
で
棺
を
運
ん
だ
人
が
帰
り
に
脱
ぎ
捨
て
た

草
履
を
ほ
か
の
人
が
拾
っ
て
履
け
ば
足
が
丈
夫

に
な
る
。
蛇
の
抜
け
殻
を
財
布
に
入
れ
て
お
く

と
お
金
が
た
ま
る
。
馬
糞
を
踏
む
と
背
が
高
く

な
る
、
足
が
速
く
な
る
、
な
ど
と
い
い
ま
す
。

私
な
ん
か
も
子
ど
も
の
こ
ろ
運
動
会
の
前
に
馬

糞
を
踏
み
に
い
き
ま
し
た
。
実
際
の
効
果
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が（
笑
）……

。
そ
う
い
う
例

は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
滅
の

法
則
の
よ
う
に
、
祓
え
や
ら
れ
た
ケ
ガ
レ
は
無

化
さ
れ
ず
に
、
そ
の
パ
ワ
ー
が
逆
転
し
て
再
利

用
さ
れ
る
ん
で
す
。

　

ケ
ガ
レ
の
逆
転
は
、
神
話
の
世
界
で
も
み
ら

れ
ま
す
。
死
の
国
、
黄
泉
の
国
か
ら
逃
げ
帰
っ

た
イ
ザ
ナ
ギ
が
、
穢
れ
た
左
目
を
洗
い
清
め
る

と
そ
の
と
き
天
照
大
神
が
生
ま
れ
、
右
目
を
洗

っ
た
ら
月
読
命
が
、
鼻
を
洗
っ
た
ら
須
佐
之
男

命
が
生
ま
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の

神
は
、
天
地
の
創
造
神
で
は
な
く
、
ケ
ガ
レ
を

祓
え
清
め
る
と
き
に
逆
転
し
て
生
ま
れ
て
く
る

神
々
だ
と
神
話
は
語
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト

教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と
は
異
な
る
、
面
白
い
特
徴

が
あ
り
ま
す
。

財
布
の
中
に

生
き
る
元
気
が

　

財
布
の
中
の
お
金
を
の
ぞ
き
、
ケ
ガ
レ
を
吸

引
す
る
装
置
な
ん
だ
と
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
。
財
布
の
中
に
不
思
議
な
力
が
満
ち

た
よ
う
に
思
え
ま
せ
ん
か
？　

ケ
ガ
レ
に
苦
し

ん
で
い
る
人
は
そ
れ
を
貨
幣
に
な
す
り
つ
け
、

賽
銭
箱
に
投
げ
込
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
ケ
ガ
レ

を
再
利
用
し
、
そ
し
て
上
手
に
リ
セ
ッ
ト
で
き

る
人
は
生
産
性
が
高
く
、
い
い
仕
事
が
で
き
る

の
で
す
。
遠
い
先
祖
が
発
見
し
た
生
き
る
「
時

間
」
を
、
ゆ
っ
た
り
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
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