
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

『宗教 研究』 85巻 3 輯 （2011年）

書

評

と

紹

介

長
谷
正
當

著

『

浄
土

と

は

何
か

　

　
　

　

親
鸞
の

思
索
と
十
に

お

け
る

超
越

』

　

　
法
藏
館
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〇
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判
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八

〇
〇
円
＋

税

氣

多

雅

　
子

　

本
書
は

『

欲
望
の

哲

学
　

　
浄
土

教
世

界
の

思

索
』

（
二

QO

三

年）
、

「

心
に

映
る

無
限

−
空
の

イ
マ

ー

ジ
ュ

化
』

（
二

〇
〇

五

年）

に

続

く
、

長
谷
正

當
の

浄
土

仏
教
研
究
の

新
た

な
成
果
で

あ
る

。

近
年
の

著
者
の

旺

盛
な
研
究

猛
動
に

は

眼
を

見

張
る

も
の

が

あ
り、

柔
軟
で

瑞
々

し
い

思

索

力
は
衰
え
る

こ

と

を
知
ら
な
い

よ

う
で

あ
る

，

　
本
書
は

三

部
構
成
で

十
二

編
の

論
文
か

ら
な
り

、

浄
土

仏
教
に
お
け
る

超
越
の

問
題
を

扱
っ

て

い

る
。

現
代
で

は

浄
ー

エ

の

観
念
が

宙
に

浮
い

た
空

疎
な
思

念
に

な
っ

て

い

る

と

い

う
危
惧
か
ら
、

「

浄
上
と

は

何
か
」

を

改

め

て

問
い

直
そ

う
と
い

う
趣

旨
が

本
書
の

題
名
に

こ

め
ら
れ

て

い

る
。

そ

の

問
い

直
し
の

底

流
に

あ
る

の

は
「

浄
土
の

観
念
の

根
源
に

あ
る

の

は
、

人

間
を
含
め
て

、

あ
ら

ゆ

る
生
き
も
の

が

身
体
を
も
っ

て

十
の

上

に

生
き

て

い

る

と
い

う
こ

と
の

徹
底
し
た
認
識
で

あ
る
」

と
い

う
洞
察
で

あ
る

。

ま

ず
本
書
の

内
容
を

紹
介
し
て

お
こ

う
。

　

第
一

部
「

浄
土
の

イ

マ

ー

ジ
ュ

」

で

は
、

著
者
の

根
本
概
念
と
な
っ

て

い

る
「

空
の

イ
マ

ー

ジ
ュ

化
」

と
い

う
思
想
に
よ
っ

て

浄
土
の

観
念
を
理

解
す
る
と

い

う
視
座
が

鮮
明
に

打
ち
出

さ
れ

て

い

る
。

「

空
の

イ
マ

ー

ジ

ュ

化
」

と
は
、

目
に

見
え

な
い

空
が
虚
空
に

映
っ

て

叮
視
的
に
な
る

と
い

う
、

西

谷

啓
治
が
晩

年
の

『

空
と

即
』

で

展
開
し
た

考
え

方
で

あ
る

と

さ

れ

る
。

第
一

論
文
「

空
の

イ

マ

ー

ジ
ュ

化
と

無
限
の

因

果
1
浄
土
の

荘
厳

を
め

ぐ
っ

て

ー
」

は
、

世

親
が

国
土
荘
厳

、

仏
荘
厳、

菩

薩
荘
厳
の

三

種

の

荘
厳
と
し

て

描
き
出
し
た

浄
土

は
、

形
な

き
「

如
来
の

心
」

が
此
上
に

反

射
し

て

表
し
た

多
様
な

形
で

あ
り、

「

如

来
の

清
浄
心
（
願
心）

の

イ

マ

ー

ジ
ュ

化
」

で

あ

る
こ

と
を

論
じ
た

も
の

で

あ
る．、

そ
し
て

さ
ら
に、

浄
十

の

荘

厳
を

支
え

て

い

る

二

つ

の

根
本
原
理
の

考
察
か
ら、

如
来
の

心

の

イ

マ

ー

ジ
ュ

化
で

あ
る

浄
⊥

⊥

の

荘
厳
が
還

相
回
向
で

あ
る
こ

と

が
示
さ

れ
る

。

第、
一

論
文
「

報
土
と
し
て

の

浄
十

−
冥

福
と

幸
福
1

」

で

は
、

仏

教
に

多
様
な

浄
土
の

観
念
が

あ
る

な

か
で

親

鸞
の

語
る

真
の

浄
土
ハ
報

土）

は

信
と
結
び

つ

き、

人
々

の

怨
恨
や

悪
を
内
か
ら

浄
化
す
る

は

た

ら

き
を

も
つ

こ

と

が

論
じ

ら

れ
る

。

日

本
の

民
間
信
仰
に

お

け

る
他

界
の

観

念
と

の

違
い

を
明
ら
か

に

し
て
、

仏

教
固
有
の

死
者
儀

礼
の

意
義
を

説
く

著
者
の

論
考
は
、

説
得
力
に

満
ち
て

い

る
。

第
三

論
文
「

無
量
寿
と
し

て

の

い

の

ち
と

信
」

で

は
、

無
量
寿
と
い

わ
れ
る

．

如
来
の

い

の

ち
」

と
は

私
た

ち
の

い

の

ち
の

内
に

は
た

ら

い

て

い

る

無
限
の

肯
定
の

原
理
で

あ
る

こ

と
、

宗
教
心
と
は

こ

の

如
来
の

い

の

ち
が
心
の

底
に
生
じ
た

こ

と
を

意

味
す
る

と
い

う
こ

と
、

そ

し
て

、

私
た

ち
は
如

来
を

私
た
ち
の

欲
生
心
の

内
に

求
め

る

べ

き
で

あ
る

こ

と
が
、

論
じ
ら
れ
て

い

る
。

第
四

論
文
「

宗

教
的
生
と

「

証
」

の

世
界
」

で

は
、

本
願
力
の

信
に

お

い

て

開
か

れ
る

の

は
、

煩
悩

を
断
じ
よ

う
と
は

せ

ず
煩
悩
を
放
置
し
て

そ
の

上
を

飛
翔
し
て
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行

く
道
で

あ
り、

そ
の

よ

う
な
信
を
自

己
の

根
幹
に

お

い

て

生
き
る

こ

と

を

親
鸞
は

「

現
生

正

定
聚
」

と

呼

ん
で

い

る

こ

と
、

こ

の

「

現
生

正

定

聚
」

は

曽
我
量
深
に

な
ら
っ

て

「

浄
⊥
を

前
方
に

見
つ

つ
、

此
十
に

止
ま

る
こ

と
」

と

解
す
べ

き
で

あ
る
こ

と

が

論
じ

ら

れ
る

。

　

第一
、

部
「

自
己
へ

の

問
い

と

真
宗
」

で

は、

「

自

己
」

を

め

ぐ
っ

て

著

者
の

浄
土

仏
教
琿

解
は

さ
ら
に

深
め
ら

れ
る

。

第
一

論

文
「

「

自
己
と
は

何
ぞ
や
」

と
い

う
問
い

と

真
宗
1
自
身
を

深
信
す
る
こ

と

ー
」

で

は
、

自

己
は

主

格
（
甘
）

で

は

な

く

対
格
（

ヨ
¢’

巳
o
押

゜・

o

じ

に
お
い

て

捉
え
ら

れ
な

け
れ

ば

な
ら
な
い

と
い

う
リ
ク

ー

ル

や
レ

ヴ
ィ

ナ
ス

の

主
張
に

導
か

れ

て
、

「

自
身
を

深
信

す
る
」

と
は

ど

う
い

う
こ

と

か
が

明
ら
か

に
さ
れ

る
。

第
二

論
文
「

場
所

的
論
理
と

浄
土

真
宗
」

で

は、

西
田
幾
多
郎
の

場

所
的
論
理
的

な
宗
教
理

解
と

曽
我
量
深
の

宗
学
的
な

信
の

把
握
と
を

連
関

さ
せ
る
な
か
で
、

浄
土

仏
教
の

場
所
論

的
把
握
を
探
り

、

さ
ら
に

は

そ
こ

か

ら
宗
教
の

場
所
論
的
琿

解
を
逆
照
射

す
る

と
い

う
こ

と

を
著
者
は

試
み

て

い

る
．

第
三

論
文
「

曽

我
の

思

索
と

「

分
水

嶺
の

本
願
」

」

は
、

曽
我

量
深
の

思

索
の

特
質
を

探
究
し、

そ
の

還

相
回
向
の

理

解
の

な
か
に

彼
の

思

索
の

真
髄
を

読
み

取
っ

て

い

く
論
考
で

あ
る

。

第
四

論
文
「

信
と

自
己

同
一

の

問
題

ー
バ

ー

ル

ト

教
授
の

疑
問
に

た
い

し
て
ー

」

は
、

大
谷

大
学

と
マ

ー

ル

ブ
ル

ク

大
学
が

「

浄
土

真
宗
と

福
音
主
義
神
学
」

と

い

う
テ

ー

マ

で

開
催
し
た

セ

ミ

ナ
ー

で

ハ

ン

ス
ー

マ

ル

テ

ィ

ン

・

バ

ー

ル

ト

教
授
が

浄
土
仏
教
に

対
し
て

提

示
し

た

疑
問
に

著
者
が

応
答
し
た

講
演
に

基
づ

い

て

い

る
。

そ
の

疑
問
と

は
、

ナ

ザ
レ

の

イ
エ

ス

と

復
活
し
た

キ

リ
ス

ト
と

に

同
一

化
す
る

こ

と

に
よ
る

自
己
同
．

件
の

獲
得
が
キ
リ

ス

ト
教
の

出
発

点
で

あ
る

の

に

対
し
て

、

仏

教
と

り
わ

け
浄
土

仏
教
の

出

発
点
は
何

な
の

か
、

と

い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

著
者
は

こ

こ

で
、

釈
尊
の

正

覚
の

出

現
と

い

う
歴
史
的

出
来
事
が
仏
教
の

歴
史
的
出

発
点
と

し
て

特
別
な

意
義
を
も

っ

て

い

る
こ

と
を

主
張
す
る

と
と

も
に

、

釈

尊
の

説
法
を
通
じ
て

阿
弥
陀

如

来
の

本
願
が

歴

史
的
世

界
に

人
っ

て

く
る

と

捉
え
る

こ

と

に

よ
っ

て

釈

尊
の

正

覚．
の

歴

史
的
意
義
を

自
覚
的
に

と
ら

え
る
よ

う
に
な
っ

た
の

は

仏

教
の

中
で

も

浄
土

仏
教
で

あ
る

こ

と

を

論
じ

、

さ
ら
に

宗
教

哲
学
か

ら

見

た

自
己
同
一

性
の

問
題
を

考
察
す
る

。

　

第
三

部
「

無
限
の

表
現
と

回
向
の

問
題
」

は
、

宗
教
哲
学
的
思
索
の

核

心
を

確
認
し
つ

つ
、

浄
土
を
め

ぐ
る
思

惟
を

往
相
回
向
・

還

相
回
向
の

議

論
へ

と

収
斂
さ

せ

て

ゆ

く
論
考
で

あ
る

。

第
一

論
文
「

宗
教
哲
学
と
自

己

へ

の

問
い
」

で

は
、

ヨ

ア

ヒ

ム
・

ワ
ッ

ハ

に

表
明
さ
れ

て

い

る

よ

う
な

宗

教

哲
学
は
客

観
的
知
識
の

基

礎
と

な
る
よ

う
な
リ
フ

ェ

ラ

ン

ス

を
も
た

な

い

抽
象
的
な

学
問
で

あ
る
と

す
る

見
方
に

対
し
反

論
す
る

議
論
を
展
開

す

る
。

即
ち、

宗
教
を
考
察
す
る

リ
フ

ェ

ラ

ン

ス

を
自
己
に

置
く
と

こ

ろ

に

凵

本
の

宗
教

哲
学
の

固

有
性
が
あ
り、

浄
十

仏

教
の

考

察
に

お
い

て

は

そ

の

自
己
を
人

間
の

有
限
性
と
し

て

追
究
す
る

と
い

う
特
徴
が

あ
る

と
著

者

は

論
じ
、

「

現
在
に

お

け
る

自
己
の

身
上
」

に

宗
教
を

問

う
と
い

う
西

谷

啓

治
の

立
場
に

共
感
を
示

す
。

こ

の

論

考
は

宗
教
哲
学
に

対
す
る

根
強
い

誤
解
へ

の

反

駁
と

な
っ

て

い

る
。

第
二

論
文
「

清
沢
の

無
限
の

囚

果
に

お

け
る

回
向

論
」

で

は
、

著
者
は

清
沢

満
之
の

自
己
論
か
ら

考・
察
を

始
め
、

彼
の

「

無
限
の

囚
果
」

の

考
え
を

掘
り
下

げ
て

み

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

そ

こ

か
ら
三

通
り
の

二

種
回

向
の

理
解
を

導
き
出

す
。

第
三

論
文
「

『

教

行

信

証
』

と

「

回
向
」

の

問
題
」

で

は
、

親
鸞
の

『

教
行

信
証
』

の

な
か

に

含
ま
れ
て

い

る．
一

種
同

向
に

つ

い

て

の

二

つ

の

理
解
が

論
じ
ら
れ、

そ
れ

ぞ

れ
に

問
題

点
が
あ
る
こ

と

か
ら
両

者
を

統
合
す
る
よ

う
な

第
三

の

理
解

が

提
示
さ
れ
る

。

第
四

論
文
「

親
鸞
の

還

相
回

向
の

思

想
」

で

は
、

こ

れ

96（718）
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ま
で

繰
り
返
し

論
じ
ら
れ
て

き
た
二

種
回

向
の一．
一
つ

の

理

解
が
改
め
て

詳

細
に

論
じ

ら
れ
、

第
三
の

統

合
的
理

解
が

親
鸞
の

捉
え

方
で

あ
る

こ

と
が

卞

張
さ
れ

る
。

　

以
上

を
概

観
す
る

と
、

本
書
を
一

貫
し
て

流
れ
る
主
題
が

二

種
同
向
で

あ
る

こ

と

は

明
ら

か
で

あ
る

。

「

浄
土
と

は

何
か
」

と
い

う
問
い

が
二

種

回
向
を
主
題
と

し
て

展
開
さ
れ
る

こ

と
は、

著
者
の

浄
土

仏
教
理
解
の

特

質
か
ら

説
明
で

き
よ

う．、

著
者
は

「

浄
土
」

を

人
間
が
そ
れ

を

糧
と

し
て

生

き
る

超
越
的
生

命、

つ

ま
り
如
来
の

い

の

ち
が

そ
こ

か
ら
流
れ

て

く
る

源

泉
で

あ
る

と

捉
え

、

如
来
の

は

た

ら
き
が

衆
牛
の

世
界
に

自
ら

を

映
す

と
い

う
こ

と

が
「

回
向
」

の

意

味
で

あ
る

と

考
え

る
。

そ

れ
故、

「

浄
十

と

は

何
か
」

と
い

う
問
い

は

如
来
の

は

た

ら
き
が

衆
生
の

世
界
に

ど
の

よ

う
に

現
れ

て

い

る
か

と
い

う
問
題
に

収
斂
し
て

ゆ

く
と

解
さ
れ
る

。

．
．

種

同

向
を
め

ぐ
る

論

考
は

本
書
の

随
所
に

現
れ、

明
ら
か

な
議
論
の

重
複
も

あ
る
。

そ
れ

は
い

さ
さ
か

本
書
の

構
成
の

バ

ラ

ン

ス

を

損
な
っ

て

い

る
。

と

は

い

え
そ

れ
が
、

こ

の

論
題
と
全

力
で

格
闘
す
る

著
者
の

思
索
の

歩
み

を
如
実
に

読
者
に

伝
え
る
結
果
と
も
な
っ

て

い

る
。

　

感
性
に

訴

求
し
て

く
る
よ

う
な

著
者
の

瑞
々

し
く

軽
や

か

な
思
索
力
は

か
ね
て

か

ら

定
評
の

あ
る
と
こ

ろ

で

あ

り、

本
書
に
は

著
者
な
ら

で

は

の

鋭
い

洞

察
が

満
ち
て

い

る
。

こ

れ
ま
で

の

著
作
に

増
し
て

強
く
印
象
づ

け

ら

れ

る

の

は、

本
書
に

展
開
さ
れ
る
思
想

世
界
の

き
わ

だ
っ

た

美
し
さ
で

あ
る

。

そ
の

ひ

た

す
ら

な
美
し
さ
は
、

自
己
と

世
界
に
対
す
る

無
限
の

肯

定
性
が

著
者
の

思

索
の

隅
々

に

行
き
渡
っ

て

い

る

こ

と

に
由
来
す
る

よ

う

に

思
わ

れ
る

。

そ

れ
は
、

深
い

罪
性
の

自

覚
を

介
し
て

自
ら
の

根
柢
に

浸

透
し

て

い

る

無
限
と
の

関
係
を
感
受
し
語
り
出
し
て

ゆ
く
と

い

う
よ

う
な

仕
方
で、

著
者
の

思
索
そ
の

も
の

が

そ
の

体
現
と

な
っ

て

い

る

よ

う
な

肖

定
性
で

あ
る
。

怨
恨
や

悪
や

苦

痛
も

あ
く
ま
で

内
か

ら

浄
化
さ
れ

無
力
と

な
っ

た
と

こ

ろ

か

ら

論
じ

ら
れ、

ニ

ヒ

リ

ズ
ム

も

既
に

克
服
さ
れ
た
と
こ

ろ

か

ら
語
ら
れ
て

滞
り
が

無
い

。

こ

の

著
者
の

立
ち

位
置
を

支
え
て

い

る

の

が
、

「

空
の

イ
マ

ー

ジ
ュ

化
」

と
い

う
考
え

方
で

あ．
る

。

　

著

者
は

「

空
の

イ
マ

ー

ジ
ュ

化
」

を
西

谷
啓
治
が
晩

年
の

『

空
と

即
』

で

展
開
し
た
考
え
方
で

あ
る

と

し
て

い

る

が
、

私
の

知
る

か

ぎ
り、

西
谷

の

著
作
に

こ

の

言
葉
は

存
し
な
い
。

「

空

と

即
』

に

二

つ

の

部
屋

（

A
と

B
）

と
そ
の

仕

切
り
の

比

喩
に

関
係
し
て

「

A
の

巨
p
『q
 

化
」

と
い

う

言
葉
は

出
て

く
る
が、

こ

の

言
葉
は

回
互
的

連
関
の

特
質
を

表
す
も
の

で

あ
り、

空
を
め

ぐ
る

根
源

的
事
態
を

表
す
と

い

う
こ

と
と

は

少
し

異
な
っ

て

い

る
。

ぎ
p
ゆq
Φ

の

語
も、

『

空
と

即
』

に

「

イ
メ

ー

ジ
」

と

カ
タ

カ

ナ

書
き

し
て

い

る

箇

所
も
あ
る

よ

う
に
、

西

谷
の

冒
犖
o身
Φ

は

英
語
の

イ
メ

ー

ジ
で

あ
っ

て
、

フ

ラ

ン

ス

語
の

イ
マ

ー

ジ
ュ

で

は

な
い

。

「

イ

マ

ー

ジ

ュ

」

の

語
に

は

著
著
の

ベ

ル

ク

ソ

ン

や

リ

ク

ー

ル
、

レ

ヴ

ィ

ナ
ス

と
い

っ

た

フ

ラ

ン

ス

哲

学
研
究
の

蓄
積
が

込
め

ら
れ

て

お

り、
「

空
の

イ
マ

ー

ジ

ュ

化
」

は

あ
く
ま

で

著

者
の

思

想
で

あ
る

と

考
え
る

べ

き
で

あ
る
。

；．
口

葉
の

周
辺
を
め

ぐ
る

こ

と

を

や
め

て
、

事
柄
を
そ
の

内

側
か

ら
換
骨
奪
胎

的
に

捉
え
る
」

の

が

浄
土

仏

教
に

対
す
る

本
書
の

態
度
で

あ
る
が、

こ

の

態
度
の

基
盤
と

な
っ

て

い

る

「

空
の

イ
マ

ー

ジ
ュ

化
」

と
い

う
考
え
そ
の

も
の

が

著
者
に

よ

る

西
谷
の

思
想
の

換
骨

奪
胎
の

成
果
な
の

で

あ
る

。

　

著
者
が

京
都
大
学
で

師
事
し

た

武
内
義
範
は

「

夜、

部
屋
の

中
で

あ
か

り
の

下

で

書
見
を

し
て

い

る

人
が

あ
る

と
す
る

と
、

私
は

そ
の

部
屋
の

窓

の

外
で

そ
の

あ
か

り
を
た

よ

り
に

落

し

物
を

探
し
て

い

る

者
に

似
て

い

る
。

私
の

立

場
は
、

そ
の

部
屋
か

ら
来
る
あ
か

り
を

借
り
て、

自
分
自
身
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の

問
題
を
さ

ぐ
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と

に

な
る

」

（
著
作

集
第
二

巻、

四

七

頁
）

と

述
べ

て

い

る

が
、

そ

れ
で

い

う
と

、

著
者
は

部
屋
の

中
の

あ
か

り
の

下

で

書
見
し

て

い

る
人
で

あ
る

。

お
そ
ら

く
著
者
に

と
っ

て

は
、

部

屋
の

内
と

外
と
い

う
区
別
そ
の

も
の

が
無

意
味
で

あ
ろ

う
。

部
屋
の

内
と

外
の

区

別
は

、

外
に

い

る

者
に

と
っ

て

こ

そ
意

味
を

も
つ

か
ら
で

あ
る

。

だ

が
、

西
田

幾

多
郎
も
田

邊
元

も
西
谷
啓
治
も

や
は

り
窓
の

外
で

探
し
物

を

し
て

い

た
人
た

ち

な
の

で

は

な
い

か
と

私
は

思
う

。

そ
の

限
り
で

は
、

私
は

京

都
学
派
の

宗
教
哲
学
に

つ

い

て

著
者
と
は

考
え
方
を

異
に

す
る

。

　

し

か

し、

「

私
に

と
っ

て

は
、

そ
の

あ
か

り
を

た
よ

り
に

外
の

も
の

が

拾
え

れ
ば

そ
れ
で

満
足
で

あ
る

．

さ
ら

に

何
か
の

都
合
で
、

好
意
か

ら
か

あ
る

い

は

偶
然
に

か
、

中
の

人
が

窓
を
少
し
開
い

て

私
の

物
探
し
を

助
け

て

ド
さ
る

な
ら
ば

、

そ
れ
は
私
に

と
っ

て

非
常
に

あ
り
が
た
い

こ

と
で

あ

る
」

と

い

う
武
内
の

言
葉
に
私
は
全

面
的
に

共

感
す
る

。

窓
の

外
で

探
し

物
を

す
る

者
に

と
っ

て
、

部
屋
の

あ
か
り
の

下
で

書
見
し
て

い

る

人
こ

そ

自

分
の

在
処
を
確
か
め

る

よ

す
が
で

あ
る

、

現

代
世
界
で

部
屋
の

あ
か

り

の

下

で

書
見
し
て

い

る

人
が
ど

れ
ほ

ど

稀
有
な

存
在
で

あ
る

か
を

考
え
る

と
、

著
者
の

著
作
の

か

け
が
え
の

な

さ
を
痛
感

す
る
。

　
こ

の

よ

う
な
こ

と
を

言
う
の

は
、

本
書
の

実

質
的
な
主
題
と

な
っ

て

い

る

二

種
回
向
は
、

部
屋
の

中
で

こ

そ
有
意
味
に

語
り
得
る

問
題
だ
か

ら
で

あ
る

。

（

ち
な
み

に

部
屋

の

中
と

い

う
の

は
、

決
し

て

教
学
や

神
学
の

立

場
を

指

す
の

で

は

な
い

。

）

二

種
同
向
の一．一
つ

の

理
解
の

う
ち
ど

れ
が

正

し

い

か

と
い

う
こ

と

に

つ

い

て

論
理

的
根
拠
と

い

う
べ

き
も
の

は

な

く、

む
し

ろ

い

ず
れ
の

理

解
も
正

し
い

と

言
っ

て

よ
い

。

考
察
の

的
と

な
す
べ

き
な
の

は
、

三

つ

の

理

解
の

論
理
的

妥
当
性
で

は

な
い

の

で

あ
る

。

三

つ

の

理

解
の

い

ず
れ
に

も

自
己
自
身
の

体
験
的
事
実
に

基
づ

い

た
重
い

必

然

性
が

あ
り
、

考
察
さ
れ

る

べ

き
で

あ
る

の

は

そ
の

必
然
性
で

あ
る

。

著
者

は

そ
の

必

然
性
の

内

か
ら

直
接
に

語

り
出

さ
れ

る．
言

葉
を

聞

き
取
り
つ

つ
、

い

わ
ば

透
明
と
な
っ

た

自
己

自
身
の

根
柢
に

そ
れ
ら
の、
言

葉
を

反
響

さ
せ

て

ゆ

く
こ

と
に

よ

っ

て、

第
三
の

統
合
的

理
解
の

卓
越
性
を

説
得
的

に

提
示

す
る

。

　
二

種

回

向
の

う
ち

、

特
に

問
題
と

な

る
の

は

還

相
回
向
の

理
解
で

あ

る
。

著

者
は
、

如
来
の

は

た

ら

き
が

広
く
種
々

の

形
を
と
っ

て
、

衆
生
の

歴

史
的
世

界
の

隅
々

に

ま
で

出
現
し
て

く
る
と

い

う
事
実
を
、

親

鸞
の

語

る
還

相
回

向
の

う
ち
に

見
て

取
る

。

そ
し
て、

浄
土
の

荘
厳
と

は、

人
間

の

住
む
国
土
に

お
い

て
、

人
間
の

社

会
環
境
に
お
い

て
、

さ

ら

に
人
と

人

と

の

間
に
お

い

て
、

如

来
の

清
浄
心
が

そ
の

影
を

映
し
た

姿
で

あ
る
と

理

解

す
る

。

そ

こ

か
ら、

如
来
の

清
浄
心
が

衆
生
の

世
界
に

さ
ま
ざ
ま

な
形

を
と

っ

て

出
現
し
て

く
る

運
動
と

、

そ

の

多
様
な

荘
厳
を

通
し
て

そ
の

根

源
に

あ
る
一

な
る
如

来
の

清
浄
心
に

触
れ

て

ゆ

く
運

動
と
い

う
二

つ

の

運

動
の

転
展

相
入
と

し
て

、

還
相
回
向
と

往
相
囘

向
を
包

括
的
に

捉
え
る

の

で

あ
る

。

こ

れ

が
著

者
の

示
す
第
＝ ．
の

統
合
的
理

解
で

あ
る
．

人
問
の

世

界
に

お
け
る

如
来
の

清
浄
心
の

出
現
と
い

う
事
実
か
ら

語
る

こ

と
は
、

部

屋
の

中
に
い

る

の

で

な

け
れ

ば

な
し

得
な
い

こ

と
で

あ
る
。

こ

の

統
合
的

琿

解
が
説

得
的
で

あ
る

の

は
、

そ
れ
が

人
問
と

世
界
の

最
も
美
し

い

理
解

だ
か

ら
で

あ
る
。

こ

の

美
に

至
る

に
は

我
々

は

何
を
棄
て

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

の

か、

こ

の

書
は
そ
の

問
い

を

我
々

に

突
き
つ

け
て

く
る

。
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