
絵
柄
綾
織
紋
衣

（名
聞
名
利
な

お
し
ゃ
れ
着
）
の
否
定

（三
）

廣

田

頼

道

薄
墨
の
衣
は
名
字
即
の
凡
夫
僧
の
姿
を
表
わ
し
て
い
る
。

常
不
軽
菩
薩
の
法
衣
も
薄
墨
と
伝
わ
る
。

妙
法
弘
通
の
為
に
起
る
、
諸
々
の
侮
辱

・
迫
害
を
忍
受
し

て
、
か
つ
相
手
を
恨
ま
な
い
、
忍
辱
の
衣

（心
）
は
、
あ
ら

ゆ
る
外
障
か
ら
生
命

（心
）
を
守

っ
て
く
れ
る
。

金
翅
鳥
に
子
竜
を
食
わ
れ
続
け
た
竜
が
、
釈
尊
に
救
い
を

求
め
、
釈
尊
は
自
ら
の
袈
裟
を
授
け
、
そ
の
袈
裟
で
子
竜
を

覆

っ
た
事
に
よ
っ
て
、
金
翅
鳥
は
以
後
、
子
竜
を
食
す
事
が

出
来
な
く
な

っ
た
。
そ
の
事
か
ら
竜
は
忍
辱
の
袈
裟
を
掛
け

る
修
行
僧
を
守
護
す
る
諸
天
の

一
分
に
な
り
、
金
翅
鳥
も
諸

天
の

一
分
に
な

っ
た
と
の
説
話
も
、
強
大
な
力
を
持
つ
竜
で

さ
え
も
生
き
て
行
く
上
で
忍
辱
の
心
で
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
が
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
そ
の
事
を
超
克
す
る
品
と

し
て
袈
裟
の
存
在
を
示
し
、
忍
辱
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

根
本
の
法
が
本
因
の
妙
法
で
な
け
れ
ば
、
忍
辱
や
薄
墨
は

何
ん
の
意
味
も
無
い
。
爾
前
述
門
の
教
法
を
宗
旨
と
す
る
も

の
が
忍
辱
薄
墨
の
衣
を
着
し
て
も
、
何
ん
の
為
の
忍
辱
で
す

か
と
、
辻
棲
が
会
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日
寛
上
人
が
六

巻
抄
の

「営
家
三
衣
抄
」
（学
林
版
２
３
２
Ｐ
）
に

唯
営
流
の
法
衣
の
み
薄
墨
の
素
絹
五
条
に
し
て
永
く
諸

門
流
に
異
な
り

と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
逆
か
ら
言
え
ば
営
流
し
か
赦
さ
れ
な

い
、
営
流
し
か
着
る
意
義
を
持
た
な
い
法
衣
が
薄
墨
の
衣
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
加
え
て
六
巻
抄
に
、
こ
の
指

摘
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
京
風
権
力
思
考
に
染

っ
た
要
法

お
も
ね

寺
の

「貫
主
本
仏
思
想
」
と
、
朝
廷
と
世
間
に
阿
て
華
美
に

か

い
ざ

ん

流
れ
て
行
く
法
衣
改
宣
の
悪
変
に
対
し
て
、
法
門
を
無
く
せ

ば
必
ず
姿
も
狂
う
と
の
警
声
な
の
で
あ
り
ま
す
。
日
永
上
人
、

日
寛
上
人
が
ど
れ
ほ
ど
是
正
し
て
も
、

「貫
主
本
仏
思
想
」

と

「絵
柄
綾
織
紋
衣
」
は
残
骸
の
様
に
大
石
寺

へ
居
座

っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
切
衆
生
成
仏
の
法
を
表
わ
し
た
忍
辱
の
衣
を

「法
衣
」

と
称
す
る
。
元
来
十
界
互
具
の
凡
夫
の
僧
が
、
自
分
の
地
位

階
級
を
表
現
し
た
名
聞
名
利
を
付
着
さ
せ
た
着
物
は

「法
衣
」

と
は
言
え
な
い
。
凡
夫
僧
は
、

「絵
柄
綾
織
紋
衣
」
を
着
る

事
を
恥
と
自
覚
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。



日
蓮
正
宗
は
も
と
よ
り
、
日
蓮
宗
各
派
の
僧
侶
全
て
が
、

貫
主
や
能
化
、
重
役
、
理
事
と
称
し
て
い
る
者
達
が
率
先
し

て
範
を
垂
れ

「絵
柄
綾
織
紋
衣

。
有
色
の
法
衣

・
燕
尾
帽
子

等
々
」
の

「法
衣
」
か
ら
逸
脱
し
た
チ
ン
ド
ン
屋
の
様
な
示

威
行
為
を
止
め
、
脱
ぎ
捨
て
、
破
り
捨
て
、
但
薄
墨
の
白
五

条
の

「法
衣
」
を
着
し
た
暁
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
は
、

暗
闇
を
カ
ミ
ソ
リ
で
音
も
無
く
切
り
裂
く
様
に
、
大
き
な
夜

明
け
を
迎
え
、
必
ず
正
し
い
意
識
変
改
が
出
来
る
事
と
思
う
。

貫
主
は
じ
め
能
化
の
人
々
は
、
家
を
出
て

「出
家
」
し
、

一
切
衆
生
成
仏
に
目
標
の
目
線
を
合
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
に
、

「出
家
」
し
た
は
ず
の
家

へ
還
俗
し
た
の
か
、
家
を

中
心
に
し
た
自
分
の
立
身
出
世
や
、
家
紋
に
象
徴
さ
れ
る

一

族
の
誉
れ
、
繁
栄
に
目
を
合
せ
て
い
る
事
に
な
る
。
袈
裟

・

衣
に
家
紋
を
入
れ
る
な
ど
謗
法
の
最
た
る
姿
で
あ
り
ま
す
。

ま
し
て
や
貫
主
が
鶴
丸
の
紋
を
入
れ
る
な
ど
、
日
蓮
大
聖
人

の

一
切
の
法
を
貫
主

一
人
だ
け
が
所
持
す
る
と
い
う

「貫
主

本
仏
思
想
」
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
姿
で
あ
り
、
謗
法
の

最
々
た
る
、
生
き
た
る
証
し
で
あ
り
ま
す
。
法
門
の
裏
付
は

微
塵
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
僧
を
足
腰
立

た
な
い
様
に
破
折
し
て
頂
き
た
い
。

法
門
の
裏
付
け
が
無
い
者
は
、
必
ず

「先
代
も
し
て
い
た

…
…
」
と
弁
解
に
終
始
す
る
で
し
ょ
う
が
、
先
代
の
先
代
の

先
代
の
先
代
…
…
行
き
尽
く
先
の
日
蓮
大
聖
人
様
は
、
行

っ

て
い
な
か
っ
た
事
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「金
口
嫡
嫡
」
、

三

器
の
水
を

一
器
に
写
す
が
如
く
」
と
言
い
張
り
乍
、
何
故

「法
衣
」
は
日
蓮
大
聖
人
様
の
如
く
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
身
近
な
先
代
も
先
代
も
先
代
も
先
代
も
何
ん
の
問
題
意

識
も
な
く

「法
衣
」
に
関
し
て
は
名
聞
名
利
の
お
し
ゃ
れ
着

と
し
て
謗
法
を
犯
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

自
分
を
偉
く
見
せ
た
い
。
自
分
の
法
臓

。
階
級
を
誇
示
し

た
い
。
自
分
を
大
き
く
見
せ
た
い
と
い
う
元
品
の
無
明
を
捨

て
る
事
は
、
凡
夫
だ
か
ら
出
来
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か

し
法
門
か
ら
逸
脱
す
る
事
に
気
付
き
、
子
竜
で
な
く
、
自
分

で
自
分
を
覆
い
、
小
僧
だ

っ
た
時
の
衣
免
許
、
袈
裟
免
許
、

果
て
は
出
家
し
た
時
の
初
々
し
い
初
心
の
凡
夫
僧
の
時
の
姿

に
思
い
を
馳
せ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
蓮
正
宗
の
良
き
伝
燈
で
あ
っ
た
、
僧
侶
が
亡
く
な
っ
た

時
、
遺
体
に
は
木
綿
の
薄
墨
の
法
衣
を
着
用
さ
せ
る
化
儀
も
、

今
は
亡
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

要
法
寺
の
影
響
を
受
け
て
か
ら
五
百
年
、

「貫
主
本
仏
思

想
」
と

「絵
柄
綾
織
紋
衣
」
に
何
ん
の
疑
間
も
感
じ
な
い
で
、

名
聞
名
利
を
刺
激
さ
れ
る
事
に
、
現
を
抜
か
し
て
来
た
。
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「貫
主
本
仏
思
想
」
の
矛
盾
に
気
付
い
た
な
ら
ば
、
同
時
に

「絵
柄
綾
織
紋
衣
」
の
矛
盾
に
気
付
い
て
貰
い
た
い
。

小
僧
の
時
か
ら
、
薄
墨
白
五
条
の
法
門
は
幾
度
も
教
示
さ

れ
た
が
、
紋
衣
が
何
故
必
要
な
の
か
と
の
教
示
は

一
度
も
受

け
た
事
が
な
い
し
、
書
物
、
資
料
も
眼
に
し
た
事
が
な
い
。

自
分
で
何
ん
の
為
に
着
て
い
る
の
か
も
説
明
出
来
な
い
着

物
を
着
続
け
る
愚
か
さ
よ
。
法
門
の
裏
付
け
が
無
い
も
の
は

所
詮
根
無
草
と
い
え
よ
う
。

お
か
し
い
と
思
う
な
ら
ば
、
自
分
だ
け
着
な
け
れ
ば
良
い

の
で
あ
っ
て
他
人
が
着
て
い
る
事
を
兎
や
角
言
う
な
と
い
う

方
々
が
い
ま
す
が
、
「営
家
三
衣
抄
」
を
出
す
ま
で
も
な
く
、

「法
衣
」
は
個
人
の
着
物
で
な
く
法
門
を
表
わ
し
た
も
の
で

す
か
ら
公
物
で
あ
り
ま
す
。
た
っ
た

一
人
で
も
法
門
に
叶
わ

な
い
も
の
を
着
て
い
れ
ば
、
全
体
に
関
わ
る
事
な
の
で
あ
り

ま
す
。

着
る
者
は
、
何
故
着
る
の
か
主
張
し
、
議
論
す
る
責
任
が

あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
様
、
日
興
上
人
様
、
日
目
上
人
様
か
ら
、

「何
を
着
て
る
ん
だ
」

「何
故
着
て
る
ん
だ
」

と
尋
ね
ら
れ
た
と
想
像
し
、
答
え
ら
れ
な
い
事
は
速
や
か
に

改
め
る
べ
き
だ
。

近
年
、

「絵
柄
綾
織
紋
衣
」
と
、

「差
貫
」

（僧
侶
の
階
級

を
色
に
よ
っ
て
表
現
す
る
袴
）
を
着
て
い
る
僧
侶
を
見
て
、

「変
だ
」
と
い
う
御
信
者
さ
ん
が
増
え
て
来
た
。
富
士
の
清

流
に
立
ち
帰
ろ
う
と
志
す
正
信
覚
醒
運
動
の
産
物
だ
と
思
う
。

御
信
者
さ
ん
が
気
付
い
て
く
れ
、
着
て
も
偉
く
見
え
な
く
な

り
、
着
る
事
が
恥
か
し
く
な
り
、
着
る
意
味
が
な
く
な
れ
ば

「絵
柄
綾
織
紋
衣
」
が
裸
の
王
様
に
な
る
。
法
門
の
裏
付
け

が
無
い
の
に
五
百
年
も
着
続
け
ら
れ
て
来
た
と
い
う
事
は
、

日
蓮
大
聖
人
様
が
、

「名
聞
名
利
は
今
世
の
か
ざ
り
」

持
妙
法
華
問
答
抄

（全
集
４
６
３
Ｐ
）

と
示
し
た
。
い
か
に
、
自
分
を
大
き
く
見
せ
よ
う
、
偉
く
見

せ
よ
う
と
の
凡
心
の
誘
惑
が
強
大
で
あ
る
か
が
良
く
分
る
の

で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
正
宗
の
沢
山
坊
さ
ん
が
着
て
い
て
も
、
誰

一
人
と
し

て
、
法
門
を
背
景
に
し
て
、

「ど
う
し
て
も
絵
柄
綾
織
紋
衣
を
着
る
必
要
が
あ
る
。
」
と

主
張
す
る
者
が
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
事
は
、
主

張
す
る
事
も
出
来
な
い
破
綻
を
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
五
百
年
も
着
続
け
て
来
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。



本
当
に
名
聞
名
利
の
心
と
は
恐
し
く
強
大
で
執
着
性
が
あ
り
、

強
欲
で
、
元
品
の
無
明
を
源
と
す
る
も
の
で
あ
る
事
が
、
良

く
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。

五
百
年
の
悪
習
が
崩
壊
す
る
事
は
大
変
な
事
で
す
が
、
富

士
の
清
流
に
立
ち
帰
る
為
に
は
御
信
者
さ
ん
の
力
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
坊
さ
ん
達
自
身
で
正
す
勇
気
が
無
い
の
で
す
か
ら
。


