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【
要
旨
】

『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』（
以
下
『
霊
異
記
』
と
略
す
）
は
、
奈
良
薬
師
寺
の
僧
景
戒
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
、
日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集

で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
と
い
う
こ
の
時
代
に
、
な
ぜ
本
書
の
よ
う
な
書
物
が
編
ま
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
景
戒
を
含
む
こ
の
時
代
の
人
々
が
物
事
を
ど
う
考
え
、
何
に
関
心
を
持
っ
た
か
と
い
う
人
の
心

の
側
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

記
紀
や
『
風
土
記
』
は
王
権
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
た
世
界
を
描
い
た
が
、
『
霊
異
記
』
は
仏
教
と
い
う
新
た
な
秩
序
で
も
っ
て
こ
の
世
界

を
意
味
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
同
じ
く
伝
来
し
て
き
た
新
し
い
知
識
で
あ
る
儒
教
や
、
共
同
体
が
以
前
か
ら
持
っ
て
い

た
信
仰
は
仏
教
的
世
界
の
中
に
包
括
さ
れ
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
変
革
期
を
生
き
た
人
々
が
心
の
深
層
で
何
を
感
じ
て
い
た

か
を
読
み
解
い
て
い
く
。

第
一
章
は
「
霊
異
記
説
話
を
支
え
る
人
々
」
と
題
し
て
、
僧
尼
の
私
度
官
度
の
枠
組
み
以
外
の
視
点
で
、
『
霊
異
記
』
の
世
界
を
成
り
立

た
せ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、
『
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
人
々
の
呼
称

と
行
業
を
整
理
、
検
討
し
て
い
っ
た
。

第
一
節
で
は
優
婆
塞
を
中
心
に
、
沙
弥
・
行
者
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
優
婆
塞
は
一
般
的
に
在
俗
の
仏
道
修
行
者
と
理
解
さ
れ
、
歴
史

学
で
は
正
倉
院
文
書
に
見
ら
れ
る
「
優
婆
塞
貢
進
文
」
の
研
究
に
よ
り
、
そ
の
官
軍
予
備
軍
的
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
『
霊

異
記
』
に
見
ら
れ
る
優
婆
塞
は
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
山
林
修
行
者
的
性
格
を
持
つ
。
ま
た
、
同
じ
在
俗
の
修
行
者
と
し
て
あ
る
沙

弥
は
菩
薩
の
変
化
と
い
う
像
を
持
ち
、
優
婆
塞
と
は
一
線
を
画
す
。
行
者
と
い
う
呼
称
は
、
優
婆
塞
や
沙
弥
の
よ
う
な
身
分
上
の
呼
称
で
は

な
く
山
林
修
行
の
よ
う
な
特
異
な
修
行
を
行
い
験
力
を
得
た
者
に
対
す
る
尊
称
で
あ
り
、
優
婆
塞
だ
け
で
な
く
禅
師
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
。

第
二
節
で
は
法
師
を
中
心
に
、
沙
門
・
僧
・
禅
師
と
い
う
呼
称
を
見
て
い
っ
た
。
法
師
は
僧
と
並
ん
で
仏
道
修
行
者
に
対
し
て
使
わ
れ
る
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も
っ
と
も
一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
。
後
世
、
法
師
と
い
う
呼
称
は
侮
蔑
的
な
意
味
を
含
む
よ
う
に
な
る
が
、
『
霊
異
記
』
に
は
そ
の
傾
向
は

ど
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
歴
史
上
、
太
政
禅
師
と
呼
ば
れ
た
道
鏡
が
本
書
で
は
一
貫
し
て
法
師
と
い
う
呼
称
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
禅
師
と
い
う
呼
称
に
対
す
る
『
霊
異
記
』
の
特
殊
な
観
念
が
伺
え
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
法
師
と
い
う
呼
称
の
本
書
に
お

け
る
位
置
も
比
定
で
き
る
。

第
三
節
で
は
知
識
・
檀
越
と
い
う
仏
教
を
支
援
す
る
人
々
を
取
り
上
げ
た
。
檀
越
は
、
造
寺
や
造
仏
に
お
い
て
中
心
と
な
っ
て
寄
進
を
行

う
有
力
信
者
の
こ
と
で
あ
る
。
史
書
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
、
檀
越
に
よ
る
寺
の
私
物
化
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
『
霊
異
記
』

は
化
牛
説
話
と
い
う
話
型
で
そ
う
し
た
問
題
を
描
き
な
が
ら
も
、
私
物
化
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
決
し
て
檀
越
と
い
う
呼
称
を
使
わ
な
い
。

本
書
で
檀
越
と
呼
ば
れ
る
の
は
敬
虔
な
信
者
の
み
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
『
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
檀
越
」
と
い
う
呼
称
は
、
信
者
と
し
て
あ

る
べ
き
姿
を
体
現
し
て
い
る
人
物
に
与
え
ら
れ
る
尊
称
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
知
識
」
は
特
定
の
目
的
の

た
め
に
組
織
さ
れ
る
一
時
的
な
信
者
集
団
で
、
「
檀
越
」
の
よ
う
に
説
話
自
体
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
よ
う
な

人
々
こ
そ
が
民
衆
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
姿
で
あ
り
、
本
書
の
主
た
る
教
化
の
対
象
で
あ
っ
た
。
『
霊
異
記
』
説
話
の
多
く
は
、
仏
道
修
行

者
た
ち
の
持
つ
霊
験
や
そ
の
支
援
者
が
目
撃
し
た
奇
跡
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
書
は
彼
ら
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
霊
異
記
』
に
は
、
多
く
の
仏
道
修
行
者
の
呼
称
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
代
、
民
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
者
た
ち
が
い
た
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
身
近
に
仏
道
修
行
者
た
ち
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
人
々
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
が
、
『
霊
異
記
』
の
よ
う

な
書
が
こ
の
時
代
に
編
ま
れ
る
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
書
名
が
あ
ら
わ
す
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
の
「
霊
異
」
へ
の
関

心
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

第
二
章
は
「
霊
異
記
説
話
の
倫
理
と
道
徳
」
と
題
し
て
、
倫
理
や
道
徳
と
い
っ
た
、
仏
教
・
儒
教
・
道
教
の
混
在
か
ら
生
ま
れ
た
当
時
の
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規
範
意
識
に
つ
い
て
考
え
て
い
っ
た
。
『
霊
異
記
』
が
描
い
た
雄
略
天
皇
〈
五
世
紀
後
半
〉
か
ら
嵯
峨
天
皇
〈
九
世
紀
前
半
〉
と
い
う
時
代

は
、
仏
教
が
公
伝
し
、
す
で
に
伝
来
し
て
き
て
い
た
儒
教
や
日
本
の
在
来
信
仰
な
ど
と
影
響
し
あ
い
な
が
ら
、
平
安
時
代
へ
と
続
く
日
本
文

化
の
基
礎
を
創
造
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
薬
師
寺
の
僧
で
あ
る
景
戒
が
編
纂
し
た
本
書
が
、
仏
教
の
因
果
応
報
思
想
を
基
盤
と
し
た

仏
教
説
話
集
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
そ
の
中
に
仏
教
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
説
話
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。

第
一
節
で
は
親
子
関
係
を
語
る
説
話
の
整
理
か
ら
、
儒
教
の
「
孝
」
の
問
題
を
考
え
て
い
っ
た
。
『
霊
異
記
』
の
親
子
関
係
説
話
は
母
と

子
間
の
話
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
は
儒
教
の
「
孝
」
が
父
子
の
関
係
を
担
保
し
て
い
る
の
に
対
し
、
母
子
に
お
け
る
そ
れ
が
な
い
た
め
で

は
な
い
か
。
現
在
の
状
況
は
す
べ
て
な
ん
ら
か
の
過
去
の
報
い
で
あ
る
と
言
う
因
果
応
報
の
思
想
は
、
現
在
過
去
未
来
に
わ
た
る
己
―
つ
ま

り
個
を
強
く
自
覚
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
覚
は
己
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
己
に
課
す
。
そ
の
結
果
、
家
族
は
最
も
近
し
い
、
け
れ
ど
も

己
と
は
違
う
一
個
の
他
者
と
な
り
、
自
明
で
あ
っ
た
親
子
の
情
愛
や
そ
の
関
係
性
に
理
由
が
必
要
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で

語
ら
れ
た
の
が
、
『
霊
異
記
』
の
一
連
の
不
孝
譚
で
あ
り
、
母
か
ら
子
に
対
す
る
「
乳
の
値
」
の
請
求
で
あ
り
、
前
世
の
債
権
者
の
生
ま
れ

変
わ
り
で
あ
る
討
債
鬼
に
よ
る
、
育
児
と
い
う
労
働
を
通
し
て
の
子
か
ら
親
へ
の
債
務
の
返
済
要
求
で
あ
っ
た
。

第
二
節
で
は
儒
教
と
並
び
こ
の
時
代
の
思
考
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
外
来
の
思
想
と
し
て
、
道
教
を
取
り
上
げ
た
。
日
本
に
は
道
教
の

寺
院
で
あ
る
道
観
や
道
士
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
記
録
は
な
い
が
、『
万
葉
集
』『
風
土
記
』
な
ど
か
ら
道
教
の
神
仙
思
想
が
当
時

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
霊
異
記
』
の
中
に
も
神
仙
的
説
話
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
貧
女
が
仙
草
を
食
べ
て
飛
天
し

た
と
い
う
上
一
三
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
話
が
仏
教
説
話
集
で
あ
る
本
書
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
仙
人
に

な
る
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
仏
教
に
お
い
て
往
生
の
一
過
程
と
見
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
上
一
三
は
在
俗
で
し
か
も
仏
道
修
行

を
行
っ
て
い
な
い
女
性
も
、
清
く
正
し
い
生
活
を
行
え
ば
救
い
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

補
論
は
、
『
霊
異
記
』
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
同
時
代
的
な
問
題
と
し
て
、
奈
良
時
代
末
期
に
書
か
れ
た
最
初
の
薬
師
経
注
釈
と
神
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道
の
大
祓
の
詞
の
成
立
と
の
関
係
を
書
い
た
論
文
を
収
め
た
。
大
祓
の
詞
の
天
津
罪
・
国
津
罪
が
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
る
ま
で
に
は
、
何

段
階
か
の
変
遷
を
経
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
に
起
源
を
持
た
な
い
国
津
罪
の
う
ち
、「
白
人
」「
こ
く
み
」「
畜
仆
し
蠱
物
す
る

罪
」
「
高
つ
神
の
災
」
「
高
つ
鳥
の
災
」
「
昆
ふ
虫
の
災
」
に
関
し
て
は
以
前
か
ら
薬
師
経
典
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、

そ
れ
ら
の
罪
の
編
入
過
程
と
薬
師
経
受
容
の
過
程
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
古
来
の
信
仰
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
神
道
が
、
仏
教

の
影
響
な
ど
も
受
け
な
が
ら
成
立
し
て
い
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

第
三
章
は
「
霊
異
記
説
話
の
他
界
・
周
縁
認
識
」
と
題
し
、『
霊
異
記
』
に
見
ら
れ
る
空
間
認
識
を
考
え
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
霊
異
記
』
に
見
え
る
地
名
は
、
東
は
陸
奥
か
ら
西
は
肥
後
に
及
ぶ
。
近
年
、
主
に
歴
史
学
に
よ
っ
て
本
書
の
説
話
群
の
分
布
の
偏
り
や
、

伝
承
の
過
程
や
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
ら
の
話
が
そ
の
地
方
の
話
と
し
て
語
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

は
十
分
に
答
え
て
お
ら
ず
、
表
現
を
支
え
る
空
間
認
識
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
節
で
は
、
四
国
地
方
に
関
す
る
説
話
を
取
り
上
げ
た
。
本
書
に
お
け
る
四
国
は
、
蘇
生
と
転
生
と
い
う
、
前
世
と
現
世
の
あ
わ
い
で

の
出
来
事
が
起
き
る
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
南
海
道
の
終
点
で
あ
る
土
佐
や
伊
予
は
特
に
特
殊
な
像
を
持
た
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
南

海
浄
土
思
想
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

第
二
節
で
は
、
九
州
地
方
に
関
す
る
説
話
を
取
り
上
げ
た
。
九
州
地
方
に
関
す
る
話
は
七
例
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
の
う
ち
の
三
例
が
蘇

生
譚
で
あ
り
、
九
州
も
四
国
同
様
に
境
界
と
し
て
の
像
が
あ
る
。
ま
た
、
話
の
分
布
に
特
徴
が
あ
り
、
『
霊
異
記
』
に
収
め
ら
れ
た
話
は
す

べ
て
大
宰
府
を
中
心
と
し
た
北
九
州
地
方
の
話
で
あ
る
。
九
州
の
持
つ
境
界
像
は
、
天
孫
降
臨
や
、
熊
曾
・
土
蜘
蛛
と
い
っ
た
ま
つ
ろ
わ
ぬ

者
と
の
神
話
を
抱
え
る
南
九
州
地
方
が
『
霊
異
記
』
の
時
代
未
だ
こ
の
世
で
の
他
界
の
像
を
保
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
三
節
で
は
、
村
や
里
と
い
っ
た
人
が
生
き
て
い
く
空
間
の
外
、
つ
ま
り
人
の
生
活
を
囲
む
空
間
で
あ
る
野
山
や
海
に
つ
い
て
の
考
察
を

行
っ
た
。
用
例
が
飛
び
抜
け
て
多
か
っ
た
の
は
「
山
」
で
、
記
紀
神
話
か
ら
続
く
異
郷
と
し
て
の
像
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
仏
道
修
行
の
場
と
い
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う
空
海
な
ど
の
平
安
新
仏
教
へ
と
も
繋
が
っ
て
い
く
要
素
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
天
皇
の
狩
猟
が
仏
教
の
殺
生
戒
や
慈
悲
心
と
い
う
観
点

か
ら
問
題
提
起
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
の
浸
透
に
よ
っ
て
「
山
」
だ
け
で
な
く
天
皇
像
に
も
ゆ
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
。
「
山
」
と
対
と
な
る
異

郷
幻
想
に
「
海
」
が
有
る
。
『
霊
異
記
』
は
「
海
」
を
教
化
の
場
と
し
て
描
く
が
、
そ
れ
は
仏
教
の
殺
生
戒
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
漁
民

の
側
の
恐
怖
や
不
安
に
対
す
る
救
済
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
教
は
社
会
や
人
々
の
生
活
と
融
合
し
な
が
ら
浸
透
し
て
い
っ
た
。

以
上
、「
人
」「
思
想
」「
空
間
認
識
」
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
、『
霊
異
記
』
が
書
か
れ
た
時
代
の
人
々
が
物
事
を
ど
う
考
え
、
何
に
関

心
を
持
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
ま
る
で
衛
星
の
よ
う
に
『
霊
異
記
』
の
周
辺
を
め
ぐ
っ

て
い
る
だ
け
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
周
縁
的
な
こ
と
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
も
あ
る
。
本
稿
は

そ
う
し
た
手
法
に
よ
っ
て
時
代
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。


