
編

集

後

記
 

親
鸞
教
学
第
66
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
 

延
塚
助
教
授
は
、
親
鸞
教
学
60
号
に
続
い
て 

真
宗
大
学
開
学
の
精
神
に
つ
い
て
た
ず
ね
て
下 

さ
い
ま
し
た
。
と
く
に
今
回
は
、
福
沢
諭
吉
翁 

と
の
比
較
を
通
し
て
の
論
考
で
す
。
大
谷
大
学 

に
学
ぶ
も
の
と
し
て
、
日
頃
忘
れ
が
ち
で
あ
る 

淸
沢
先
生
の
深
さ
と
広
さ
を
あ
わ
せ
も
っ
た
志 

願
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
 

安
藤
助
教
授
に
は
、
大
谷
大
学
同
和
教
育
委 

員
会
で
研
究
課
題
と
さ
れ
て
き
た
「
業
」
の
問 

題
に
つ
い
て
の
論
文
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

ま
た
木
越
講
師
、
御
手
洗
特
別
研
修
員
に
は
、
 

日
頃
の
研
究
の
一
端
を
論
文
に
し
て
発
表
し
て 

い
た
だ
き
ま
し
た
。

関
戸
堯
海
先
生
の
原
稿
は
、
昨
年
十
月
六
日 

真
宗
学
会
大
会
の
記
念
講
演
に
、
加
筆
、
訂
正 

し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
本
大
会
で
は
、
 

三
明
助
教
授
と
と
も
に
日
蓮
聖
人
、
親
鸞
聖
人 

の

『
涅
槃
経
』
に
つ
い
て
講
演
を
い
た
だ
き
ま 

し
た
。
日
蓮
聖
人
も
親
鸞
聖
人
も
、
末
法
と
い 

う
、
釈
尊
ま
し
ま
さ
ぬ
時
を
生
き
る
も
の
と
し 

て
の
課
題
を
担
わ
れ
、
と
も
に
釈
尊
の
遺
教
で 

あ

る

『
涅
槃
経
』
に
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
両
先 

生
と
も
長
年
『
涅
槃
経
』
を
視
座
に
い
れ
た
研

究
を
続
け
て
お
ら
れ
、
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
た 

ご
講
演
で
し
た
。

「
先
生
、
私
は
救
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」 

講
義
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
茶
話
会
で
、
そ
う 

質
問
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
先
生
か
ら
は
「
ひ 

と
度
、
仏
法
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
安
心
し
て 

歩
め
ば
よ
い
」
と
い
う
趣
旨
の
答
え
を
い
た
だ 

「
い
た
よ
う
に
思
う
。
思
う
と
い
う
の
は
、
実
は
、
 

そ
の
答
え
に
つ
い
て
は
、
う
ろ
覚
え
な
の
で
あ 

る
。
そ
の
程
度
の
問
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し 

か
し
そ
の
答
え
が
今
に
な
っ
て
、
お
り
に
ふ
れ 

て
思
い
返
さ
れ
て
く
る
。

先
生
は
、
よ

く

『
涅
槃
経
』
の

「
依
法
不
依 

人
」
の
遗
教
の
こ
と
ば
を
紹
介
さ
れ
た
。
そ
し 

て
、
仏
法
は
、
人
に
依
る
の
で
は
な
い
、
法
に 

依
る
の
だ
。
釈
尊
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は 

な
い
、
釈
尊
も
目
覚
め
た
そ
の
法
に
依
っ
て
救 

わ
れ
る
の
だ
と
言
わ
れ
た
。

「
私
は
、
救
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い 

う
問
い
に
は
、

ど
こ
か
、

「
私
は
ど
う
な
っ
た 

ら
救
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
を
学
ん
だ 

ら
私
は
ど
う
変
れ
る
の
で
す
か
」
と
い
う
功
利 

性
を
含
ん
で
い
た
。

惟
う
に
「
人
に
依
る
な
」
と
は
、
他
人
に
依 

る
な
と
い
う
意
味
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
自

分
の
考
え
に
依
る
こ
と
も
、
ま
た
自
分
が
変
わ 

る
と
い
う
夢
を
見
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
の 

だ
ろ
う
。
実
は
、
自
分
が
変
わ
る
必
要
な
ど
な 

い
。

「
立
脚
地
」
こ
そ
転
じ
な
く
て
は
な
ら
な 

い
、
そ
れ
が
「
法
に
依
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ 

る
。
自
分
が
夢
想
し
て
い
た
救
い
は
ど
こ
に
も 

な
く
、
も
っ
と
確
か
な
歴
史
が
流
れ
て
い
る
。
 

そ
の
流
れ
に
預
か
り
な
が
ら
、
自
分
の
変
革
を 

夢
見
て
い
た
。
法
と
は
、
な
が
い
人
類
の
歴
史 

を
か
け
て
見
出
し
、
言
い
当
て
た
言
葉
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
な
言
葉
に
触
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ 

ら
ず
。
そ
の
言
葉
に
ふ
れ
た
と
い
う
事
実
に
は 

な
ん
の
感
動
も
も
た
ず
自
分
の
思
い
描
く
救
い 

を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

あ
る
宗
教
が
、
最
近
、

「
法
に
依
ら
ず
、
人 

に
依
る
」
こ
と
の
悲
惨
さ
を
、
文
字
ど
お
り
多 

く
の
犠
牲
を
払
っ
て
示
し
て
く
れ
て
た
。
そ
れ 

は
依
り
ど
こ
ろ
を
見
失
っ
た
現
代
の
混
迷
の
悲 

し
い
あ
だ
花
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
 

思
い
返
す
と
、
あ
の
問
い
へ
の
お
答
え
が
、
 

安
田
理
深
先
生
の
色
身
の
聲
咳
に
接
し
た
最
後 

の
機
会
と
な
っ
た
。
 

(

文

責

編

集
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