
編

集

後

記

『親
鸞
教
学
』
第
九
一
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
 

今
号
も
発
刊
が
遅
れ
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び
申 

し
上
げ
ま
す
。

巻
頭
に
は
延
塚
知
道
教
授
の
「宿
業
の
身
が 

開
く
願
心
荘
厳
の
浄
土
」
と
題
す
る
論
考
を
掲 

載
し
ま
し
た
。
世

親

の

『浄
土
論
』
に
説
か
れ 

る
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
に
つ
い
て
、
親 

鸞
が
九
つ
の
功
徳
に
注
目
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
 

特
に
そ
の
中
の
清
浄
功
徳
と
量
功
徳
の
も
つ
意 

義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

井
上
尚
実
専
任
講
師
の
「
「
た
だ
念
仏
」

の 

原
型
—

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
「彼
岸
道
品
」
 

に
謳
わ
れ
る
念
仏
と
信
心
」
は
、
『
ス
ッ
タ
ニ 

パ
ー
タ
』
に
見
ら
れ
る
釈
尊
と
バ
ラ
モ
ン
の
求 

道
者
と
の
問
答
に
「た
だ
念
仏
」
の
原
型
が
見 

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
仏
教
研 

究
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
尋
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

西
本
祐
攝
助
教
の
「
石
水
期
・
清
沢
満
之
に 

お
け

る
「現
生
正
定
聚
論
」
の
究
明(

上)
I
 

清
沢
満
之
に
お
け
る
「現
在
安
住
」
の
思
想
的 

背
景
—
」
は
、
「在
床
懺
悔
録
」
に
お
け
る
清 

沢
の
親
鸞
思
想
の
考
究
に
重
き
を
置
き
、
清
沢 

が
親
鸞
の
「現
生
正
定
聚
」
を
ど
の
よ
う
に
了 

解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

任
期
制
助
教
の
斉
藤
研
氏
か
ら
は
「坂
東
本 

『教
行
信
証
』
「信
巻
」
〃
序
前
の
文
〃
試
論
」 

を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「信
巻
」
別
序 

に
先
立
っ
て
、
な

ぜ

『涅
槃
経
』
の
文
が
置
か 

れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
特

に

「国
王
意 

識
」
と
い
う
人
間
の
問
題
を
通
し
て
述
べ
ら
れ 

て
い
ま
す
。

本
学
研
修
員
の
森
剛
史
氏
に
は
「近
代
初
頭 

の
真
俗
二
諦
論
と
そ
の
歴
史
的
課
題
」
と
題
し 

て
日
頃
の
研
究
の
成
果
を
発
表
い
た
だ
き
ま
し 

た
。
明
治
期
に
お
け
る
本
願
寺
教
団
の
真
俗
ー
ー 

諦
論
に
つ
い
て
述
べ
た
上
で
、
清
沢
満
之
の
ー
ー 

諦
論
の
独
自
性
を
尋
ね
、
真
宗
に
お
け
る
道
徳 

の
問
題
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

以
上
の
論
文
に
加
え
、
安
田
理
深
先
生
の
講 

義

「
入
出
二
門
の
源
泉
」
の
筆
録
か
ら
「仏
法 

不
思
議
」
の
題
で
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
 

昨
年
十
月
二
十
四
日
に
、
当
学
会
に
対
し
深 

い
学
恩
を
頂
戴
し
た
細
川
行
信
先
生
が
ご
逝
去 

に
な
ら
れ
ま
し
た
。
生
涯
を
通
し
て
真
宗
教
学 

史
の
ご
研
究
に
取
り
組
ま
れ
、
沢
山
の
著
書
を 

世
に
問
わ
れ
ま
し
た
。
学
恩
に
対
し
て
心
よ
り 

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
謹
ん
で
哀
悼 

の
意
を
表
し
ま
す
。

仏
教
が
人
間
の
苦
悩
を
見
つ
め
、
時
代
の
変 

遷
と
と
も
に
歩
み
続
け
て
き
た
こ
と
を
思
う
時
、
 

真
宗
の
学
び
も
現
代
の
中
で
明
ら
か
な
表
現
を 

取
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
改
め
て
先
人
の 

遺
さ
れ
た
言
葉
に
触
れ
る
と
き
、
ど
の
時
代
も 

「現
代
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
気
を 

つ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
代
に
向 

き
合
い
、
現
代
に
応
答
し
て
い
る
つ
も
り
で
、
 

実
は
時
代
に
流
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
い 

く
と
い
う
学
び
の
姿
勢
で
あ
る
。

か
つ
て
安
田
理
深
先
生
は
曽
我
先
生
の
思
索 

を

「赤
表
紙
と
新
聞
」(

安
田
理
深
選
集
補
巻) 

と
押
え
ら
れ
た
。
赤
表
紙
と
は
聖
教
を
指
し
、
 

新
聞
と
は
現
実
の
問
題
を
指
し
て
い
る
が
、
変 

わ
る
こ
と
の
な
い
真
理
と
人
間
の
現
実
の
間
を 

歩
み
続
け
ら
れ
た
の
が
曽
我
先
生
の
思
索
で
あ 

る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

「現
代
教
学
は
現
代
化
さ
れ
た
教
学
と
い
う
の 

で
は
な
い
、
現
代
的
人
間
を
し
て
本
来
的
自
己 

を
恢
復
せ
し
め
る
と
い
、つ
意
味
で
あ
る
」
と
言 

わ
れ
る
。
現
代
的
な
装
い
を
整
え
る
の
で
は
な 

く
、
現
代
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
真
宗
の
根 

本
課
題
を
尋
ね
る
こ
と
の
重
要
さ
を
痛
感
し
て 

い
る
。
 

(

文

責

一
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