
歎

異

抄(

三

・
四
回
生)

寺

川

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 

〇 

第
一
研
究
室
の
真
宗
学
関
係
の
特
別
研
修 

員
と
し
て
、
繼
弘
信
氏
が
四
月
一
日
付
で
就
任 

し
た
。

編

集

後

記

『
親
鸞
教
学
』
第
五
十
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
 

今
号
も
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
発
行
が
大
幅
に 

遅
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
お
記
び
申
し
上
げ
ま
す
。
 

今
号
は
、
廣
瀬
先
生
に
は
、
先
号
に
引
続
い 

て

「
親
鸞
の
思
想
と
部
落
解
放
」
を
投
稿
し
て 

頂
き
ま
し
た
。
部
落
解
放
の
問
題
と
は
、
人
間 

が
真
に
人
間
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と 

が
、

一
人
一
人
に
問
い
掛
け
ら
れ
て
い
る
問
題 

で
あ
る
と
い
う
、
根
本
の
視
座
を
明
ら
か
に
し 

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

寺
川
先
生
は
、
「
回
向
の
仏
道
」
と
題
し
て
、
 

往
相
回
向
の
彼
方
に
還
相
回
向
を
期
待
す
る
と 

い
う
よ
う
な
二
種
回
向
の
了
解
に
対
し
て
、
還

相
回
向
と
は
、
衆
生
に
成
就
す
る
往
相
回
向
の 

根
源
と
し
て
あ
る
如
来
の
は
た
ら
き
を
表
す
も 

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
し
て
下 

さ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
如
来
の
二
種
回
向 

の
恩
徳
に
よ
っ
て
、
虚
妄
の
中
に
流
転
す
る
衆 

生
が
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
道
に
立
つ
と
い
う 

こ
と
が
お
こ
る
の
で
あ
る
と
、
二
種
回
向
で
も 

っ
て
仏
道
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
下
さ
っ
て 

お
り
ま
す
。

さ
て
、

『
親
鸞
教
学
』
は
、

昭
和
三
十
七
年 

十
二
月
に
第
一
号
が
発
行
さ
れ
て
以
来
二
十
五 

年
を
経
、
今
号
で
第
五
十
号
を
迎
え
ま
し
た
。
 

創
刊
当
初
の
編
集
後
記
に
は
、
親
鸞
の
教
学
が 

時
代
や
社
会
に
呼
び
掛
け
よ
う
と
す
る
願
い
に 

よ
っ
て
誕
生
し
た
の
が
『
親
鸞
教
学
』
で
あ
る 

と
記
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
時
代
や
社
会
に
呼
び 

掛
け
る
と
い
う
こ
と
は
他
の
出
版
物
に
も
い
え 

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
自
己
が
呼
び
掛
け
る
願
い 

に
先
立
っ
て
、
自
己
に
呼
び
掛
け
ら
れ
る
願
い 

が
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
教 

学
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
親
鸞
の
教 

学
の
願
い
か
ら
『
親
鸞
教
学
』
は
誕
生
し
た
の 

で
あ
る
と
い
う
、
発
刊
の
由
来
の
大
切
さ
が
思 

わ
れ
ま
す
。
 

(

藤
嶽)
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