
観
経
疏
・
定
善
義

臼

井

教

授

正
信
偈 

江
上
助
教
授

大
無
量
寿
経 

藤

嶽

講

師

無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈

加

来

講

師

英

訳

歎

異

抄

佐

藤

講

師

演
習 

歎

異

抄(

四
回
生)

細

川

教

授

歎

異

抄(

三

・
四
回
生)

幡

谷

教

授 

歎

異

抄(

三

・
四
回
生)

臼

井

教

授 

歎

異

抄(

三

・
四
回
生)

小

野

教

授 

歎

異

抄(

三

・
四
回
生)

神

戸

教

授 

歎

異

抄(

三

・
四
回
生)

江
上
助
教
授 

歎

異

抄(

三

・
四
回
生)

安
富
助
教
授 

歎

異

抄(

三
回
生)

延
塚
助
教
授

編

集

後

記

『
親
鸞
教
学
』
第
五
十
六
号
、
今
回
も
ま
た 

発
刊
の
遅
れ
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ 

ま
す
。
今
号
に
は
、
昨
年
度
の
学
会
大
会
で
の 

佐
藤
正
英
先
生
の
講
演
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
 

掲
載
を
快
諾
い
た
だ
き
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ 

ま
す
。
ま
た
、
梶
山
雄
一
先
生
に
は
幡
谷
明
著 

『
曇
鸞
教
学
の
研
究
』
に
対
す
る
書
評
を
、
本 

多
弘
之
先
生
に
は
寺
川
俊
昭
著
『
教
行
信
証
の 

思
想
』
の
紹
介
の
原
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

こ
こ
に
両
先
生
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

巻
頭
の
廣
瀬
先
生
の
論
文
は
五
十
四
号
の
続
編 

で
す
。
先
生
は
昨
年
度
を
も
っ
て
定
年
退
職
さ 

れ
ま
し
た
が
、
大
谷
大
学
の
真
宗
学
徒
に
多
く 

の
問
題
提
起
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
先
生 

の
現
在
進
行
形
の
学
び
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
 

あ
ら
た
め
て
今
後
の
真
宗
学
の
展
望
を
切
り
開 

く
こ
と
が
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が 

思
わ
れ
ま
す
。

宗
教
は
時
代
社
会
を
超
え
た
普
遍
的
な
価
値 

・
意
味
に
つ
い
て
述
べ
伝
え
て
き
た
。
自
己
の 

根
本
的
成
立
、
人
間
存
在
の
根
拠
、
生
の
出
発 

点
、
人
生
全
体
の
意
味
等
、
実
存
的
な
不
安
を 

契
機
と
し
て
、
自
己
の
在
り
方
と
人
生
の
全
体

が
根
本
か
ら
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
の
説 

示
す
る
問
題
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
そ 

の
こ
と
に
つ
い
て
始
め
か
ら
安
易
な
答
え
を
持 

っ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
安
易
な
答
え
は
答 

え
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
問
題
は
ど
こ 

ま
で
も
自
己
の
全
責
任
に
お
い
て
問
い
尽
く
さ 

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
こ
の 

よ
う
な
問
い
に
お
い
て
逆
に
自
己
が
呼
び
出
さ 

れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
た
と
え
教
え
の
言 

葉
を
借
り
る
に
せ
よ
、
自
己
自
身
に
よ
る
生
き 

る
意
味
、
生
き
る
根
拠
の
設
定
は
、
そ
の
全
体 

が
自
身
の
想
念
の
内
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の 

想
念
に
先
立
っ
て
あ
る
事
実
へ
の
目
覚
め
を
促 

す
の
が
教
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
に
宗
教 

と
い
わ
れ
る
べ
き
事
柄
は
常
に
何
ご
と
か
に
執 

着
す
る
こ
と
で
自
己
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
間
存 

在
の
変
革
を
結
論
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
人
間
は
自
己
を 

超
え
た
視
点
を
見
失
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
が
不 

安
を
解
消
す
る
た
め
に
生
み
出
し
た
幻
想
で
あ 

る
と
し
た
。
そ
し
て
自
然
も
人
間
も
、
人
間
に 

よ
っ
て
自
由
に
支
配
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
何
か
に
支
配 

さ
れ
る
形
で
主
体
性
を
放
棄
し
て
い
く
こ
と
か 

ら
の
転
換
と
い
う
一
つ
の
重
要
な
意
味
を
も
つ 

こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
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て
現
代
の
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
自 

身
の
生
み
出
し
た
技
術
文
明
に
よ
っ
て
自
ら
を 

破
滅
の
危
機
に
追
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
事
態 

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
天
災
で
は
な
く
て
人
間 

の
生
み
出
し
た
問
題
で
あ
る
。
自
己
の
生
き
る 

世
界
を
所
有
の
対
象
、
生
産
の
手
段
と
し
て
扱 

っ
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
す
べ
て
を
対
象
化
し 

手
段
化
し
、
モ
ノ
と
し
て
い
く
こ
と
で
、
人
間 

自
身
は
全
体
的
同
一
性
を
失
っ
て
私
的
関
心
に 

閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
。

現
代
は
地
球
的
規
模
で
人
間
の
在
り
方
の
問 

題
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
宗 

教
に
対
し
て
も
未
来
の
展
望
を
開
く
た
め
の
発 

言
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
は
伝
統
的
に
我 

執
に
基
づ
く
自
繩
自
縛
の
事
態
を
超
え
る
こ
と 

を
説
い
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
の
厚
か 

ま
し
い
夢
想
に
答
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自 

己
の
在
り
方
の
転
換
を
迫
る
自
得
自
証
の
事
柄 

で
あ
る
。
特
に
現
代
情
況
に
あ
っ
て
、
宗
教
に 

対
し
て
の
曖
昧
な
待
望
が
目
立
っ
て
き
て
い
る 

に
つ
け
、
人
間
を
根
本
か
ら
問
う
視
点
の
重
要 

さ
が
思
わ
れ
る
。
 

(

文

責

・
安
藤)

追 

記

V

『
親
鸞
教
学
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
あ
り 

ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
価
格
等
は 

左
記
の
通
り
で
す
。
号
に
よ
っ
て
は
残
部
が
僅 

か
で
す
が
、
ご
希
望
の
方
は
編
集
部
ま
で
お
申 

出
く
だ
さ
い
。

記

第

25
〜

27-
29
号 

五
五
〇
円 

第

32
〜

34
・
37
号 

六
五
〇
円 

第

38
・
39
号 

七
五
〇
円 

第

40
41
合
併
号 

ニ
、
〇8

円 

第

42
〜

53
号 

九
〇
〇
円 

第

54
・
55
号 

九
二
七
円 

〇
本
誌
に
対
す
る
御
意
見
・
御
感
想
を
お
寄
せ 

く
だ
さ
い
。
誌
面
充
実
の
た
め
の
参
考
に
さ
せ 

て
い
た
だ
き
ま
す
。
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