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二
 
日
蓮
遺
文
に
み
る
「
不
孝
」
の
用
法

日
蓮
が
宗
教
的
罪
の
恐
し
さ
を
門
下
檀
越
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
き
、

し
ば
し
ば

「
逆
罪
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
。
「逆

罪
」
に

は
壬
仏

教
語
と
時
代
語
と
の
二
重

の
意
味
か
見
出
さ
れ
壬
な
か
で
も
時
代
性
に

立
脚
し
た
罪
の
観
念
は
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
も

の
で
あ
る
。
つ
ま

り
日
蓮

は
、
「法
華
経

・
釈
尊
」
を
宗
教
的
絶
対
規

範

と
し
て
位
置
づ

け
る
と
き
、
そ
れ

へ
の
背
き
の
罪

(諦
法
罪
)
の
実

在

性
と
壬
そ
の
罪

に
対
す

る
恐
れ
の
念
を
リ
ア
ル
に
伝
達
す
る
た
め

に
、
「
逆
罪
」
と

い

う
用
語

の
特
性
を
縦
横
に
駆
使
し
て
い
た
こ
と
が
検
証
で
き
る
の
で
あ

(
1
)

る
。そ

こ
で
今
回
は
壬
同
様
の
視
座
か
ら

「逆
罪
」
の
類
義

語

で
あ

る

ら
 
き
よ
う

「
不
孝
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
日
蓮

が
用
い
た

「
不
孝
」
と
は
、
単
な
る
世
俗
倫
理
の
次
元
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
釈
尊

へ
の

「
不
孝
」
と
い
う
宗
教
的
罪
の
問
題

性
を
明
確

に
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
蓮
遺
文
に
は

「
不
孝
」
と
い
う
用
語
が
各
所
に
み
ら
れ
壬
真
蹟
現

存

・
曽
存
の
遺
文
に
限
定
し
て
も
四
十
箇
所
を
数
え
る
。
そ

の
用
例
は

多
種
多
様
で
あ
る
が
壬
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
類
型
化
で
き
る
。

A
 

と
り
あ
え
ず
世
俗
倫
理
的
な
罪
悪
を
意
味
す
る
も
の

B
 
倫
理
的
罪
と
宗
教
的
罪
と
の
接
点
に
位
置
す
る
も
の

C
 

た
だ
ち
に
宗
教
的
罪
を
指
し
示
す
も
の

こ
の
う
ち
特
に
検
討
を
要
す
る
の
は
、
B
の
用
法
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
B
に
は
、
A

の
日
常
性
に
即
し
つ
つ
、
C
の
宗
教
的
世
界
を
語

っ
て

い
く
場
合
の
日
蓮
独
自
の
論
法
が
み
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
そ
こ
に
介

在
し
て
い
る
論
理
性
、
す
な
わ
ち

「
不
孝
」
と

い
う
語
の
意
味
と
機
能

を
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
、
日
蓮
に
お
け

る
宗
教
的
罪
の
特
質
を

明
確
化
す
る
上
で
重
要
な
手
掛
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
 

鎌
倉
時
代

に
お
け
る

「
不
孝
」

の
意
味
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日
蓮
教

学
に
お
け

る

「
不
孝
」

の
罪

に
つ
い
て

(原
)

 

二
六
〇

「
不
孝
」
と
い
う
語
は
、
現
代
で
は
単
に

「
親
不
孝
」
の
意
で
用
い

ら
れ
る
が
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
も

っ
て
い
た
の

(2
)

で
あ
ろ
う
か
。
上
横
手
雅
敬
氏
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
初
中
期
に
お
け
る
武

士
の
家
族
倫
理
の
特
徴
は
、
父
と
子
の
関
係
に
お
い
て
親
権
の
絶
対
性

が
公
認
さ
れ
て
い
た
点
に
あ
る
と
い
う
。
か
か
る
親
権

の
絶
対
性
は
法

的
に
規
定
さ
れ
、
『御
成
敗
式
目
』
に
は
、
所
領
譲
与
の
際
、
親
は
前
判

く

い
か
え
し

の
譲
状

を
任
意
に
解
消
し
他
の
子
に
譲
り
直
す
こ
と
の
で
き
る
悔
還
権

と
、
子
が
親
に
反
抗
し
た
時
、
親
は
義
絶
を
言
い
渡
す
権
利
が
保
障
さ

れ
て
い
た
。
し
か
も
義
絶
を
受
け
た
子
孫
は
家
督

・
財
産
の
相
続
権
を

失
い
、

社
会
的

・
経
済
的
生
活

の
破
綻
を
余
儀
な
く
さ
れ

た

の
で

あ

る
。そ

こ
で
当
時
の
社
会
に
お
い
て

「
不
孝
」
と
い
う
語
が
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
検
証
す
る
方
法
論
と
し
て
、
日
蓮

と
同
年
代
の

『
鎌
倉
遺
文
』
所
収
の
史
料
か
ら

「
不
孝
」
の
用
例
を
探

っ
て
み
る
と
壬
そ
の
用
法

の
特
色
は
次
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
。

(
1
)
親

の
意
志
や
愛
情

の
は
た
ら
き
か
け
に
応
じ
な
い
こ
と
を
さ
す
通

途

の
用
法

(2
)律

の

「
八
虐
」

の
一
つ
で
法
的
な
罪
名
と
し
て
の
用
法

(
3
)「義
絶
」
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
時
代
語
と
し
て
の
特
殊
な
用
法

(
3
)
社
会
的
人
格
を
認
め
ら
れ
な
い
者

に
対
す
る
呼
称

(「不
孝
者
」
)

ま
ず
(
1
)の用
法
は
き
わ
め
て

一
般
的
で
壬
現
代
の
我
々
に
も
共
感
で

き
る
も

の
で
あ
る
。

(
4
)
の
用
法
は
律
令
制
社
会

の
基
本
で
あ

っ
た

『
律
』
に
お
い
て
、
名

例
律
の

「
八
虐
」
の
一
つ
に

「
不
孝
」
の
規
定
が
あ

っ
た
こ
と
に
由
来

す
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
鎌
倉
幕
府
の

「追
加
法
」

一
四
三
条
に
は
、

親
に
敵
対
し
て
相
論
を
起

こ
す
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が

「
告
言

の
罪
」

(3
)

「
教
令
違
犯
の
罪
科
」
と
な
る
旨

の
規
定
が
み
ら
れ
壬
笠
松
宏
至
氏
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
罪
名
も
律
令
法
を
受
け
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
親

へ
の
敵
対
行
為
を
法
的

に
糾
す
場
合
、
鎌
倉
時

代
の
こ
の
時
期
に
あ

っ
て
も
律
令
法
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(3
)の
用
法
は
こ
の
時
代
に
特
有
な
も
の
で
、
そ
の
典
型
は
、
親
が
子

を

「
不
孝
す
る
」
と
い
う
表
現
に
見
出
さ
れ
壬

こ
の
場
合
の

「
不
孝
」

と
は

「
義
絶
」
の
意
で
捉
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
(
4
)
の
用
法
は
、
(
2
)
と
(
3
)
が
集
約
さ
れ

た
も

の
で
、
主
と
し
て

所
領
の
譲
状
や
寄
進
状
の
末
文
に
お
い
て
、
後
世

の
子
孫
に
対
し
本
状

の
主
旨
に
背
く
こ
と
を
戒
め
る
た
め
に

「
不
孝

の
人
」
「
不

孝

者
」
な

ど
の
表
現
が
常
套
的
に
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
当
時

の
社
会
に
お
い

て
は
、
親
の
遺
志
が
子
孫
の
行
為
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
ち
、
か
か
る

状
況
の
中
で

「
不
孝
者
」
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず

社
会
的
人
格
の
喪
失
を
意
味
し
た
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
こ
う
し
た
当
時

の
社
会
性
に
根
ざ
し
た

「
不
孝
」
と

い
う
言
葉
の
重
み
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
日
蓮
遺
文
に

み

ら

れ

る

「
不

孝
」
の
特
質
を
解
明
す
る
作
業
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四
 

『
法
門

可
被
申
様
之
事
』

の
検
討

こ
こ
で
は
、
当
時

の

「
不
孝
」

の
語
に
託
さ
れ
た
意
味
内
容
を
・媒
介

と
し
な
が
ら
、
独
自

の
宗
教
的
世
界
が
表
現
さ
れ
た
典
型
的
遺
文
で
あ

る

『法
門
可
被
申
様
之
事
』
に
着
目
し
て
少
し
く
検
討
し
た
い
。

本
書

は
冒
頭
に
お
い
て
、
釈
尊
の
主
師
親
三
徳
の
う
ち

「親
」
徳
に

注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
釈
尊
の
慈
愛
の
御
心
を
強
調
し
、
以
下
、
浄

土
念
仏
が
い
か
に
釈
尊
の
親
徳
に
背

い
て
い
る
か
、
と
い
う
視
点
を
明

ら
か
に
し
、
そ

の
中
で

「
不
孝
」
の
語
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

一
連

の
文
脈
の
中
で
壬
ま
ず

日
蓮
は
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る

親
の
譲
状

の
先
判

・
悔

い
還
し

・
後
判
の
慣
習
を
釈
尊

一
代

の
化
意
に

あ
て
は
め
、
四
十
余
年
の
諸
経
と
法
華
経
と
の
関
係
を
論
理
化
す
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
と
き

「
不
孝
」
と
い
う
用
語
は
親
の
譲
状
に
従
わ
な
い

と
い
う
世
間
的
な
意
味
と
壬
釈
尊

一
代
の
化
意
を
弁
え
な
い
と
い
う
宗

教
的
な
意
味
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
上
で
、

一
つ
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド

と
な

っ
て
お
り
、
「不
孝
」
に
対
す
る
社
会
的

レ
ベ
ル
で
の
恐
れ

の
実

感
性
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
釈
尊

へ
の

「
不
孝
」
の
罪
が
存
在
す
る
こ

と
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
日
蓮
は
、
法
華
経
に
は
釈
尊

の
慈
愛
に
み
ち
た
教
え
を
素
直

に
信
受
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
釈
尊

の
親
心
に

気
づ
か
な
い

「
不
孝
の
人
」
の
存
在
を
、
法
華
経
自
身
が
予
測
し
て
い

る
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て

「
世
間

の
孝
不
孝
」
に
対
し
て

「
内
典
の
孝

不
孝
」
が
い
か
に
認
識
し
が
た
い
問
題

で
あ
る
か
を
論
じ
、
さ
ら
に
そ

の
こ
と
は
、
す
で
に
釈
尊
が
浬
葉
経
に
予
言
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
受
げ

と
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
日
蓮
は
壬
末
代
に
は
五
逆
と
講
法
の
者
が
充
満

す
る
と
い
う
経
文
を
現
実
社
会
に
あ
て
て
検
証
す
る
と
き
、
「
五
逆

罪

」
の
対
象
が
実
際
に
は
存
在
し
な
い
の
で
壬
そ

の
部
分
を

「
不
孝
」
に

振
り
か
え
て
解
釈
し
壬
結
論
的
に
は
日
本
国
全
体
が

「
不
孝
講
法
」
と

い
う
宗
教
的
罪

の
状
態
に
陥

っ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

五
 

む
す
び

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
日
蓮

の
当
時
に
お
い
て

「
不
孝
」
と
は
き

わ
め
て
特
徴
的
な
意
味
を
も

っ
た
時
代
語
で
あ

り
、
社
会
的
に
恐
る
べ

き
罪
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
壬
日
蓮

は
そ
う
し
た

「
不
孝
」
の
語
に
託
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
用
い
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
宗
教
的
絶
対
規
範
た
る

「法
華
経

・
釈
尊
」

へ
の
違

背
行
為

で
あ
る

「
誘
法
」
と
い
う
罪

の
問
題

性
を
、
門
下
檀
越
に
対

し
て
壬
よ
り
実
感
的
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
の
で
あ

る
。1

 
拙
稿

「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る

『逆
罪
』
の
特
質
-
鎌
倉
時
代
の
社
会
構

造
の
中
で
ー
」
(『日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第

一
四
号
所
収
)

2
 
日
本
史
研
究
会
編

『講
座
日
本
文
化
史
』
第
三
巻
ニ
一二
-
六

頁
。

3
 
日
本
思
想
大
系
21

『中
世
政
治
社
会
思
想
上
』
四
四
〇
頁
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
 
不
孝
壬
諦
法
、
罪

(立
正
大
学
大
学
院
)

日
蓮
教
学

に
お
け
る

「
不
孝
」

の
罪

に

つ
い
て

(原
)
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