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露
子
と
仏
教
思
想 

「
恵
日
庵
」 

尼
衣
念
ぶ
つ
な
が
ら
に
わ
が
か
づ
く
こ
こ
ろ
か
な
し
き
こ
ほ
ろ
ぎ
の
家 

 

巻
な
る
か
の
君
に
似
た
る
宿
世
」
と
、
わ
た
し
の
薄
幸
な
過
去
（
宿
世
）
と
余

生
は
、「
浮
舟
」
に
似
て
い
る
と
い
う
。 

 

 

露
子
と
宇
治
十
帖
と 

仏
教
思
想(

主
に
法
華
経)

の
一
考
察 

㈡ 
 

会
員 

久
保
満
夫 

 

西
国
巡
礼
三
十
三
度
行
者
の
研
究
家 

 

念
仏
三
昧
に
世
を
す
ね
暮
ら
し
た
と
云
は

る
ゝ
石
川
畔
の
小
家
は
、
そ
れ
は
庵
室
と
云
ふ
よ

り
は
香
を
た
き
文
を
よ
み
人
を
思
ふ
に
よ
い
山

荘
と
こ
そ
よ
び
た
い
。･

･
･

仏
像
を
も
と
め
て
持

仏
堂
を
、
閼
伽
水
用
の
井
戸
も
掘
ら
せ
る
な
ど

（『
石
上
露
子
集
』
松
村
緑
編 

中
央
公
論
新
社
）

と
、
「
恵
日
庵
」
で
は
、
念
仏
三
昧
に
仏
像
を
求

め
て
、
持
仏
堂
を
閼
伽
用
の
井
戸
を
掘
ら
せ
る
な

ど
の
構
想
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

露
子
は
、
好
ん
で
鈍

に

び

色
の
衣
を
着
て
い
る
。
正
平

と
の
恋
が
結
ば
れ
ず
、
尼
衣
を
着
て
、
念
仏
を
唱
え

て
い
る
尼
僧
の
よ
う
な
も
の
と
詠
ん
で
い
る
。 

 

「
京
へ
」 

な
つ
か
し
の
京
の
鐘
の
音
、
上
賀
茂
の
ほ
と
り
ち
か
く
、
の
ち
は
銀
閣
寺
の

畔
、
せ
ゝ
ら
ぎ
の
ひ
ゞ
き
に
ま
ぎ
ら
ひ
て
き
く
に
し
大
谷
の
中
の
谷
、
代
々
の

み
は
か
の
ま
へ
に
日
ご
と
の
様
に
お
父
様
と
よ
び
か
け
て
、
今
こ
そ
流
る
ゝ
に

ま
か
す
涙
の
い
く
す
ぢ
。 

身
も
こ
ゝ
ろ
も
病
み
つ
か
れ
て
（
前
同
）。 

杉
山
家
の
墓
地
は
、
浄
土
宗
西
方
寺
（
富
田
林
市
）
に
あ
る
。
京
の
西
大
谷

は
、
露
子
が
二
人
の
息
子
の
進
学
の
と
き
に
女
中
一
人
を
連
れ
て
住
居
を
京
に

移
し
た
。
そ
の
時
に
よ
く
墓
参
に
訪
れ
た
（
親
鸞
の
本
願
寺
発
祥
の
地
）。 

 

杉
山
家
の
菩
提
寺
は
、
興
正
寺
富
田
林
別
院
で
あ
る
（
真
宗
）。
後
の
一
基
は

高
貴
寺
に
あ
る
。（
露
子
が
次
男
好
彦
の
三
回
忌
に
建
立
）。
河
南
町
平
石
に
あ

る
。
好
彦
は
、
静
寂
な
山
寺
、
高
貴
寺
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
一
人
で 

よ
く
来

た
と
い
う
。
露
子
は
、
母
子
三
人
の
永
遠
の
住
処
に
選
ん
だ
（
律
宗
か
ら
改
宗

し
、
真
言
宗
）。（『
ひ
た
に
生
き
て
』
芝
曻
一
遺
稿
集 

石
上
露
子
を
語
る
集
い

編
よ
り
抜
粋
）。 

昭
和
二
一
年
十
二
月
三
日
、
露
子
は
女
中
の
カ
ヨ
を
伴
っ
て
富
田
林
の
旧
宅

へ
帰
っ
た
。
形
見
の
家
は
荒
れ
る
に
任
せ
、
軒
も
朽
ち
、
柱
も
ゆ
が
み
、
物
の 

怪
な
ど
も
住
み
そ
う
な
家
の
片

す
み
の
い
ろ
り
の
灰
は
冷
え
た

ま
ま
だ
っ
た
。 

 

気
位
の
高
い
露
子
は
、
老
女
中

一
人
を
支
え
に
人
の
世
の
秋
の

終
り
の
虫
の
音
の
節
の
哀
れ
を

聴
き
な
が
ら
、
そ
の
晩
年
を
過
ご

し
た
（
『
石
上
露
子
文
学
ア
ル
バ

ム
』 

松
本
和
男
編
）。 

 

 

露子歌碑（高貴寺） 

人
生
の
四
苦
（
生
老
病
死
）
の
苦
悩
の
大
海
に
あ
っ
て
も
、
愛
別
離
苦
、

怨
憎
会
苦

お

ん

ぞ

う

え

く

（
怨
み
憎
ん
で
い
る
者
と
会
う
苦
し
み
）、
求
不
得
苦

ぐ

ふ

と

っ

く

（
求
め
て
も

得
ら
れ
な
い
苦
し
み
）
五
盛
陰
苦

ご

じ

ょ

う

お

ん

く

（
肉
体
・
精
神
上
の
苦
の
総
称
の
五
陰
が
盛

ん
で
あ
る
こ
と
か
ら
起
る
苦
し
み
）
な
ど
、
仏
教
思
想
の
四
苦
八
苦
の
苦
悩
を

露
子
は
短
歌
や
美
文
等
の
文
学
に
生
か
し
た
人
で
あ
る
と
考
え
る
。 

寺
内
町
の
地
域
の
伝
統
的
行
事
、
宗
教
的
儀
礼
、
杉
山
家
や
河
澄
家
等
の
親

戚
関
係
に
よ
る
代
々
の
お
墓
参
り
な
ど
の
生
活
環
境
の
中
で
、
育
く
ま
れ
た
露

子
。
彼
女
は
、
幼
少
期
か
ら
仏
教
思
想
に
な
じ
ん
で
き
た
と
考
え
る
。
ま
た
、

古
典
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
、
王
朝
文
学
に
親
し
ん
で
い
た
か
ら
、
法
華
経
思

想
を
知
る
機
会
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。 

  

晩
年
の
和
歌
で
、「
人
の
世
の
旅
路
の
は
て

の
夕
づ
く
日
あ
や
し
き
ま
で
も
胸
に
し
む
か

な
」
と
詠
ん
で
い
る
。
わ
た
し
の
人
生
は
、
旅

路
の
果
て
の
夕
日
の
あ
や
し
い
ま
で
の
美
し

さ
に
惹ひ

き
つ
け
ら
れ
て
、心
に
深
く
し
み
い
る

と
歌
っ
て
い
る
。波
乱
万
丈
の
劇
の
よ
う
な
人

生
で
あ
っ
た
が
、最
後
ま
で
愛
執
に
苦
悩
し
た

露
子
は
、ひ
と
り
超
然
と
生
き
る
な
か
に
、「
孤

高
の
人
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
華
や
か
な

美
し
い
人
生
の
ロ
マ
ン
を
求
め
て
い
た
と
私

は
思
い
た
い
。 

 

夢
浮
橋
へ
の
思
い 

薫
は
、
浮
舟
の
死
を
知
り
、
わ
が
宿
世
の
拙
さ
を
嘆
い
て
「
か
か
る
こ
と
の
筋

に
つ
け
て
、
い
み
じ
う
も
の
思
ふ
べ
き
宿
世
な
り
け
り
、
さ
ま
異
に
心
ざ
し
た 

り
し
身
の
思
ひ
の
外
に
、
か
く
、
例
の
人
に
て
な
が

ら
ふ
る
を
、
仏
な
ど
も
憎
し
と
見
た
ま
ふ
に
や
、
人

の
心
を
起
こ
さ
せ
む
と
て
、
仏
の
し
た
ま
ふ
方
便

は
、
慈
悲
を
隠
し
て
、
か
や
う
に
こ
そ
は
あ
な
れ
」

と
（
蜻
蛉
）
。
自
分
は
、
男
女
の
道
に
つ
け
て
、
ひ

ど
く
悲
し
い
思
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
運
だ

っ
た
。
道
心
を
起
こ
さ
せ
よ
う
と
し
て
仏
の
な
さ
れ

る
方
便
は
、
慈
悲
を
お
隠
し
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う

に
苦
し
み
を
お
与
え
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
た
だ

勤
行
ば
か
り
し
て
い
る
薫
で
あ
る
。
ま
た
、 

 
 

法
の
師
と
た
づ
ぬ
る
道
を
し
る
べ
に
て
思
わ
ぬ
山
に
踏
み
惑
ふ
か
な 

僧
都
を
仏
法
の
師
と
思
っ
て
山
道
を
分
け
て
訪
ね
て
き
た
が
、
そ
の
山
道
が

あ
な
た
（
浮
舟
）
の
と
こ
ろ
に
導
い
て
く
れ
る
道
と
な
っ
て
、
わ
た
し
は
思
い

も
か
け
な
い
恋
の
山
に
踏
み
迷
っ
て
い
る
と
い
う
（
夢
浮
橋
）。 

浮
舟
は
、
死
を
決
意
し
、
匂
宮
の
文
殻
を
処
分
す
る
。「
昔
は
、
懸
想
ず
る
人

の
あ
り
さ
ま
の
い
づ
れ
と
な
き
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
た
だ
に
こ
そ
、
身
を
投
ぐ

る
た
め
し
も
あ
り
け
れ
」
と
、
昔
は
、
懸
想
す
る
思
い
が
い
ず
れ
も
優
劣
の
つ

け
ら
れ
な
い
の
に
思
い
悩
ん
で
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
さ
え
川
に
身
を
投
げ
る
例

も
あ
っ
た
と
、（
浮
舟
）
万
葉
集
の
三
角
関
係
を
思
い
出
し
て
い
る
。
例
え
ば

万
葉
集
の
真
間
手
児
名
・
莵
原
処
女
や
桜
児
な
ど
、
二
人
の
男
の
板
挟
み
と
な

っ
て
入
水
、
あ
る
い
は
経
死
し
た
女
の
伝
承
は
少
な
く
な
い
。
浮
舟
は
、
匂
宮
、

薫
と
の
関
係
に
よ
り
、
高
貴
な
男
性
二
人
に
板
挟
み
と
な
っ
て
不
貞
を
犯
し
、

世
間
の
笑
い
者
に
な
る
の
で
は
、
と
う
て
い
生
き
て
は
お
ら
れ
な
い
と
の
気

持
、
苦
悩
か
ら
、
死
を
決
意
す
る
。 

人
生
の
「
は
か
な
さ
」
を
、
思
い
知
る
浮
舟
は
、「
鐘
の
音
の
絶
ゆ
る
ひ
び 

    

 

露
子
の
人
生
を
考
え
る
と
、
自
伝
「
落
葉
の
く
に
」
恵
日
庵
で
、
親
の
取
り

決
め
た
結
婚
と
い
う
悲
し
い
気
持
ち
と
正
平
と
の
結
ば
れ
ぬ
悲
恋
を
思
っ
て
、

念
仏
を
唱
え
て
い
る
尼
の
よ
う
な
も
の
と
詠
っ
て
い
る
。「
思
ふ
か
な
宇
治
の 

ま

と

め 
 

①
露
子
と
宇
治
十
帖
に
つ
い
て
は
、
短
歌
「
浮
舟
」
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
、
浮
舟
の
宿
世
と
の
こ
る
命
、
余
生
ま
で
似
通
っ
て
い
る
。
正
平
と
の
身
を

焼
く
よ
う
な
恋
、
夫
と
の
形
ば
か
り
の
生
活
に
苦
し
ん
だ
結
婚
生
活
（
愛
別
離

苦
・
怨
憎
会
苦
）
。
そ
の
苦
し
み
を
、
美
文
や
短
歌
に
生
か
し
た
と
考
え
る
。 

 

②
宇
治
十
帖
と
仏
教
思
想
に
つ
い
て
は
、
阿
弥
陀
経
、
往
生
要
集
、
大
般
涅

槃
経
か
ら
の
引
用
も
あ
る
が
、「
総
角
」
で
の
不
軽
（
不
軽
菩
薩
品
）、「
手
習
」

で
の
竜
女
（
提
婆
達
多
品
）
の
仏
教
説
話
を
は
じ
め
と
す
る
妙
法
蓮
華
経
に
典

拠
を
も
つ
も
の
が
、圧
倒
的
に
頻
度
が
高
く
、法
華
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。 

 

作
者
紫
式
部
の
法
華
経
の
習
熟
度
は
高
い
と
評
価
で
き
る
。 

 

法
華
経
で
し
か
説
か
れ
て
い
な
い
竜
女
成
仏
（
女
人
成
仏
）
は
、
す
べ
て
の

女
性
が
幸
福
境
涯
を
確
立
す
る
道
を
明
か
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

 

③
露
子
と
仏
教
思
想
に
つ
い
て
は
、「
恵
日
庵
」
で
、
念
仏
三
昧
に
仏
像
を

求
め
持
仏
堂
や
閼
伽
水
用
の
井
戸
の
構
想
ま
で
あ
っ
た
。好
ん
で
鈍
色
の
衣
を

着
、
自
身
が
尼
衣
を
着
て
、
念
仏
を
唱
え
て
い
る
尼
僧
の
よ
う
な
も
の
と
い
っ

て
い
る
。 

 

寺
内
町
の
伝
統
的
行
事
や
宗
教
的
儀
礼
な
ど
を
通
じ
て
、幼
少
期
か
ら
仏
教

思
想
に
な
じ
ん
で
い
た
。『
源
氏
物
語
』
な
ど
王
朝
文
学
な
ど
か
ら
も
、
法
華

経
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。 

 

④
宇
治
十
帖
の
最
後
の
巻
の
夢
浮
橋
で
、
人
生
の
「
は
か
な
さ
」
を
思
い
知

る
浮
舟
の
出
家
後
の
読
経
が
法
華
経
と
い
わ
れ
て
い
る
。宇
治
十
帖
に
関
わ
る

人
々
の
苦
悩
・
恋
愛
・
嘆
き
な
ど
の
心
の
拠
り
所
と
し
て
仏
教
思
想
・
法
華
経

思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。尼
と
な
っ
て
浮
舟
は
、夢
の
浮
橋
を
渡
り
、

薫
と
逢
い
、
手
を
と
り
あ
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
想
い
が
あ
る
。
霧
に
包
ま
れ

た
川
も
や
が
て
晴
れ
や
か
な
空
の
下
に
出
る
よ
う
に
、二
人
は
夢
の
浮
橋
を
渡

っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。 

 

浮
舟
と
「
似
た
る
宿
世
」
と
詠
ん
だ
露
子
の
来
世
は
、
正
平
と
の
ロ
マ
ン
の

世
界
を
願
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
露
子
は
明
星
派
歌
人
で
あ
っ
た
）。
ま
た
、

人
道
思
想
や
反
戦
思
想
に
芽
生
え
て
い
る
短
歌
や
美
文
（「
み
い
く
さ
に
こ
よ 

ひ
誰た

が
死
ぬ
さ
び
し
み
と
髪
ふ
く
風
の
行
方
見
ま
も
る
」、『
兵
士
』
な
ど
）
を 

読
む
と
、
平
和
を
求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

  
 
 

お
わ
り
に 

 

法
華
経
寿
量
品
第
十
六
に
、「
衆
生
所
遊
楽
」
の
一
偈
が
あ
る
。
人
間
は
、

現
世
に
楽
し
む
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
と
説
い
て
い
る
。
人
間
は
苦
し
む
た
め
、

宿
世
に
泣
く
た
め
に
こ
の
世
の
中
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

 

最
後
に
、
宮
本
代
表
よ
り
種
々
の
ご
指
摘
賜
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

『
源
氏
物
語
』
で
宇
治
十
帖
は
、
大
変
、
仏
教
色
が
強
く
出
て
お
り
、
作
者

が
異
な
る
の
で
は
と
云
う
説
の
一
つ
の
根
拠
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。・
・
・ 

（
テ
ー
マ
の
）
試
み
は
、
ま
こ
と
に
壮
大
な
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。・
・
・ 

「
宇
治
十
帖
」
は
露
子
の
思
い
入
れ
の
濃
い
巻
で
す
」
と
の
ご
指
摘
に
深
謝
し

ま
す
。
大
石
照
子
氏
は
じ
め
、「
石
上
露
子
を
語
る
集
い
」
の
諸
兄
諸
姉
の
ご

協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

き
に
音
を
そ
へ
て
わ
が
世
尽
せ
ぬ
と
君
に
伝
え
よ
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
に

は
、
あ
の
誦
経
の
音
が
消
え
て
ゆ
く
響
き
に
わ
た
し
の
泣
く
音
を
そ
え
て
、
わ
た 

し
が
死
ん
だ
と
母
に
伝
え
て
ほ
し

い
。
そ
し
て
、
い
つ
か
、
き
っ
と

薫
と
逢
い
、
夢
の
浮
橋
を
渡
り
、

静
か
に
手
を
と
り
あ
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
と
い
う
浮
舟
の
想
い

が
あ
る
。 

 

私
は
、
尼
と
な
っ
た
浮
舟
が
霧

に
包
ま
れ
た
川
も
や
が
て
晴
れ

や
か
な
空
の
下
に
出
る
よ
う
に
、

幸
せ
の
夢
の
浮
橋
を
渡
っ
て
い

く
で
あ
ろ
う
と
思
い
た
い
。 

  
 

 

 

「恵日庵」平面想像図 
（平成 12 年小板橋第四号より） 

 

54 帖夢浮橋（ゆめのうきはし） 

 

コミック「あさきゆめみし」 
（大和和紀著） 

 

 

経本墨書 法華経残次（東京国立博物館）
「法華経の美術」より 平安後期 

 


