
『
日
本
遜
異
記
』
に
b
け
る

法
華
経
信
仰
に
つ
い
て高

佐

長

宣

『
日
本
霊
異
記
』
ハ
具
名
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
）
は
、

三
省
か
ら
な
る
日
本
最
古
の
僻
教
説
話
集
で
あ
る
。
上
巻
三
十
五

縁
、
中
巻
四
十
二
縁
、
下
巻
三
十
九
縁
の
計
百
十
六
の
説
話
が
収

録
さ
れ
、
各
巻
に
序
文
が
あ
り
、
説
話
の
う
ち
あ
る
も
の
に
は

八
貸
〉
が
附
さ
れ
て
ゐ
る
。

『
霊
異
記
』
全
百
十
六
縁
の
う
ち
、
法
華
経
の
登
場
す
る
説
話

は
全
部
で
二
十
六
縁
に
の
ぼ
る
。
こ
の
う
ち
、
法
華
艇
の
霊
験
や

法
華
経
信
仰
者
の
盤
異
等
を
主
題
と
し
た
も
の
が
、
縁
の
表
題
中

に
法
華
経
の
名
が
見
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
け
を
教
え
て
も
、
十

二
縁
あ
る
。
法
華
経
以
外
の
俳
教
経
典
の
名
が
標
題
中
に
含
ま
れ

る
の
は
五
、
六
縁
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
か
ら

も
、
『
盤
異
記
』
に
於
い
て
い
か
に
法
華
経
が
重
視
さ
れ
て
ゐ
る

か
を
伺
ひ
得
る
。

『
盤
異
記
』
中
の
、
経
典
の
霊
異
を
記
し
た
説
話
を
類
別
す
る

と
、
①
経
典
・
経
巻
が
自
ら
霊
異
を
示
し
た
話
。
①
経
典
を
諦

持
、
書
潟
な
ど
し
て
普
報
を
得
る
話
。
①
経
典
を
信
敬
せ
ず
（
あ

る
い
は
経
典
信
仰
者
を
迫
害
す
る
な
ど
し
て
〉
悪
報
を
得
る
話
。

の
三
タ
イ
プ
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
法
華
経
附
遮
説
話
に
特
徴
的

な
の
は
、
①
の
タ
イ
プ
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
『
盤
異
記
』

中
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
説
話
は
、
上
巻
第
十
九
縁
、
中
巻
第

十
八
縁
、
下
巻
第
十
八
縁
、
同
第
二
十
縁
の
四
縁
で
あ
る
が
、
そ

の
全
て
が
法
華
経
の
盤
異
を
示
す
説
話
で
あ
る
。

①
の
タ
イ
プ
の
信
仰
が
、
『
盤
異
記
』
に
お
け
る
法
華
経
信
仰

の
特
色
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
得
る
こ
と
は
、
『
盤
異
記
』
に
お

け
る
法
華
経
の
引
用
の
問
題
を
考
へ
て
も
明
ら
か
と
な
る
。

『
鑑
異
記
』
は
、
説
話
を
記
し
た
の
ち
に
、
《
O
O継
に
：
：
：

と
云
ふ
は
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
》

と
い
ふ
形
で
説
明
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
経
典
に
限
っ
て

も
そ
の
教
は
三
十
を
趨
え
る
が
、
最
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
浬
紫

経
が
十
数
間
引
か
れ
る
の
に
劃
し
、
法
華
経
が
引
用
さ
れ
る
の
は

四
縁
に
過
ぎ
な
い
。
法
華
経
を
主
題
と
し
た
読
話
の
多
さ
を
考
え

る
時
、
こ
れ
は
異
様
な
少
な
き
で
あ
り
、
〈
逆
に
『
盤
異
記
』
に

浬
集
経
を
主
題
と
し
た
説
話
は
見
営
た
ら
な
い
。
〉
そ
れ
自
趨
問

題
と
な
る
。

ま
た
、
引
用
文
そ
の
も
の
を
見
て
も
、
①
の
タ
イ
プ
の
説
話
の

裏
附
け
と
な
る
、
法
華
経
を
艇
ん
ず
る
者
に
は
罰
が
嘗
た
る
と
い
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っ
た
、
法
華
経
の
中
心
思
想
と
は
言
ひ
難
い
内
容
の
記
述
が
目
立

つ
。
下
巻
第
二
十
九
縁
の
引
用
は
、
法
華
経
教
理
の
一
特
色
を
な

す
成
俳
思
想
を
示
す
部
分
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
引
用
す
る
縁
自

髄
は
、
や
は
り
冥
罰
の
説
話
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
『
日
本
霊
異

記
』
に
見
ら
れ
る
法
華
経
は
、
そ
れ
を
斡
ん
ず
る
と
悲
報
を
得
る

経
典
と
し
て
の
性
格
を
強
く
有
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
古
来

の
御
盤
信
仰
な
ど
と
の
共
通
性
も
考
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
信
仰
で

あ
る
と
言
ひ
得
る
。

『
極
異
記
』
に
お
け
る
法
華
経
信
仰
の
特
色
と
し
て
、
そ
の
他

に
、
法
華
経
を
《
癒
す
》
こ
と
の
強
調
、
観
者
信
仰
等
等
が
上
げ

ら
れ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
現
世
利
益
的
信
仰
の
文
脈
で
考
へ

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
《
現
報
普

悪
》
の
強
調
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
信
仰
の
す
す
め
こ
そ
『
霊
異

記
』
の
作
者
景
戒
の
目
的
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ

は
営
然
で
は
あ
る
が
、
と
は
言
へ
、
景
戒
自
身
に
は
、
多
少
は
そ

れ
を
超
え
る
法
華
経
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
各
省
序
文
や
、
下

巻
第
三
十
八
綾
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
上
野
郷
主
等
御
返
事
』

系
年
に
つ
い
て

の
真
筆
と

寺

． 

尾

智

『
上
野
郷
王
等
御
返
事
』
は
、
日
蓮
聖
人
真
筆
の
伝
来
が
明
ら

か
で
は
な
く
、
『
録
内
御
番
』
を
は
じ
め
各
種
の
『
録
外
御
書
』

に
も
収
録
さ
れ
ず
、
個
別
写
本
の
存
在
も
知
ら
れ
て
は
い
な
い
遺

文
で
あ
る
。
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
所
収
の
同
遺
文
の
脚

注
に
は
「
【
真
蹟
】
形
木

1
紙
完
高
知
要
法
寺
蔵
（
新
加
〉
」

2
六
二
二
頁
〉
と
あ
り
、
『
定
本
遺
文
』
に
『
上
野
郷
主
等
御

返
事
』
を
収
録
す
る
に
当
た
っ
て
は
形
木
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
い
う
形
木
は
、
板
木
の
意
で
は
な
く
、
日
蓮
聖
人
真
筆
を
板
木

に
模
刻
し
て
紙
に
摺
写
し
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
形
木
は
、
版

本
と
は
異
な
り
、
真
筆
の
書
体
、
書
風
な
ど
を
模
し
た
「
真
筆
の

写
し
」
で
あ
っ
て
、
『
上
野
郷
主
等
御
返
事
』
の
よ
う
に
真
筆
が

伝
わ
ら
な
い
場
合
、
真
筆
を
窺
い
知
る
資
料
と
し
て
文
献
的
価
値

大
な
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
形
木
そ

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
『
上
野
郷
主
等
御
返
事
』
の
形
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