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八
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拙
禅
に
お
け
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性
の
問
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―
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学
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の
発
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の
試
み
―
―･･････････

水
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友
晴･･････

六
五

明
治
日
本
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お
け
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教
哲
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形
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学
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の
宗
教
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関
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を
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に
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〇
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第
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藤
田
正
勝
教
授
・
日
本
哲
学
史
専
修
退
職
記
念
号
」

と
致
し
ま
し
た
。
二
〇
一
二
年
三
月
を
も
ち
ま
し
て
、
藤
田
正
勝
先
生

は
、
本
学
、
文
学
部
・
文
学
研
究
科
を
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
九
五

年
、
日
本
哲
学
史
専
修
を
開
設
さ
れ
、
以
後
、
そ
の
運
営
と
教
育
、
研

究
に
当
た
り
尽
力
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
度
、
六
十
三

歳
で
日
本
哲
学
史
専
修
を
ご
退
職
と
い
う
道
を
選
択
さ
れ
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
総
合
生
存
学
館
か
ら
の
強
い
要
望
が
あ
り
、
二
〇
一
三
年
度

四
月
よ
り
そ
ち
ら
の
教
授
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
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本
特
集
号
へ
の
寄
稿
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
日
本
哲
学
史
研
究
室
」

の
出
身
者
で
あ
る
Ｏ
Ｄ
の
方
々
全
員
に
お
願
い
す
べ
き
で
し
た
が
、
紙

面
の
都
合
か
ら
、一
部
の
方
に
の
み
お
願
い
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
ご
寄
稿
願
え
な
か
っ
た
方
々
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
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編
者
は
、
藤
田
先
生
の
お
役
目
を
引
き
継
ぐ
た
め
、
二
〇
一
三
年
四

月
、
本
専
修
に
着
任
致
し
ま
し
た
。
昨
年
一
年
間
、
在
学
生
の
論
文
指

導
に
は
す
で
に
当
た
っ
て
お
り
ま
し
た
。
演
習
を
通
し
て
院
生
、
お
よ

び
研
究
室
に
引
き
続
き
通
っ
て
い
る
Ｏ
Ｄ
の
方
々
の
実
力
を
見
て
き
ま

し
た
が
、
一
年
間
の
皆
さ
ん
の
研
究
成
果
が
、
こ
こ
に
現
わ
れ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
最
大
限
の
力
を
発
揮
し
て
く
れ
た
よ
う
で

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
何
よ
り
、
藤
田
先
生
の
学
恩
へ
の
感
謝
の
表
明

で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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下
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い
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し
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年
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学
史
研
究
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で
の

最
後
を
飾
る
お
言
葉
に
は
、
次
に
向
か
わ
れ
る
思
索
の
方
向
が
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。　
　
　
　

　

今
後
も
広
が
り
、
そ
し
て
深
ま
り
ゆ
く
先
生
の
ご
研
究
に
大
い
に
刺

激
を
受
け
な
が
ら
、
私
た
ち
は
研
究
者
と
し
て
学
び
続
け
る
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
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