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と
り
に
浮
か
び
上
が
る
親
鸞
像
が
必
ず
し
も
同

一
の
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
が
、
も
し
、
自
ら
の
描
く
親
鸞
像
を

正
当
化
し
そ
の
た
め
の
論
証
を
重
ね
て
い
く
こ

と
の
み
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
学
び
は

自
説
を
固
め
て
い
く
だ
け
の
方
向
性
を
も
つ
も

の
へ
と
変
異
し
て
い
く
危
険
性
を
も
ち
ま
す
。

そ
れ
は
自
ら
の
思
想
を
親
鸞
に
投
影
す
る
学
び

に
は
な
っ
て
も
、
親
鸞
に
学
ぶ
こ
と
に
は
な
り

得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
金
子
先
生
の
言
葉
に
照
ら
せ
ば
、
親
鸞
そ
の

人
に
憶
い
を
致
し
そ
の
教
え
に
学
ぶ
こ
と
は
、

迷
い
沈
み
立
ち
止
ま
る
こ
と
を
繰
り
返
す
現
実

生
活
の
な
か
に
、
確
か
な
生
き
る
道
が
開
か
れ

る
学
び
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

学
び
に
際
し
、
典
籍
の
研
究
や
文
献
読
解
に
厳

密
さ
を
求
め
る
こ
と
も
、
親
鸞
が
問
い
た
ず
ね

た
真
宗
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
志
願
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の

い
と
な
み
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　
本
号
所
収
の
論
考
で
は
、
ど
こ
ま
で
も
現
実

の
諸
問
題
に
向
き
合
う
中
で
、
人
生
の
帰
依
処

と
し
て
の
真
宗
を
問
い
、
師
教
聞
思
の
人
生
を

生
き
ら
れ
た
親
鸞
の
姿
が
尋
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
師
教
聞
思
の
人
生
に
学
ぶ
こ
と
が
、
私
た

ち
に
人
生
の
方
向
性
を
与
え
る
も
の
と
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
親
鸞
に
人
生
の
道
標
を
指
し
示
し
た
教
え
、

親
鸞
の
実
人
生
の
上
に
証
し
さ
れ
た
教
え
を
聞

思
し
、
自
己
の
生
き
方
を
主
体
的
に
問
い
尋
ね

る
「
聞
思
の
学
」
の
重
要
性
を
改
め
て
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
七
百
五
十
回
御
遠
忌
の
年

を
迎
え
ま
し
た
。
自
ら
の
学
び
の
あ
り
よ
う
が

「
聞
思
の
学
」
た
り
え
て
い
る
の
か
、
否
か
。

師
教
聞
思
の
人
生
を
生
き
、「
聞
思
し
て
遅
慮

す
る
こ
と
莫
れ
」
と
勧
励
さ
れ
た
親
鸞
そ
の
人

に
、
あ
ら
た
め
て
憶
い
を
致
し
た
い
と
思
い
ま

す
。 

（
文
責
　
西
本
）
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安
田
理
深

「
願
生
論
」
講
義
録
に
つ
い
て

　
本
号
よ
り
安
田
理
深
先
生
の
講
義
録
「
願
生

論
」
を
掲
載
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

概
要
・
経
緯
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
安
田
先
生
は
、
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年

度
か
ら
昭
和
四
一
（
一
九
六
六
）
年
度
ま
で
大

谷
大
学
文
学
部
に
お
い
て
真
宗
学
講
義
を
担
当

さ
れ
ま
し
た
。
一
九
六
一
年
は
親
鸞
聖
人
七
百

回
御
遠
忌
が
つ
と
め
ら
れ
た
年
で
あ
り
、
そ
の

年
の
八
月
に
は
、
安
田
先
生
が
生
涯
の
師
と
仰

が
れ
た
曽
我
量
深
先
生
が
大
谷
大
学
の
学
長
に

就
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
田
先
生
は
そ
の
四
月

に
大
谷
大
学
の
非
常
勤
講
師
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

翌
年
、
文
学
部
講
師
と
な
ら
れ
一
九
六
六
年
三

月
に
定
年
退
職
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、

一
九
六
七
年
に
結
核
で
入
院
さ
れ
る
ま
で
講
義

を
担
当
さ
れ
、
こ
の
間
、「
願
生
」
を
主
題
と

す
る
講
義
を
行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
講
義
の
題
目
は
、
最
初
の
二
年
間
は
「
願
生

浄
土
」、
そ
の
後
の
四
年
間
は
「
願
生
論
」
で

す
。
安
田
先
生
は
六
年
間
に
わ
た
り
「
願
生
」

と
い
う
一
貫
し
た
テ
ー
マ
を
、
毎
年
新
し
い
課

題
の
も
と
に
講
義
さ
れ
ま
し
た
。（
加
来
雄
之

「
安
田
理
深
　
昭
和
三
十
六
年
度
講
義
「
願
生
論

ノ
ー
ト
」
翻
刻
」『
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
二

四
号
「
解
説
」
参
照
）

　
こ
の
講
義
の
た
め
に
、
先
生
自
身
が
作
成
さ

れ
た
自
筆
ノ
ー
ト
が
五
冊
残
さ
れ
て
い
ま
す

（
相
応
学
舎
蔵
）。
ま
た
、
講
義
の
録
音
テ
ー
プ

は
昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
度
と
昭
和
四
一

（
一
九
六
六
）
年
度
の
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
（
大
谷
大
学
蔵
）。

　
こ
の
度
、
掲
載
す
る
の
は
昭
和
三
八
（
一
九

六
三
）
年
度
の
講
義
録
で
す
。
ま
だ
貴
重
で
あ

っ
た
録
音
テ
ー
プ
に
よ
る
記
録
が
残
さ
れ
た
の

は
、
当
時
、
真
宗
学
研
究
室
に
お
ら
れ
た
広
瀬

杲
・
伊
東
慧
明
の
両
氏
が
、
私
費
を
投
じ
て
近

代
真
宗
学
の
先
輩
の
記
録
を
残
そ
う
と
し
て
く

だ
さ
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
そ
の
録
音
テ
ー

プ
は
神
戸
和
麿
氏
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
二
〇

〇
五
年
度
の
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
一
般

研
究
「
安
田
理
深
「
願
生
論
」
の
研
究
」
の
資

料
収
集
に
お
い
て
確
認
さ
れ
、
広
瀬
・
伊
東
両

氏
の
了
解
を
得
て
、
真
宗
学
会
の
援
助
に
よ
り

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
三
八
年
度
の
講
義
の
た
め
に
作
成
さ
れ

た
自
筆
ノ
ー
ト
で
は
、
内
題
が
「
願
生
論
」
と

な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
前
期
と
後
期
の
テ
ー
マ

が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
1
．
自
覚
　D

as Erw
achen 

　
　
　
　aus einem

 w
ahn erw

achen

　
2
．
言
葉
　D

ie Sprache

ノ
ー
ト
の
巻
末
に
は
、
試
験
問
題
が
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

名
号
の
教
学
的
意
義
に
つ
い
て
　
昭
和
三
十

八
年
度
レ
ポ
題
目

安
田
先
生
が
真
宗
仏
教
に
お
け
る
教
学
的
主
題

と
し
て
の
「
願
生
」
を
、「
自
覚
」
と
「
言

葉
」
と
い
う
視
点
か
ら
講
義
さ
れ
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
講
義
の
骨
格
は
ノ
ー
ト

に
記
さ
れ
た
主
題
に
そ
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際

に
な
さ
れ
た
講
義
の
内
容
は
自
由
闊
達
に
展
開

し
て
い
ま
す
。

　
今
号
か
ら
の
掲
載
の
間
、「
入
出
二
門
の
源

泉
」
の
題
で
連
載
し
て
い
ま
し
た
『
入
出
二
門

偈
』
の
講
義
録
は
休
載
い
た
し
ま
す
。『
入
出

二
門
偈
』
の
会
を
主
催
さ
れ
た
岐
阜
慈
光
会
の

森
智
誠
氏
に
は
休
載
に
つ
い
て
ご
快
諾
を
い
た

だ
き
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

 

（
大
谷
大
学
真
宗
学
会
　
親
鸞
教
学
編
集
部
）


