
絵
柄
綾
織
紋
衣
の
否
定
紛

廣

田

頼

道

こ
の
題
名
で
文
章
を
書
い
た
の
は
、　
一
九
九

一
年
三
月

一
日
付

発
行
の

「
芝
川
」
９
号
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
文
章
に
は
伏
線
が
あ
っ
て
、

一
九
八
〇
年
十

一
月
二
十
日

付
発
行
の

「
芝
川
」
３６
号
の
表
紙
の
言
葉
の
中
で
、

日
蓮
大
聖
人
の
名
字
凡
夫
の
位
を
尊
ぶ
信
仰
の
上
に
、
絵
柄
や

紋
が
つ
い
た
袈
裟
、
衣
が
い
っ
た
い
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
？

と
い
う
問
題
提
起
と
、
こ
う
い
う
風
潮
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
十
年
後
の

一
九
九

一
年
二
月

一
日
付

発
行

「
芝
川
」
９
号
で
、
『
絵
柄
綾
織
紋
衣
の
否
定
』
と
い
う
題

名
を
態
々
掲
げ
て
、
議
論
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
結
論
と
し
て

示
し
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、
こ
の
題
名
で
、
続
編
を
書
く
つ
も
り

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
９
号
で
提
起
し
た
反
応
が
、
私
の
所

に
は
ま
っ
た
く
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
九
九
四
年
の
二
月
頃

（私
は
パ
ソ
コ
ン
は
持
っ
て
い
ま
す
が
、

パ
ソ
コ
ン
通
信
を
ま
っ
た
く
利
用
し
ま
せ
ん
の
で
）
Ｉ
師
よ
り
、

こ
う
い
う
も
の
が
パ
ソ
コ
ン
通
信
に
の
っ
て
い
る
が
、
見
ま
し
た

か
、
と
い
わ
れ
て
、
コ
ピ
ー
を
見
せ
て
も
ら
い
読
ん
だ
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

内
容
は
、
と
て
も
大
切
な
事
を
含
ん
で
い
ま
す
し
、
部
分
だ
け

の
引
用
を
し
ま
す
と
、
文
章
の
流
れ
と
主
張
を
そ
こ
な
い
ま
す
の

で
、
全
文
を
こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
上
で
自
分
の

考
え
を
示
し
全
体
の
僧
俗
の
御
意
見
を
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

弊
風
と
新
風
と
③

　

Φ卜
＼

ド
＼
∞

〈法
衣
〉

二
、
三
年
以
前
に
Ｈ
師
で
し
た
か
、
紋
衣
の
可
否
に
つ
い
て
発

言
さ
れ
て
賛
否
両
様
の
話
題
を
よ
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私

は
、
Ｈ
師
の
意
見
に
つ
い
て
、
あ
ん
ま
り
短
兵
急
に
紋
衣
を
否
定

す
る
の
も
ど
う
か
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
か
っ
て
ロ
ー
レ
ッ
ク
ス

の
腕
時
計
を
自
慢
し
て
い
た
先
輩
が

「
お
れ
は
衣
に
金
を
か
け
な

い
主
義
だ
」
な
ん
て
い
っ
て
、
仏
具
や
法
衣
に
金
を
か
け
ず
、
も
っ

ぱ
ら
乗
用
車
や
遊
び
に
浪
費
し
て
い
た
珍
現
象
を
引
き
合
い
に
だ

し
、
む
し
ろ
そ
の
他
に
先
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
た

く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
い
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
論
議
は

そ
れ
で
静
か
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
紋
衣
な
ん
て
い
う
の
が
出
て
き
た

の
で
し
ょ
う
か
。
古
い
宗
祖
開
山
の
御
影

（画
）
像
に
紋
衣
な
ん

て
い
う
の
は
見
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。

一
様
に
薄
墨
の
素
絹
衣
で
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す
。
日
有
上
人
の
御
影
も
そ
う
で
す
。
（但
し
僧
綱
衿
）

本
来
、
常
住
の
素
絹
衣
と
い
う
の
は
、
御
影
像
に
出
て
く
る
よ

う
な
長
絹
で
は
な
く
、
現
在
き
て
い
る
よ
う
な
短
衣
で
は
な
か

っ

た
で
し
ょ
う
か
。
鎌
倉
期
の
絵
巻
な
ど
に
し
ば
し
ば
で
て
く
る
姿

が
参
考
に
な
る
で
し
ょ
う
。
勿
論
、
絵
巻
の
中
に
紋
入
り
の
袈
裟

衣
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

以
前
に
日
宣
上
人
の
説
法
講
本
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
を
見

つ

け
ま
し
た
。

開
目
抄
随
寛
愚
宣

（上
巻
）
　

＊
不
明

（廿

一
座
目
）

法
衣
の
事

今
日
は
文
字
読
み
御
書
を
差
し
置
い
て
当
門
流
に
於
い
て
薄
墨
の

衣
に
自
袈
裟
を
か
く
る
子
細
を
荒
々
申
し
入
る
べ
し
。

一
に
は
末

法
の
下
位
を
表
わ
す
。
教
弥
実
位
弥
下
。
二
に
は
末
法
折
伏
行
に

宜
し
き
故
。
薄
墨
に
四
意
。　
一
に
は
名
字
即
を
表
わ
す
。
二
に
は

他
宗
に
簡
異
せ
ん
が
為
め
。
三
に
は
順
逆
両
縁
を
結
ば
ん
が
為
め
。

四
に
は
自
門
の
非
法
を
制
せ
ん
が
為
め
。

…
因
み
に
私
に
難
じ
て
云
わ
く
、
大
聖
入
金
紋
の
袈
裟
を
懸
け

た
も
う
と
い
う
事
を
聞
か
ず
。
当
世
の
貫
首
等
何
故
に
之
を
か
く

る
や
。
答
う
。
実
に
所
難
の
如
し
、
是
れ
近
代
の
事
な
る
か
。
勿

論
廿
五
代
日
宥
上
人
御
公
儀
よ
り
金
紋
の
袈
裟
拝
領
の
事
あ
り
。

而
れ
ど
も
廿
六
代
目
の
寛
師

一
向
に
此
事
を
ば
仰
せ
ら
れ
ぬ
。

ら
ば
夫
れ
よ
り
後
の
事
な
る
か
、
但
し
廿
五
代
日
宥
師
云
々
。

ず
る
に
世
界
の
華
麗
に
連
れ
て
此
の
如
く
な
る
か
…
。

（量
全
本
）
再
間
の
時
の
御
示

廿
五
代
日
宥
上
人
へ
天
英
院
よ
り
御
供
養
の
袈
裟
何
れ
も
金
紗
の

縫
御
紋
等
な
り
。
本
山
並
び
に
小
梅
常
泉
寺
細
草
遠
霧
寺
に
之
あ

り
。
日
寛
上
人
以
前
の
事
な
れ
ど
も
如
何
の
思
し
召
し
に
や
、
三

衣
抄
に
は
御
示
し
之
無
し
。
正
し
く
之
を
着
用
し
初
ま
り
し
は
日

元
上
人
御
代
の
頃
な
る
べ
し
。
世
に
連
れ
華
麗
に
押
し
移
る
様
子
、

予
幼
年
頃
見
知
り
覚
え
あ
り
等
云
々
。

日
蓮
正
宗
で
は

一
貫
し
て
、
完
ぺ
き
に
薄
墨
の
衣
、
自
五
条
の

袈
裟
を
守

っ
て
き
た
様
に
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
そ
う
完
ペ

き
で
は
な
く
、
や
は
り
封
建
社
会
で
の
権
門
の
保
護
下
で
は
多
分

に
乱
れ
た
部
分
も
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
で
み
る
と
、
貫
主
が
金

糸
の
刺
繍
の
紋
が
あ
る
袈
裟
を
つ
け
て
い
た
事
が
あ
る
よ
う
で
す

ね
。
能
勢
師
が
諸
記
録
を
集
成
さ
れ
た
中
に
も
、
幕
府

へ
の
書
き

上
げ
の
文
書
等
が
、
意
図
的
に
編
者
が

一
部
墨
で
抹
消
し
た
と
思

わ
れ
る
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
が
何
れ
も
法
衣
の
色
に
つ
い
て
の
部

分
で
し
た
の
で
不
審
に
思

っ
て
お
り
ま
す
が
、
大
体
将
軍
や
大
名

の
奥
方
か
ら
の
寄
進
な
ど
、
仏
具

・
法
衣
な
ど
そ
の
ま
ま
受
け
入 案 而
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れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
江
戸
後
期
頃
か
ら
縫
い
紋

入
り
の
袈
裟
や
綾
織
り
の
衣
な
ど
が
普
通
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
縫
い
紋
の
入

っ
た
白
五
条
の
袈
裟
、
綾
お
り
の
薄
墨

の
素
絹
衣
な
ん
て
い
う
の
も
、
最
低

・
質
素
の
衣
を
き
る
と
い
う

意
義
に
照
ら
す
と
な
ん
か
、
へ
ん
な
感
じ
で
す
ね
。
葬
儀
や
法
要

な
ど
の
檀
用
ぐ
ら
い
に
し
て
、
寺
院
で
の
常
住
衣
は
合
繊
で
充
分

だ
と
お
も
い
ま
す
ね
。

私
も
基
本
的
に
は
だ
ん
だ
ん
紋
衣
み
た
い
の
は
や
め
て
い
っ
た

ら
い
い
と
い
う
考
え
に
は
賛
成
で
す
。
か

っ
て
大
衣
の
早
瀬
道
応

さ
ん
で
さ
え
、
「
貌
下
以
外
は
み
な
木
綿

の
衣
に
し
た
ら
い
い
ん

だ
」
な
ど
と
過
激
な
こ
と
を
い
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

勿
論
、
急
に
や
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
時
代
相

も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
紋
衣
き
て

い
る
本
人
は
立
派
な
高
僧
の
つ
も
り
で
も
、
以
外
と
世
間
で
は
何

と
も
思

っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
か
え

っ
て
雲
水
み
た

い
に
粗
末
な
麻
の
衣
で
も
き
た
ら
、
立
派
に
見
る
人
だ

っ
て
い
ま

す
か
ら
。

…
要
す
る
に
、
お
坊
さ
ま
の
感
覚

っ
て
世
間
の
人
と
相
当
ズ
レ

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
な
ん
て
い
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
で
す

か
。
（私
が
ズ
レ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
）

な
お
、
要
法
寺
で
は
近
年
本
山
の
法
要
は
貫
主
以
外
は
全
員
麻

の
法
衣

（薄
墨
白
五
条
）
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
本
山
に
各
自
の

分
を
用
意
し
て
あ
る
そ
う
で
す
。

最
初
の
十
行
日
の
前
段
に
な
っ
て
い
る
所
は
、
筆
者
の
感
違
い

で
、
実
は

「芝
川
」
９
号
に
、

当
門
の
法
衣
は
着
飾
る
為
で
な
く
、
本
因
妙
の
法
を
表
わ
し
、

本
因
妙
を
行
ず
る
、
布
教
の
労
働
服
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
、

ま
と
も
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
材
質
、
値
段
の
問
題
で
は
な
く
、
念
珠
を
仏
の
如
く

せ
よ
と
示
さ
れ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
衣
も
、
仏
と
銘
じ
、
心
を
込

め
て
大
切
に
、
清
潔
を
旨
と
し
て
扱
う
こ
と
が
、
当
宗
の
法
衣
、

や
仏
具
の
考
え
方
で
あ
る
と
思
う
。
高
価
で
あ
る
か
ら
大
切
に
す

る
と
い
う
考
え
は
信
仰
上
ズ
レ
た
考
え
で
し
か
な
い
と
思
う
。

袈
裟
衣
に
御
金
を
か
け
ず
、
そ
の
御
仁
が
、
ロ
ー
ル
ス
ロ
イ
ス

や
ロ
ー
レ
ッ
ク
ス
を
し
て
、
法
衣
よ
り
高
価
な
イ
ギ
リ
ス
製
の
洋

服
を
着
て
い
て
も
、
そ
の
人
の
精
神
構
造
ま
で
、
我
々
は
頓
着
す

る
必
要
な
ど
な
い
と
思
う
。

夫
れ
法
衣
と
は
法
に
応
じ
て
作
る
故
に
法
衣
と
云
う
な
り

僧
侶
と
し
て
、
僧
侶
た
ら
ん
と
思

っ
て
、
そ
の
人
が
生
き
て
い
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る
か
否
か
は
そ
の
人
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ど
ん
な
ぜ
い
た
く
を
こ
ら
し
た
生
活
を
し
て
い
る
御

仁
で
あ

っ
て
も
、
法
衣
を
着
た
る
時
は
法
を
表
わ
し
、
但
薄
墨
五

条
の
最
下
位
の
姿
に
し
て
法
を
示
す
姿
を
と
り
、
又
、
御
本
人
も
、

そ
の

一
瞬
ぐ
ら
い
は
、
そ
の
法
を
御
自
覚
遊
ば
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
あ
り
が
た
い
こ
と
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

僧
侶
の
富
貴
な
、
成
金
感
覚
な
贅
沢
の
レ
ベ
ル
に
法
衣
の
値
段

や
品
質
を
置
く
必
要
な
ど
、
ま

っ
た
く
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。名

聞
名
利

（世
事
）
に
し
か
通
じ
な
い
、
絵
柄
綾
織
紋
衣
と
い

う
も
の
を
、　
一
度
仏
法
の
上
か
ら
、
落
ち
着
い
て
考
え
直
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
時
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仏
法
の
為
、
絵
柄
綾
織
紋
衣
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
考
え
る
方

は
、
仏
法
の
為
に
も
議
論
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。

こ
の
様
に
、
法
衣
と
は
、
公
け
の
法
を
表
わ
す
衣
で
あ

っ
て
私

の
生
活
と
立
て
分
け
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
が
反

論
し
、
そ
の
後
、
論
議
が
静
か
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
が
実

情
で
あ
り
ま
す
。

四
十
四
世
日
宣
上
人
、
四
十
八
世
日
量
上
人
の
資
料
を
、
こ
の

文
章
で
は
じ
め
て
拝
見
さ
せ
て
頂
い
た
時
に
、
時
代
が
前
後
し
ま

す
が
、
や
は
り
、
日
寛
上
人
の

『
当
家
三
衣
抄
』
に
あ
え
て
、
名

指
し
で
文
字
に
表
現
す
る
こ
と
も
忍
び
な
い
ほ
ど
名
聞
名
利
を
首

肯
す
る
要
法
寺
流
入
の
時
代
よ
り
の
乱
れ
の
中
に
、
当
時
富
士
門

流
が
あ
り
、
表
現
せ
ず
と
も
、
そ
の
時
代
の
人
々
は
、
そ
れ
が
痛

烈
な
批
判
で
あ
り
、
改
革
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
の
だ
と

思
い
ま
し
た
。

問
う
、
営
流
の
法
衣
は
宜
し
く
麻
苧
を
用
う
べ
し
。
既
に
如
来

は
角
布
の
僧
伽
梨
を
著
し
、
天
台
は
四
十
余
年
唯

一
袖
を
被
る
、

南
山
は
繕
緩
を
兼
ね
ず
、
妙
楽
は
太
布
に
し
て
而
し
て
衣
る
。

然
る
に
当
家
に
於
い
て
は
尚
お
緞
子

（現
代
に
紋
衣
の
着
地
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
）
紗
綾
縮
緬
等
の
法
衣
を
許
す
、

如
何
ぞ
佛
制
に
違
わ
ざ
る
を
得
可
け
ん
や
。

答
う
、
賞
に
所
間
の
如
し
、
是
れ
吾
が
欲
す
る
所
な
り
。
然
る

に
之
れ
を
制
せ
ざ
る
こ
と
は
強
い
て
世
に
淮
ず
る
の
み
。
智
度

論
に
云
わ
く
、
佛
言
わ
く
、
今
日
よ
り
若
し
比
丘
有

っ
て
一
心

に
涅
槃
を
求
め
、
世
間
を
背
捨
せ
ん
者
に
は
我
価
直
千
万
両
金

の
衣
を
著
、
百
味
の
食
を
食
う
こ
と
を
聴
す
等
云
云
。
（
こ
の

文
の
直
後
に
、
「清
浄
の
比
丘
は
少
欲
知
足
な
る
が
故
に
著
せ

ず
」
〈国
訳
ニ
ノ
２６９
〉
と
原
文
に
は
示
さ
れ
る
）
然
る
に
当
世

に
及
ば
ば
門
葉
の
中
に
於
い
て
一
心
に
佛
道
を
求
め
、
世
間
を

背
捨
す
る
者
は
爪
上
の
上
の
如
し
、
徒
ら
に
万
金
の
衣
を
著
、

百
味
の
食
を
食
く
者
は
猶
お
大
地
の
如
し
、
鳴
呼
後
生
日
々
三
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た
び
身
を
省
み
よ
云
云
。

（学
林
版

３４６
Ｐ
）

こ
の
様
に
示
さ
れ
る
、
日
寛
上
人
御
自
身
は
紋
衣
を
着
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
分
り
ま
す
し
、
こ
の
警
告
に
耐
え
て
、
着
れ
る
者

が
い
っ
た
い
現
代
の
ど
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

上
、
着
る
者
は
世
俗
に
身
を
落
と
し
て
着
て
い
る
の
で
あ
る
と
い

う
指
摘
に
対
し
て
、
ど
の
様
に
胸
張

っ
て
反
論
す
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

さ
か
ら
う
こ
と
の
出
来
ぬ
不
信
の
幕
府
権
力
か
ら
の
金
紋
の
袈

裟
の
供
養
に
対
し
て
、
は
じ
め
は
屈
辱
の
涙
を
流
し
着
用
し
て
い

た
も
の
が
、
徐
々
に
麻
痺
し
て
、
本
人
も
、
大
衆
も
違
和
感
な
く
、

喜
こ
び
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
正
宗
の
法
衣
は
、
昔
し
か
ら
、
良
く
、
「
日
蓮
大
聖
人
様

か
ら
御
預
り
し
て
い
る
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、

私
は
、
こ
れ
は
大
聖
人
の
威
を
借
り
る
権
威
づ
け
の
言
葉
で
あ
っ

て
、
法
門
の
上
か
ら
、
は
た
し
て
正
当
な
言
葉
と
は
思
え
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。

日
宣
上
人
の

「
開
目
抄
随
寛
愚
宣
」
（上
巻
）
は
、
「当
家
三
衣

抄
」
の
内
容
そ
の
ま
ま
を
重
ね
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

一
に
は
末
法
の
下
位
を
表
わ
す
。
教
弥
実
位
弥
下
。

二
に
は
末
法
折
伏
に
宜
し
き
故
。

薄
墨
に
四
意
。

一
に
は
名
字
即
を
表
わ
す
。

二
に
は
他
宗
に
簡
異
せ
ん
が
為
め
。

三
に
は
順
逆
両
縁
を
結
ば
ん
が
為
め
。

四
に
は
自
門
の
非
法
を
制
せ
ん
が
為
め
。

こ
れ
ら
の
理
由
を
拝
す
る
時
、
日
蓮
大
聖
人
も
、
我
が
法
衣
を
、

正
法
事
体
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
本
尊
の
相
貌
の
変
遷
と
同

様
に
、
他
宗
と
違
う
法
衣
を
考
案
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
御
書
の
中
に
は
、
「薄
墨
の
袈
裟
」
を
用
い

ら
れ
て
い
る
表
現
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
日
興
上
人
日
目
上

人
等
の
時
代
に
は
、
ま
っ
た
く
論
議
さ
え
も
起
き
ず
に
、
但
薄
墨

の
衣
、
自
五
条
の
袈
裟
が
定
着
し
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

日
蓮
大
聖
人
の
最
晩
年
、
定
着
し
、
動
か
ざ
る
も
の
と
な
り
、
日

興
上
人
、
日
目
上
人
に
、
あ
る
が
ま
ま
継
承
さ
れ
た
と
見
る
こ
と

が
自
然
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
れ
ば
、
衣

・
袈
裟

の
免
許
を
丑
寅
勤
行
の
折
に
拝
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
師
弟
血

脈
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
袈
裟

・
衣
の
源
は
、
正

法
を
表
わ
す

一
身
の
当
体
と
し
て
、
法
衣
を
着
服
す
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
た
だ
単
に
、
大
聖
人
様
よ
り
御
預
り
し
た
と
か
、

大
聖
人
様
の
替
り
に
着
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、
そ
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の
意
義
を
低
く
す
る
も
の
で
、
適
正
な
解
釈
と
は
言
え
な
い
と
思

い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
師
弟
共
に
丑
寅
の
刻
に
御
経
を
読
み
、
師
匠
の
手

に
よ
っ
て
、
着
さ
れ
る
と
い
う
、
師
弟
合
い
寄

っ
て
成
り
立

つ
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
成
仏
の
大
法
を
法
衣
が
、
「
当
家
三
衣

抄
」
に
挙
げ
て
あ
る
内
容
を
満
し
、
表
わ
し
て
い
る
こ
と
を
根
底

と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
、
間
違

っ
た
理
解
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
法
衣
が
、
名
間
名
利
の
表
現
手
段
と

し
て
、
階
級
や
、
個
人
の
好
み
を
表
わ
す
、
華
服
で
あ
っ
た
な
ら

ば
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
法
衣
は

法
衣
と
は
法
に
應
じ
て
作
る
故
に
法
衣
と
云
う
な
り
。
「
当
家

三
衣
抄
」
（学
林
３３２
Ｐ
）

公
物
の
正
法
を
表
現
し
た
も
の
で
、
私
物
の
思
考
を
表
現
す
る

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

故
に葬

儀
や
法
要
な
ど
の
檀
用
ぐ
ら
い
に
し
て
、
寺
院
で
の
常
住

衣
は
合
繊
で
充
分
だ
と
お
も
い
ま
す
ね
。

と
い
う
使
い
分
け
は
、
偽
善
者
の
な
せ
る
技
で
、
仏
法
を
表
わ

す
法
衣
を
着
し
て
い
る
発
想
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

又
、

勿
論
、
急
に
や
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
時
代

相
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
急
に
や
め
る
こ
と
の
出
来

な
い
理
由
は
、
紋
衣
に
執
着
す
る
自
分
自
身
の
考
え
で
し
か
な
い

と
思
う
。
時
代
相
と
い
っ
て
も
ど
う
い
う
時
代
相
な
の
か
、
華
服

を
も
っ
て
、
自
宗
の
貴
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
世
間

雑
多
な
宗
々
の
思
考
に
、
当
門
が
合
わ
せ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な

い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
世
間
相
、
時
代
相
に
、
否
定
の

提
言
を
し
て
い
る
の
が
、
古
来
か
ら
の
当
門
の
姿
勢
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
り
ま
す
。
故
に
、
他
宗
や
世
間
の
作
り
上
げ
た
考
え
方
に
、

法
衣
の
意
義
を
合
せ
る
必
要
は
、
ま
っ
た
く
な
い
は
ず
で
あ
り
ま

す
。但

薄
墨
の
深
い
仏
法
の
意
味
を
、
信
仰
者
で
あ
る
僧
俗
が
自
覚

し
た
な
ら
ば
、
即
座
に
止
め
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
思
う
の
で

あ
り
ま
す
。
永
年
間
違
い
を
続
け
て
い
る
と
、
偏
執
や
執
着
の
心

が
フ
ツ
フ
ツ
と
湧
い
て
来
て
、
間
違

っ
た
こ
と
が
正
当
と
思
え
る

神
経
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

止
め
る
為
に
三
ケ
年
計
画
、
五
ケ
年
計
画
を
立
て
る
こ
と
も
奇

妙
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
冬
衣
、
夏
衣
と
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

一
年
か
け
て
、
止
め
れ
ば
良
い
分
け
で
、
要
は
、
法
門
の
正
し
い

理
解
と
、
自
覚
と
、
実
行
す
る
勇
氣
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
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う
い
う
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
即
座
に
但
薄
墨
白
五
条
の
姿

に
も
ど
る
こ
と
を
堅
持
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

要
法
寺
の
や
り
方
も
、
見
世
物
興
行
で
も
あ
る
ま
い
に
、
本
山

の
法
要
の
時
に
限

っ
て
と
い
う
、
法
を
表
わ
し
た
る
法
衣
の
感
覚

か
ら
は
、
根
底
か
ら
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
正
宗
よ

り
は
、
ま
だ
ま
し
だ
と
い
う
点
に
恥
し
さ
を
お
ぼ
え
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
れ
だ
け
私
が
、
紋
衣
は
当
門
の
仏
法
を
表
現
し
て
い
な
い
法

衣
で
あ
る
か
ら
着
用
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て

も
、
紋
衣
は
こ
の
様
に
法
義
に
か
な
い
、
何
が
何
ん
で
も
着
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
論
文
を
私
は
拝
見
し

た
こ
と
が
な
い
。
広
く
信
者
の
方
々
に
も
呼
び
か
け
て
、
こ
の
こ

と
を
考
え
、
大
石
寺
の
貫
主
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
正
信
会
の
人
々

も
、
紋
衣
を
脱
ぐ
正
し
い
法
門
の
理
解
と
、
自
覚
と
勇
氣
を
持

っ

て
い
た
だ
け
る
様
に
こ
れ
か
ら
も
な
が
く
訴
え
て
行
き
た
い
と
思

い
ま
す
。


