
F
A
S
禅

に

つ
い
て

藤

吉

慈

海

F
A

S
禅

と

は
、

京

都

大
学

文
学

部

教

授

で

あ

っ
た

久

松

真

一
博

士

(
抱
石
庵

と
号
す
)

を
代

表

と

す

る

F

A
S
協

会

(
F
.
 
A
.
 
S
.
 
Z
e
n
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
)

に

よ

っ
て
、
挙

揚

さ

れ

て

い
る

禅

そ

の
も

の

で
あ

る
。

F

A

S

と

は
、

こ

の
協

会

の

モ

ッ
ト

ー

で
あ

る

、

の
 
F
o
r
m
l
e
s
s
 
s
e
l
f

の
F

と
A
l
l
 
m
a
n
k
i
n
d

の
A

と
S
u
p
e
r
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l

h
i
s
t
o
r
y

の
S
を
組
み
合
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
ッ
ト
ー
は
、

無
相
の
自
己
に
め
ざ
め
る

全
人
類

の
立
場
に
立
つ

歴
史
を
越
え
て
歴
史
を
つ
く
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
禅
は
先
ず

「
無
相
の
自
己
」
す
な
わ
ち

「
形

な
き
自
己
」
に
め
ざ
め
る
こ
と
を
第

一
要
件
と
す
る
。
「形
な
き
自
己
」

と
は
肉
体
的
な
形
を
も

っ
た
自
己
で
も
な
く
、
ま
た
精
神
的
な
形
を
も

っ
た
人
格
と
か
自
己
意
識

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う

な
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
形
の
な
い
自
己
、
そ
れ
こ
そ
が

「
真
実
の

自
己
」
で
あ
る
。
禅
で
い
う

「
生
き
た
無
」
と
か

「
空
」
と
か
「
自
性
」

と
い
う
も
の
が
、
正
し
く
そ
れ
に
あ
た
る
。
し
た

が
っ
て
、
「自
性

真

仏
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
無
的
自
性
、
無
我
的
自
己
、

無
的
主
体
、
空
的
自
己
が
真
の
仏
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
め
ざ
め
る
こ
と

が
先
ず
大
切
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
無
的
主
体
性
を
確
立
す
る
こ
と
が

禅
の
第

三
義
で
あ
り
、
禅
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
F
A
S
禅

の
基
本
的
立
場
も
ま
た
そ
こ
に
あ

っ
て
、
F
す
な
わ
ち

「形
な
き
自
己
」

に
め
ざ
め
る
こ
と
が
第

一
条
件
で
あ
る
。
も
し

「形
な
き
自
己
」
に
め

ざ
め
る
こ
と
を
主
張
し
な
い
禅
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
本
当
の
禅

で
は
な
く
、
ま
た
仏
教
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
「形
な
き
自
己
」
す

な
わ
ち
無
我
的
自
己
が
、

い
か
に
生
き
生
き
と
自
覚
さ
れ
、
そ
れ
が
私

自
身
に
お
い
て
い
か
に
力
強
く
働
い
て
い
る
か
に
禅
の
本
質
が
あ
る
と

言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
F
A
S
協
会
は
先
ず
第

一
に
F
す
な

わ
ち

「無
相
の
自
己
」
に
め
ざ
め
る
こ
と
に
つ
と
め
、
ま
た
そ
れ
を
他

に
も
す
す
め
る
の
で
あ
る
。

F
A
S
禅
に

つ
い
て

(
藤

吉
)
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第
二
に
A
す
な
わ
ち
全
人
類
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
仏
陀

が
す
で
に

一
切
衆
生
を
教
化
の
対
象
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
仏
教
の
立
場

は
つ
ね
に
人
種
国
家
の
差
別
を
越
え
、全
人
類
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

仏
教
の
歴
史
を
顧
る

と
、
時
に
は
国
家
権
力
と
結
び
つ
き
国
家
仏
教
の

観
を
呈
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、
元
来
仏
教
は
世
界
宗
教
で
あ
り
普
遍

的
宗
教
で
あ
る
か
ら
国
境
を
越
え
各
地
に
伝
播
し
た
。
禅
に
し
て
も
、

時
に
は
興
禅
護
国
を
標
榜
し
、
国
家
主
義
と
結
び
つ
い
た
こ
と
も
あ

っ

た
が
、
「形
な
き
自
己
」
に
め
ざ
め
た
真
の
禅
者
は
、
自
ら
全
人
類
の
立

場
に
立
ち
、
人
種
的
差
別
や
、
国
家

・
民
族

・
階
級
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を

超
え
て
い
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

「形
な
き
自
己
」
に
め

ざ
め
た
人
は
、
全
人
類
の
立
場
に
立
つ
、
そ
れ
が
本
当
の
禅
で
あ
る
。

第
三
に
歴
史
を
超
え
て
歴
史
を
造
る
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実
の
歴

史
的
社
会
に
生
き
て
い
る
が
、
真
の
禅
者
は
歴
史
を
超
越
し
た

一
面
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
現
実
に
拘
束
さ
れ
ず
、
歴
史
を
越
え
た
立

場
か
ら
歴
史
を
つ
く

っ
て
行
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
禅
者
は
十

二
時
を
自
由
に
使
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
空
間
に
拘
束
さ
れ
ず
、

時
間
空
間
を
自
由
に
使
い
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
能
動
的
無

と
か
主
体
的
無
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
創
造
的
無
と
言
う
の
は
、
そ
の
よ

う
な
無
的
主
体
と
し
て
の
禅
者
の
自
由
な
は
た
ら
き
を
代
表
す
る
言
葉

で
あ
る
。
歴
史
的
現
実
の
世
界
に
生
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
ず
、

歴
史
を
自
由
に
つ
く
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
人
、
そ
れ
が
本
当
の
禅
者

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
真
の
禅
者
は
歴
史
的
現
実

の
客
観
的
把
握
に
対

し
、
鋭

い
清
浄
分
別
智
を
持

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
仏
の
十
号
に

世
間
解
l
o
k
a
-
v
i
d
u

と
あ
る
の
も
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い

と
歴
史
の
進
む
べ
き
正
し
い
方
向
を
見
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

F
A
S
協
会
は

『
F
A
S
』
と
い
う
機
関
誌
に
続

い
て

一
九
七
二
年

に

『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
』
誌
第

一
号
を
発
刊
し
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
久
松
抱
石
居
士
は

『
空
』
と
題
し
、

空
軸
を
中
枢
に
し
て
無
擬
自
在
、
久
遠
・
遍
界
め
ぐ
る
法
輪

め
ざ

形
な
き
自
己
に
覚
め

て
不
死

で
死

し
、
不
生
で
生
れ
三
界
を
遊
戯

さ

だ

今
し
F
A
S
歴
史

・
宇
宙
に
伏
蔵
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
代
創
定
め
ん

と
い
う
短
歌
を
発
表
し
、
同
誌
は

「
F
(
F
o
r
m
l
e
s
s
 
s
e
l
f
)
、
A

(
A
l
l
 
m
a
n
-

k
i
n
d
)
S
(
S
u
p
e
r
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
h
i
s
t
o
r
y
)
に

つ
い
て
」
と
題

し
、
次

の
よ

う
な
批
判
的
短
文
を
掲
げ
て
い
る
。

「神
信
仰
を
律
す
る
中
世
的
な
神
律
と
、近
世
的
な
理
性
の
自
律
が
、

と
も
に
問
題
化
し
た
近
代
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
状
況
は
、
神
信
仰
に
基
づ
く

自
己
理
解

・
世
界
理
解

・
歴
史
理
解
と
、
理
性
に
基
づ
く
そ
れ
の
い
ず

れ
を
も
許
さ
な
い
、
自
己

・
世
界

・
歴
史
の
後
近
代
的
な
死
復
活
を
要

求
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
現
代
に
お
け
る

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
現
実
形
態
と
も
い
う
べ
き
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
人
間
支

配

の
只
中

で
、
自
己
の
無
と
世
界
の
無
と
歴
史
の
無
に
直
面
し
て
、
吾

々
は

『
ど

う
し
て
も
い
け
な
い
と
す
れ
ば
ど
う
す
る
か
』

と
い
う
、
の
っ
ぴ
き
な

ら
ぬ
基
本
的
公
案
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
後
近

代
的
な
自
己

・
世
界

・
歴
史

の
自
覚
は
、
こ
の

『
ど
う
し
て
も
い
け
な
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い
と
す
れ
ば
ど
う
す
る
か
』
と
い
う
基
本
的
公
案
に
対
す
る
神
律
的
他

律
と
理
性
的
自
律
の
葛
藤
を
超
え
た
抜
本
的
絶
対
的
自
律
の
葛
藤
の
落

着
で
あ
る
、
新
し
い
宗
教
律
に
基
づ
い
た
自
己
の
体
と
、
世
界
の
相
と
、

歴
史
の
用

の
全

一
的
な
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吾
々
の
協
会
が

提
唱
す
る

『
F
A
S
』
と
は
、
上
述
の
ご
と
き
意
味
で
の
自
己
.
世
界
・

歴
史
の
い
わ
ば
体
大

・
相
大

・
用
大
的
自
覚
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。」さ

ら
に

「
A
提
言
-

更
衣
-

」
と
題
し
、
「
F
抱
石
」
の
名
に
お

い
て
、
「
近
代
的
国
家
主
権
の
倫
理
、
政
治
、
経
済
で
は
、
世
界
史
的
現

し

よ

実

の
緊

迫

し

て
く

る

新

課
題

を

、
も

は
や

背

負

ひ
き

れ

な

く

な

つ
た

。
す

べ
か

ら

く

国
家

は
、
抜

本

的

に

主

権

を

全

人

類

に
転

譲

し

、

主

権

在

全

人
類
-
E
t
h
i
c
,
 
P
o
l
i
t
y
,
 
E
c
o
n
o
m
y
 
o
f
 
A
l
l
m
a
n
k
i
n
d
,
 
b
y
 
A
l
l
m
a

-

n
k
i
n
d
,
 
f
o
r
 
A
l
l
m
a
n
k
i
n
d
-

の
ポ

ス

ト

・
モ
ダ

ン
体

制

を
創

建

す

べ

き

で

あ

る
。

五

百
年

モ
ダ

ン
衣

裳

は
着

ふ

る

し

つ
ポ

ス
ト

・
モ
ダ

ン
に

衣

更

へ
せ
ん

(
一
九
七
〇
年
十
月
)
」

と
あ

る
。

さ

ら
に

「
ポ

ス

ト

モ

ダ

ニ

ス
ト
宣

言
T
h
e
 
P
o
s
t
m
o
d
e
r
n
i
s
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
o
」
と

し

て
、

三

つ

の

宣

言

が
な

さ

れ

て

い
る

。

一
、

ポ

ス
ト

モ
ダ

ニ

ス

ト

自

覚

(
P
o
s
t
m
o
d
e
r
n
i
s
t
 
A
w
a
k
e
n
i
n
g
)
近

代

の
本

質
的

矛
盾

と
現

象

的

ヂ

レ

ン

マ
に

よ

つ

て
崩

壊

し

た

主

体

性

を

、
F
.
A
.
S
.覚

哲

学

に
基

づ
く

ポ

ス
ト

モ
ダ

ニ
ス
ト

の
自
覚

に

よ

り

建

て
直

す
。

二
、

最

高

主
権

在

人

類

(
T
h
e
 
U
l
t
i
m
a
t
e
 
S
o
v
e
r
l
i
n
i
t
y
 
w
i
t
h

A
l
l
)
宿

命
的
に
行
き
づ
ま

っ
た
多
元
的
国
家

エ
ゴ
イ
ズ
ム
体

制
を
、
抜
本
的
に
超
脱
し
て
、
普
遍
的
な

二
兀
的
全
人
類
主
権
を
創
定

す
る
。
(
E
t
h
 
E
c
o
n
o
m
y
,
 
a
n
d
 
C
u
l
t
i
u
r
e
,
 
A
l
l

m
a
n
k
i
n
d

)

三
、
全
人
類
共
財

(
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n

d

S
p
i
r
i
t
u
a
l
 
W
e
a
l
t
h
 
b
y
 
A
l
l
 
m
a
n
k
i
n
d
)
あ

ら
ゆ
る
物
質
的
精
神
的
資
財

を
、
国
家
独
占
か
ら
解
放
し
て
、
全
人
類
の
共
財

に
す
る
。

禅
の
実
践
と
研
究
を
主
と
す
る
団
体
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
F
A
S
的

自
覚
が
生
ま
れ
、
右
に
示
し
た
よ
う
な
宣
言
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
注

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
禅
の
歴
史
を
顧
み

る
と
、
戦
時
中
は
国

家
主
義
的
な
発
言
を
し
た
り
、
皇
道
禅
を
称
え
た
人
も
い
た
が
、
終
戦

と
な
る
と
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
。
随
処

に
主
と
な
る
こ
と
を
主

張
す
る
禅
は
、
主
体
性
を
喪
失
し
て
は
な
ら
ぬ
が
、
F
A
S
協
会
が
F

の
自
覚
に
と
ど
ま
ら
ず
、
A

・
S
の
方
向
に
動

き
を

示
め
し
た

こ
と

は
、
従
来
の
伝
統
禅
が
F
の
方
向
の
み
に
止
ま

っ
て
い
た
の
に
対
し
高

く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

因
み
に
F
A
S
協
会
は
昭
和
十
九
年
四
月
八
日
、
京
都
帝
国
大
学
学

道

々
場
と
し
て
、
洛
西
花
園
妙
心
寺
山
内
春
光
院

の
奥
に
あ
る
久
松
真

一
博
士
の
寓
居
抱
石
庵
に
お
い
て
出
発
し
た
。

そ
の
綱
領
は
、

一
、
本
道
場
は
絶
対
の
大
道
を
学
究
行
取
し
、

以
て
世
界
甦
新
の
聖

業
に
参
ず
。

一
、
本
道
場
は
宗
教
上
思
想
上
の
固
随
な
る
因
襲
に
堕
し
、
又
は
皮

F
A
S
禅

に
つ
い
て

(藤

吉
)
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相
安
易
な
る
追
随
に
奔
る
こ
と
な
く
、
よ
く
現
実
の
深
底
に
徹

し
、
自
主
妙
応
の
大
用
を
発
す
。

一
、
本
道
場
は
偏
学
の
無
力
、
偏
行
、の
盲
目
を
誠
め
、
学
行

一
如
大

道

に
蕎
直
向
前
す
。

一
、
道

人
は
順
逆
境
中
不
抜

の
道
念
を
堅
持
し
、
道
場
日
に
は
必
ず

参

じ
、
以
て
道
場
の
紹
隆
を
期
す
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
最
初
の
メ
ン
バ
ー
は
十
名
位
で
あ

っ
た
が
、
次
第

に
そ
の
数

を
増
し
、
端
坐
と
論
究
を
主
と
す
る
学
道
が
続

い
た
。
戦
後
、

京
都
大
学

の
枠
を
は
ず
し
、

一
般

の
会
員

の
参
加
を
求
め
、
妙
心
寺
山

内
東
海
庵

に
お
い
て
第

一
回
の
別
時
学
道
を
催
し
て
か
ら
、
す
で
に
八

七
回
に
及
ん
で
い
る
。
平
常
道
場
は
毎
週

一
回
、
土
曜
日
の
夜
、
端
坐

と
論
究
を
主
と
し
時
に
は
古
典

の
輪
読
を
し
て
い
る
。
学
道
の
方
法
も

師
家
に
独
参
す
る
形
式
を
と
ら
ず
、
相
互
参
究
と
い
う
方
式
を
と
り
、

会
員
が
対
坐
し
て
互
に
真
実
の
自
己
に
参
究
し
合

つ
て
い
る
。

学
道
々
場
は
久
松
博
士
の
外
遊
後
、
F
A
S
協
会
と
改
称
し
、
機
関

誌
も

『
風
信
』
か
ら

『
F
A
S
』
誌
に
発
展
し
、
さ
ら
に

『
ポ

ス
ト
モ

ダ

ニ
ス
ト
』
誌
を
以
文
社
と
提
携
し
て
発
刊
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

会
員
数
は
現
在
百
七
十
八
名
、
誌
友
数
約
五
百
名
で
、

一
つ
の
団
体
と

し
て
は
大
き
く
は
な
い
が
、
着
実
な
求
道
的
歩
み
を
続
け
て
い
る
。
学

問
的
に
も
久
松
真

三
・
西
谷
啓
治
両
博
士
指
導
の
下
に
、

ロ
ッ
ク
フ
エ

ラ
ー
財
団

の
援
助

の
も
と
、
研
究
会
を
組
織
し
、
そ
の
成
果
を

『
禅
の

本
質
と
人
間
の
真
理
と
(創
文
社
刊
)
と
し
て
発
刊
し
、
近
年
な

「
後
近

代
社
会
の
理
念
と
構
造
」
に
つ
き
研
究
を
推
進
し
て
い
る
。
『
久
松
真

一

著
作
集
』
も
全
八
巻
の
う
ち
七
巻
を
発
刊
し
、
さ
ら
に
続
巻
が
予
定
さ

れ
て
い
る
。

F
A
S
禅
は
、
そ
の
A
S
的
活
動
に
中
心
を
お
け
ば
、
政
治
団
体
と

誤
解
さ
れ
、
F
の
み
に
専
心
す
れ
ば
既
成
の
伝
統
禅
と
何
等
異
ら
な
く

な
る
。
F
と
A
S
と
が
密
接
に
関
連
し
合

っ
て
、
現
実
の
深
底
よ
り
A

S
の
活
動
を
な
す
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
質
が
見
ら
れ
る
。
F
A
S
協
会

は
か
つ
て

『
人
類
の
誓
』
を
宣
言
し
た
。
そ
れ
は
、
「私
た
ち
は
よ
く
お

ち
つ
い
て
本
当
の
自
己
に
め
ざ
め
、
あ
は
れ
み
深
い
こ
こ
ろ
を
も
っ
た

人
間
と
な
り
、
各
自
の
使
命
に
従

っ
て
、
そ
の
も
ち
ま

へ
を
生
か
し
、

個
人
や
社
会
の
悩
み
と
、
そ
の
み
な
も
と
を
探
り
、
歴
史
の
進
む
べ
き

た
だ
し
い
方
向
を
見
き
は
め
、
人
種
国
家
貧
富
の
別
な
く
、
み
な
同
胞

と
し
て
手
を
と
り
あ
ひ
、
誓

っ
て
人
類
解
放
の
悲
願
を
な
し
と
げ
、
真

実
に
し
て
幸
福
な
る
世
界
を
建
設
し
ま
せ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
誓
い
を
宣
言
し
、
そ
の
根
本
的
立
場
を

一
般
に
理
解
し
や
す

く
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
禅
の
現
代
性
が
見
ら
れ
、

ユ
ニ
ー
ク
な
宗

教
的
活
動
面
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の

『
ポ
ス
ト
モ
ダ

エ
ス
ト
宣
言
』
も
、

『
学
道
々
揚
綱
領
』
か
ら

『
人
類
の
誓
』

へ
と
展
開
し
て
来
た
、
こ
の

団
体
の
当
然
の
主
張

で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
現
実
の
世
界
の
動
向
に
目
を

注
ぎ
、
そ
の
あ
る
べ
き
方
向
を
指
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
F
A
S
哲

学

の
自
覚

の
深
さ
と
確
か
さ
が
見
ら
れ
る
と
思
う
。
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