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で

言
う
キ

リ
ス

ト

教
と

は、

こ

れ

ま

で

の

「

教
会
的
P
教
理
的
」

キ

リ
ス

ト

教
で

は

な
い

と

す
る

。

　

こ

の

よ

う
に

、

ベ

ッ

ク

の

仏
教

観
は

人
智
学
の

世

界
観
の

影
響
を

強
く

受
け
た

も
の

で

あ
っ

た
。

に

も
か

か

わ

ら

ず
、

『

仏
教
』

は

当
時
の

ド

イ

ツ

で

は

非
常
に

ポ
ピ

ュ

ラ

ー
な

仏
教
書
と
な

り、

日

本
に

も

「

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け
る

仏
教
研

究
の

最
も

代
表
的
な

名
著
」

（
岩
波

文
庫
版
『

仏
教

（
上
）
』

表
紙
』）

と
し

て

紹
介
さ
れ
た

。

こ

れ
は

何
を

意
味
す
る

の

か
。

　

世
紀
転
換
期
の

ド

イ
ツ

で

は
、

英
仏
に

遅
れ

、

か

つ

急
激
な
近

代
化
へ

の

抵

抗
感
と

社
会
的
疲

弊
か

ら

「

流
浪
す
る

宗
教
性
」

と

も
言
え

る

様
々

な

社
会

運
動、

宗
教
運
鋤
が

発
生
し
た

。

そ

し
て

、

第
一

次
大
戦
敗

戦
と

帝
国
崩
壊、

そ

の

後
の

ワ

イ
マ

ー

ル

共
和
国
の

迷
走
は

非
合
理
的
な
る

も

の

を
求
め

る

思
潮
の

蔓
延
に

拍
車
を
か

け
た

。

　」

方
、

ド

イ
ツ

の

仏
教
研

究
は、

「

合
理

的
」

な

言

語
研
究
に

基
づ

く

文
献

学
的
手

法
が

主

流
で

あ

っ

た
。

つ

ま

り、

ベ

ッ

ク

は

二

重
の

意
味
で

「

ド
イ
ツ

的
」

な

位
置
に

立

た

さ

れ

て

い

た

の

で

あ
る

。

そ

し
て
、

ベ

ッ

ク

は
仏

教
の

神
秘
性
に

着
目

し
た

が、

少
な

く
と

も
ベ

ッ

ク

自
身
は

文
献
学
者
と
し
て

振
る

舞
い

、

自

分
が

非
合
理

主

義
に

跪
い

た

と

は
思
わ
な
か

っ

た
。

非
合
理

的
な
も

の

を

求
め

る
当

時
の

ド

イ
ツ

社
会
か

ら

の
、

そ
し

て

大
戦
を

経
験
し
た
ベ

ッ

ク

自
身
の

内
心
か

ら
の

要
請
に

対
し

て
、

ベ

ッ

ク

は

「

合
理

的
」

な
理

解
の

領
域
を、

シ

ュ

タ
イ

ナ

ー
の

言
う
「

超
感
覚
的
領
域
」

に

ま

で

拡
大
し
て

説
明
を
試
み

る
こ

と
で

、

科

学
的
・

学
問
的
と

い

う
手
法
を
変
え
ず
に、

こ

う
し

た

問
題
に

応
え
よ

う
と

し

た
の

で

あ

る
。

　
そ
の

意
味
で
、

ベ

ッ

ク

の

仏
教
理

解
は

近
代、

と
く
に

世
紀
転
換
期
か

ら
一

九
二

〇
年
代
に

か

け

て

の

ド

イ
ツ

の

宗
教
思

潮
上
の

仏
教
理
解
の

特

徴
あ
る
一

事
例
と

言
え

る
。

吉
田

兼
好
の

死
生
観

新

保

哲

　

中
世
鎌
倉
未
期
の

隠
遁

者、

歌
人、

随

筆
家
と
い

う
さ

ま
ざ

ま

な

顔
を

持
つ

人
間
通
の

魅
力
あ
る

人
物、

吉
田

兼
好
法
師
の

生
死
観
に

つ

い

て、

彼
の

心
の

根
底
に

は

如
何
な
る

問
題
の

臼
覚
・

意

識
が

あ
っ

た

の

か
。

そ

の

こ

と

に

関
し

て

考

察
し、

明
ら
か

に

し
て

み

た
い

。

　

兼

好
に

は
、

仏
道
の

修

養
を
通
介
し

て
、

心
の

安
心
立
命、

常
住
平
生

の

念
を
求
め

る

指
向
性
の

態
度
が

窺
わ
れ、

そ
れ
は

必
ず
し

も

宗
派
的
色

合
い

は

み

ら
れ

な
い
。

た
と

え
ば
、

生
死
一

番
と
い

う
一

大
事
に

つ

い

て

は、

何
よ

り
も

ま

ず
急
ぎ
心
に

掛
け
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
。

願
い

ご
と

を

成
就
し
て

か

ら、

暇
を
見
い

だ

し

て

仏
道
修
行
を
し

よ

う
と

思
っ

た

ら、

願
い

ご

と

は

果
て

る

は

ず
が

な

い
。

そ

こ

で

あ
ら
ゆ

る

願
い

ご
と

は

み

な

妄
想

だ
と

思
い
、

直
ち

に
一

切
を

放
擲
し

て
、

仏

道
修

行
に

専

念
す
る

時
、

何
の

邪
魔
も

な

く、

何
の

所
作
も

い

ら

ず、

心
身
と

も

に

長
く

落
ち

着
き

を

え
る

と
い

う
の

で

あ

る
　〔
『

徒
然

草
』

第
二、
白
四

十
一

段）
。

　

兼
好
の

仏
道

観
の

根
底
に

は
、

次
の

よ

う

な
死
を

間
近
に

迎
え

よ
う
と

す
る

切
迫
し
た

切
実
な

精
神
的
姿
勢
が

窺
い

知
ら
れ

る
。

す
な

わ

ち

そ

れ

は

第
百
三

十
七

段
に

み

え

る
。

　
　

兵
の

軍
に

出
つ

る

は、

死
に

近
き

こ

と

を

知
り

て
、

家
を
も

忘
れ、

　
　

身
を

も
忘
れ
る

。

世
を

背
け
る

草
の

庵
に

は
、

閑
に

水
石
を

も
て

あ

　
　
そ

び
て
、

是
を

余
所
に

聞
く
と

思
へ

る

は、

い

と

は

か

な

し
。

し

つ

　
　
か

な
る

山
の

奥、

無
常
の

か

た

き

競
ひ

来
ら

ざ
ら

ん

や
。

其
死
に

の
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ぞ

め
る

事、

軍
の

陣
に

進
め

る

に

同
じ

。

そ

し
て

兼
好
の

己
を

知
る

と
い

う
自
覚
は、

　

　
か

た

ち

醜
け
れ

ど

も
知
ら

ず
、

心
の

愚
な

る
を
も
知
ら
ず

、

芸
の

拙

　

　
き

を
も

知
ら
ず、

身
の

数
な

ら
ぬ

を
も

知
ら
ず、

年
の

老
い

ぬ

る
を

　

　
も

知
ら

ず、

行
な
ふ

道
の

至
ら

ざ
る
を
も

知
ら
ず、

身
の

上

の

非
を

　

　
知
ら

ね

ば、

ま

し

て

外
の

譏
を

知
ら
ず
（
第
百
三

十
四
段）
。

と

い

う

自
己

に

対
す
る

非
を
認
め

る

積
極
的
主

体
性
へ

の

不
在
を

、

批
判

精
神
に

よ

っ

て

徹
底
的
に

あ
ば
き

だ
し

て

い

る
。

と

は
い

え、

こ

の

段
の

末
尾
で

「

貪
る

事
の

止
ま
ざ
る
は

、

命
を

終
ふ

る

大
事、

今
こ

こ

に

来
れ

り

と
、

確
か

に

知
ら
ざ

れ
ば
や
」

（

第
百
三

十
四

段
。

貪
欲
の

心
が
や

ま

な

い

の

は
、

命
を

終
え

る

大
事
で

あ
る

死
が、

目
前
に

迫
っ

て

い

る

こ

と

を
、

は
っ

き

り
と

知
ら

な

い

か

ら
な
の

だ
）
、

と

兼
好
は

警
告
を

発
す
る

。

そ

こ

で

は

人

聞
は
一

人
の

例
外
な
く

皆
死
へ

の

存
在
と

し

て
、

常
に

そ
の

生
が

死
と

背
中
合
わ

せ

に

な
っ

て

い

て
、

い

つ

何
時
突
然
に

死
が

訪
れ
て

来
る
か

知
れ

な

い
、

と

す
る
死
へ

の

自
覚
に

お

い

て、

最
も
兼
好
の

主

張

し

た
か
っ

た

意
図
が

顕
著
に

表
れ

て

く
る

。

　
そ

う
い

う

常
に

い

つ

到
来
す
る

と

も

知
れ
な

い

死
を
予

測
し

て
、

一

瞬

一

瞬
を

自
己
の

全
力

投
球
で

精
一

杯
生
き
て

い

く
ひ

た
む

き

な

姿
勢
態
度

は
、

や
は

り

世
俗
・

俗
事
に

身
を
没
せ

ず
、

］

歩
退
い

て

生
・

老
・

病
・

死
と

い

う
四

苦
か

ら

眼
を
は

ず
さ
な
い

か

ら
で

あ
る

。

同
時
に、

客
観
的

な

人

間
存
在
の

根
本
苦

の

あ

り

さ
ま

に

無
理
に

そ

れ

を

引
き

延
ば

し
た

り
、

逃
避
し
て

忘

却
し

た

り
せ

ず、

自
然

態
と

し
て

諦
観、

容
認
し

、

そ

こ

に

調
和
し
て

い

く
と

こ

ろ

の

仏
道

修
行
観
で

あ
る
と

捉
え

ら

れ

る
。

だ

か

ら

兼
好
が

同
段
で

「

拙
き

を
知
ら

ば、

な

ん

ぞ
や
が

て

退
か

ざ
る

。

老

い

ぬ

と

知
ら
ば
な
ん
ぞ

閑
に

身
を
や

す
く
せ

ざ
る
」

と

記
述
す
る

如
く、

極
め

て

消
極
的
意

見
を

語
り

、

分
に

甘
ん
じ
る

中
庸
態
度
と
な
っ

て

表
現

さ

れ

て

く
る

。

　

他
方、

念
仏
に

関
し
て

は
、

法
然
の

念
仏
往
生
に

関
す
る
教
え
を、

尊

い

言
葉
と
し
て

第
三

十
九

段
に

掲
げ
、

特
別
な
関
心
と

感
嘆
を
も
っ

て

簡

潔
に

記
述
し
て

い

る
。

し
か

し
こ

こ

で

の

念
仏
往
生
の

教
え
は
、

直
接
に

死
後
の

浄
土

往
生
の

世
界
に

力
点
を

置
い

て

説
い

て

い

な

い

と

こ

ろ

は
、

先
と

同
様
で

あ
る

。

加
え

て

死

後
に

対
す
る

救
済
の

悲
願
は

薄
く

、

浄
土

の

叙
述
描
写
は
】

文
も
記
さ
れ
て

お

ら

ず
、

あ
く
ま

で

現
時
点
を

中
心
に

お

い

た

現
世
で

の

念
仏
観
を
表
現
し
て

い

る

と

こ

ろ

に、

兼
好
の

死
生
観

の

特
色
が

あ
る

。
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