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親鸞聖人「安
あんじょうのごえい

城御影」（東本願寺蔵）

1255（建長 7）年、83 歳の時の親鸞聖人を描いた画。
三河国（愛知県）の安城に伝わったことから、「安城御影」と呼ばれる。
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浄
土
真
宗
の
宗

し
ゅ
う

祖そ

・
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
示じ

寂じ
ゃ
くの
後
、
京
都
の
東

山
に
小
さ
な
御お

墓は
か

所ど
こ
ろで
あ
る
「
大お

お

谷た
に

廟び
ょ
う

堂ど
う

」
が
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
お
堂
こ
そ
が
、
本
願
寺
の
起
源
な
の
で
す
。
そ
の

大
谷
廟
堂
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
「
本
願
寺
」
に
な
り
、
な

ぜ
東
西
本
願
寺
へ
と
分
か
れ
、
現
在
へ
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

本
書
で
は
、
本
願
寺
の
始
ま
り
で
あ
る
大
谷
廟
堂
の
創
建
か
ら
、

長
い
年
月
の
中
、
幾
多
の
変
遷
を
経
て
生
じ
た
分
派
の
流
れ
を

た
ど
り
、
特
に
現
在
の
東
本
願
寺
へ
と
発
展
す
る
軌
跡
を
訪
ね

て
い
き
ま
す
。

東
本
願
寺
は
、正
式
な
名
称
を
「
真し

ん

宗し
ゅ
う

本ほ
ん

廟び
ょ
う」
と
い
い
ま
す
。

真
宗
本
廟
と
は
、
親
鸞
聖
人
の
御ご

真し
ん

影ね
い

（
木
像
）
を
安
置
す
る

御ご

影え
い

堂ど
う

お
よ
び
本
尊
・
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

を
安
置
す
る
阿あ

弥み

陀だ

堂ど
う

を

中
心
と
す
る
聖
域
で
あ
り
、
真
宗
大
谷
派
の
崇そ

う

敬き
ょ
うの
中
心
、
ま

た
教

き
ょ
う

法ぼ
う

宣せ
ん

布ぷ

の
根
本
道
場
で
す
。
そ
れ
を
真
宗
本
廟
と
称
す
る
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の
は
、
真
宗
を
開か

い

顕け
ん

さ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
御
墓
所
で
あ
る
大
谷

廟
堂
を
起
源
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
聖
人
の
御
真
影
の
前
で
教

え
を
聞
き
あ
う
根
本
の
道
場
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
で
す
。

真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）
が
現
在
の
よ
う
に
巨
大
な
両
堂
と
、

広
大
な
寺
地
を
有
す
る
に
至
る
の
に
は
、
長
い
年
月
に
わ
た
っ

て
こ
の
本
廟
を
護
り
、
教
え
を
相
続
す
る
こ
と
に
努
め
ら
れ

た
先
人
達
の
ご
苦
労
と
、
真
宗
本
廟
に
対
す
る
崇
敬
の
懇こ

ん

念ね
ん

が

あ
っ
た
の
で
す
。

廟
堂
の
創
建
に
始
ま
り
、
衰す

い

微び

時
代
を
経
て
蓮れ

ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

の

再さ
い

興こ
う

、
さ
ら
に
戦
国
乱
世
に
巻
き
込
ま
れ
、
織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

や
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

、
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

な
ど
の
名
だ
た
る
武
将
と
の
関
わ
り
の
中
で

生
じ
た
東
西
分
派
、
そ
し
て
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の

四
度
の
火
災
に
よ
る
焼
失
と
再さ

い

建こ
ん

…
…
。
こ
れ
ら
ど
れ
一
つ

と
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
真
宗
に
生
き
た
人
々
の
教
え
を
伝
え
ん

と
す
る
志
願
が
流
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ご
一
緒
に
、
そ
の

歴
史
と
伝
統
の
物
語
を
ひ
も
解
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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親
鸞
聖
人
の
示
寂

親
鸞
聖
人
は
、
1
2
6
2
（
弘
長
2
）
年
11
月
28
日
に
90
年

の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
曽ひ

孫ま
ご

の
本
願
寺
第
3
代
覚か

く

如に
ょ

上
人
に
よ
る
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を

描
い
た
絵
巻
物
『
親
鸞
伝で

ん

絵ね

』（『
御ご

伝で
ん

鈔し
ょ
う』）
に
詳
し
く
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、〝
聖
人
は
弘
長
2
年
11
月
下
旬

の
頃
か
ら
少
し
病
気
気
味
に
な
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
後
は
、
世

俗
の
こ
と
は
口
に
せ
ず
、
た
だ
仏ぶ

っ

恩と
ん

の
深
い
こ
と
の
み
を
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。
他
の
言
葉
を
声
に
出
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
専も

っ
ぱら
称

し
ょ
う

名み
ょ
う

念
仏
の
絶た

え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
し
て
同
月
28
日
の
午
時
、
頭ず

北ほ
く

面め
ん

西さ
い

右う

脇き
ょ
うに
臥ふ

さ
れ

て
、
つ
い
に
念
仏
の
息
が
絶
え
ら
れ
た
〞
と
叙
述
さ
れ
て
い

ま
す
。
極
め
て
穏
や
か
な
最
期
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
葬
送
に
つ
い
て
は
、
お
住
い
は
京
都
左
京
の
あ
た

り
の
、
押お
し

小こ
う

路じ

南
・
万ま

で
の里
小こ

う

路じ

東
に
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ

こ
か
ら
遠
く
賀
茂
河か

東と
う

の
路
を
通
っ
て
、
京
都
の
東
山
の

麓ふ
も
と・
鳥と

り

部べ

野の

の
延え

ん

仁に
ん

寺じ

と
い
う
所
で
荼だ

毘び

に
付
さ
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
鳥
部
野
と
は
、
当
時
の
京
都
の
葬
送
地
と

し
て
著
名
な
場
所
で
、
京
都
の
東
山
、
現
在
の
清
水
寺
か
ら

西
大
谷
（
大お

お

谷た
に

本ほ
ん

廟び
ょ
う）
の
付
近
を
指
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
延

仁
寺
と
い
う
場
所
は
詳つ

ま
びら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

荼
毘
に
付
さ
れ
収

し
ゅ
う

骨こ
つ

さ
れ
た
聖
人
の
ご
遺
骨
は
、
同
じ
鳥

第

１
章



9 第 1章　親鸞聖人の示寂と大谷廟堂の創建

聖人示寂の図「本願寺聖人伝絵（康永本）」（東本願寺蔵）

聖人荼毘の図「本願寺聖人伝絵（康永本）」（東本願寺蔵）
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部
野
の
北
の
は
ず
れ
の
大
谷
と
い
う
所
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

大
谷
と
い
う
地
名
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
知ち

恩お
ん

院い
ん

の
敷
地
付
近
に
相
当
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
当
初
は
一
般

的
な
墓
の
よ
う
に
、
墓
標
と
し
て
四
角
の
石
柱
に
笠
を
の
せ

た
笠か

さ

塔と
う

婆ば

が
建
て
ら
れ
、
そ
の
回
り
を
垣
で
囲
う
と
い
う
簡

素
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

大
谷
廟
堂
の
創
立

と
こ
ろ
が
10
年
後
の
1
2
7
2
（
文
永
9
）
年
の
冬
の
頃
に
、

こ
の
墳ふ

ん

墓ぼ

が
改
葬
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
の
墓
所
か
ら
も
う
少

し
西
の
吉よ

し

水み
ず

の
北
の
は
ず
れ
に
遺
骨
を
掘
り
移
し
、
仏
堂
を

建
て
て
親
鸞
聖
人
の
影え

い

像ぞ
う

（
御ご

真し
ん

影ね
い

）
を
安
置
し
ま
し
た
。
こ

の
堂
が
「
大
谷
廟
堂
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
す
。
場
所
は
現
在

親鸞墓所の図「本願寺聖人親鸞伝絵（弘願本）」（東本願寺蔵）

大谷本願寺故地（崇泰院）


