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成
十
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十
二
月

『唐
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
南
岳
慧
思
門
下

の
禅
観
実
修

の
動
向

一

は
じ
め
に

『
止

観

輔

行

伝

弘

決

』

に

は
、

天

台

の
相

承

説

と

し

て
、

明

・
最

・

崇

・
就

・
監

・
慧

・
文

・
思

・
顗

か
ら

成

る
九

師

の
名

前

と
、

九

師

が

実

践

し

た
禅

法

と

し

て
、

七

方

便

・
融

心

・
本

心

・
寂

心

・
了
心

・
踏

心

・
覚

心

・
随
自
意

・
次
第
観

・
不
定
観

・
円
頓
観
を
挙
げ

て
い
る
。

(
1
)

こ
れ
ら
九
師

の
う
ち
、
第
七
師
以
下
は
、
慧
文
(
―
五
五
〇
―
)
と
慧

思

(五

一
五
―
五
七
七
)
と
智
顗

(五
三
八
―
五
九
七
)
の
三
師
で
あ
る
こ

と
は
確
か

で
あ
る
が
、
三
師
以
外

の
六
師
が
誰
を
指
す
の
か
は
不
明
で

あ
る
。

『梁
高
僧
伝
』
『唐
高
僧
伝
』
は
、
訳
経
な
ど
全
十
篇
か
ら
成
り
、
後

漢
か
ら
初
唐
に
か
け
て
活
躍
し
た
僧
の
行
実
を
記
し
て
い
る
。
中
国
仏

教
に
お
け
る
禅
観
実
修

の
動
向
を
論
じ
た
も
の
に
、
既
に
先
学
の
優
れ

た
研
究
が
あ
る
。
(
2
)

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
『梁
高
僧
伝
』
『唐
高

僧
伝
』

の
全
篇
に
わ
た
っ
て
禅
観
実
修
者

の
動
向
を
考
察
し
た
も
の
で

は
な
く
、
『唐
高
僧
伝
』
習
禅
篇
に
収
録
さ
れ
て
い
る
人
や
、

一
部
の
人

武

藤

明

範

を
取
り
上
げ
て
、
禅
観
実
修

の
動
向
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。私

は
、
イ
ン
ド
伝
来
の
実
践
法
門
を

『大
智
度
論
』
な
ど
を
基
に
し

て
天
台
の
実
践
法
門
と
し
て
体
系
化
し
た
、
智
顗

の
禅
観

・
止
観
思
想

を
研
究
す
る
場
合
、
少
な
く
と
も
、
先
の
両
書
全
篇
に
み
ら
れ
る
禅
観

実
修
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
研
究
を
続
け
て

い
る
。
(
3
)

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立

っ
て
、
私
は

『智
者
大
師
別
伝
』

『国
清
百
録
』
を
傍
証
資
料
と
し
て
参
照
し
な
が
ら
、
『唐
高
僧
伝
』
の

中
か
ら
禅
観
や
繊
法
な
ど
を
通
じ
て
、
慧
思

や
智
顗

な
ど
と
交
流
の

あ

っ
た
人
や
、
天
台
山
行
遊
経
験

の
禅
観
実

修
者
を
検
索
し
た
結
果
、

在
俗
を
通
じ
て
四
十

一
名
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
今
回
の
論
孜

で
は
、
全
部
の
人
を
取
り
上
げ
る
の
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
難
し
い
の
で
、

慧
思
門
下

の
禅
観
実
修
の
動
向
に
限
定
し
て
論
究
す
る
。
具
体
的

に
は
、

慧
思
門
下
で
は
ど
の
よ
う
な
修
行
法
が
実
践
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た

慧
思
門
下
の
禅
観
実
修
者
の
グ
ル
ー
プ
が
ど
の
地
域
に
存
在
し
た
の
か

な
ど
を
、
文
献
学
的
方
法
に
よ
っ
て
考
察
を
試

み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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二

『
唐
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
慧
思
門
下

の

禅
観
実
修
者

の
動
向
に
つ
い
て

『摩
詞
止
観
』
の
序
文
に
よ
れ
ぼ
、
智
顗

は
慧
思
か
ら
漸
次

・
不
定

・

円
頓
か
ら
成
る
三
種
止
観
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
。
(
4
)

し
か
し
、
慧
思
が

説
い
た
三
種
止
観
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
か
は
、
現

存
す
る
慧
思
の

『随
自
意
三
昧
』
な
ど
の
著
述
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
但
し
、
『唐
高
僧
伝
』
な
ど
が
伝
え
る
よ
う
に
、
智
顗

が
慧
思

の
も
と
で
法
華
三
昧
の
前
方
便
を
発
得
し
、
慧
思
が
智
顗

の
師

と
し
て
、
天
台
の
禅
観

・
止
観
思
想
成
立
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
同
時
に
慧
思
は
、
道
宣

(五
九
六
―
六
六
七
)
が

「義
解
偏
重
に
あ

っ
た
当
時
の
仏
教
界
に
対
し

て
、
慧

思
は
定
慧
双
開
を
主
張
し
て
大
い
に
禅
風
を
鼓
吹
し
、
遂
に
は

南
北
の
禅
宗
に
し
て
慧
思
の
薫
陶
を
承
け
な
い
者
は
な
い
」
(
5
)

と
評
価
す

る
ほ
ど
、
中
国
仏
教
史
に
お
け
る
禅
観
実
修
の
動
向
を
考
え
る
上
で
は
、

等
閑
視

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
で
あ
る
。

『唐
高
僧
伝
』
を
俯
瞰

す
る
と
、
慧
思
門
下
の
禅
観
実
修
者
と
し
て
、

慧
崔
(

生
没
年
未
詳
)
・
恵
成

(生
没
年
未
詳
)
・
慧
命

(五
三

一
―
五
六

八
)
・
智
顗

・
慧
耀

(五
二
五
―
六
〇
三
)
・
慧
超

(五
四
六
―
六
二
二
)

の

六
人
を
確
認

で
き
る
。
し
か
し
、
恵
成
伝
や
慧
思
伝

の
中
に
は
、
「慧

思
門
下

に
は
当
時
禅
門
の
精
通
者
数
十
人
あ
り
、
み
な
先
達

の
人
で
あ

る
」
(
6
)

や

「慧
思
は
四
十
余
僧
を
率
い
て
南
岳
に
赴
く
」
(
7
)

と
あ
り
、
当
時

『唐
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
南
岳
慧
思
門
下
の
禅
観
実
修
の
動
向

(武

藤
)

の
中
国
仏
教
界
は
、
優
れ
た
師
が
い
れ
ぼ
そ
の
師
の
も
と
で
参
学
す
る

「多
師
多
学
」
の
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
慧
思

の
も
と
に
は

『唐
高
僧

伝
』
に
記
録
さ
れ
た
人
以
外
に
も
多
く
の
僧
徒
が
雲
集
し
た
と
推
測
で

き
る
。
事
実
、
『国
清
百
録
』
な
ど
に
は
慧
思
門
下
で

「説
法
第

一
」
と

称
さ
れ
た
智
顗

に
対
し
て
、
「禅
定
第
一
」

と
称
さ
れ
た
信
照

(生
没
年

未
詳
)
が
い
た
。
(
8
)

『国
清
百
録
』
に
よ
れ
ぼ
、
信

照
は
方
等
懺
法
の
実
践

者
で
あ
り
慧
思
没
後
も
南
岳
で
徒
衆
を
率

い
、
後
に
慧
日
道
場
に
住
す

人
で
あ
っ
た
が
、
(
9
)

『唐
高
僧
伝
』
に
は
記
録
が
な
く
、
行
実
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
る
。
従

っ
て
本
論
攷

で
は
、
慧
崔

・
恵
成

・
慧
命

・
智
顗

・

慧
耀

・
慧
超

の
六
人
と
慧
思
を
中
心
に
、
慧
思
門
下
の
禅
観
実
修
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
尚
、
そ
の
内
訳
と
し
て
は
、
立
伝
な
し
が

一
名

・
習

禅
篇
が
四
名

・
感
通
篇
が

一
名

・
読
誦
篇
が

一
名
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
禅
観
関
係
の
典
籍
を
著
わ
し
た
人
と
し
て
、
慧
思
は

『大

智
度
論
』
な
ど
に
基
づ
い
て

『
四
十
二
字
門
』
『次
第
禅
要
』
な
ど
を

著
わ
し
、
智
顗

は

『次
第
禅
門
』
な
ど
を
著
わ
し
た
。

こ
の
よ
う
な
典

籍
を
著
わ
し
た
人
は
、
禅
観
や
懺
法
な
ど
に
精

通
し
て
お
り
、
禅
の
指

導
や
仏
道
修
行
の
場
と
し
て
、
道
場
な
ど
を
設
営
し
て
い
る
。
例
え
ぼ
、

慧
思
は

「臨
終
に
及
び
山
頂
よ
り
半
坐
道
場

に
下
り
、
連
日
説
法
す

る
」
(
1
0
)

と
あ
り
、
ま
た
智
顗

は

「瓦
官
寺
で
禅
法

を
弘
め
、
白
馬
寺

の
警

紹
な
ど
が
学
ん
だ
」
(
1
1
)

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録

か
ら
、
禅
観
実
修
者
が

専
門
的
に
修
行
す
る
た
め
寺
院
を
中
心
に
修
行
生
活
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
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『唐
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
南
岳
慧
思
門
下
の
禅
観
実
修
の
動
向

(武

藤
)

次
に
、
彼
ら
が
実
践
し
た
修
行
法
や
修
行

の
内
容
に
注
目
す
れ
ぼ
、

修
禅
や
懺
法
な
ど
の
実
践
が
多

い
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ぼ
、
慧
耀
は

「巴
丘
の
禅
律
ま
れ
な
る
を
聞
き
、
道
懿
と
共
に
西
上
し
導
因
寺
に
十

四
年
間
留
錫
す
。
慧
耀
は
同
寺
か
ら
他
出
せ
ず
、
た
だ
禅
静
を
味
わ

う
」
(
1
2
)

と
あ
り
、
慧
思
門
下
で
は
常
に
坐
禅
が
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
慧
超
伝
や
恵
成
伝
に
は
、
「慧
思
は
一
乗
を
悟
り
、
普
く

三
観
を
明
か
す
。
慧
超
は
智
顗
や
慧
命
と
共
に
、
慧
思
の
も
と
で
積
年

修
行
す
」
(
1
3
)

と
あ
り
、
「匡
山
の
寺

で
恵
成
は
智
顗

か
ら
慧
思

の
話
を
聞

き
、
定
業

を
学
ぼ
う
と
決
意
す
」
(
1
4
)

と
あ
り
、
更
に
慧
布
伝
に
は

「禅
宗

の
慧
可

(四
八
七
―
五
九
三
)
に
参
じ
た
慧
布

(五
一
八
―
五
八
七
)
は
、

慧
思
に
も
参
じ
て
日
夜
、
大
義
を
論
議
す
」
(
1
5
)

と
あ
り
、
当
時
、
禅
観
実

修
者
と
し
て
有
名
で
あ

っ
た
慧
思

の
も
と
に
は
、
慧
超
や
智
顗
を
始
め

多
く
の
僧
徒
が
参
集
し
て
い
た
っ

そ
れ
で
は
、
慧
思
門
下
で
は
ど
の
よ
う
な
禅
観
が
実
践
さ
れ
て
い
た

か
を
検
討

す
れ
ぼ
、
慧
超
は

「疾
病
し
西
面
に
正
坐
し
、
第

一
義
空
清

浄
智
観
と

い
っ
て
入
滅
し
た
」
(
1
6
)

と
あ
る
。
第

一
義
空
清
浄
智
観
は
、
『禅

要
経
』

の
中
で
不
浄
観

に
属
す
る
白
骨
観
を
説
く
中
に
出
て
く
る
も
の

で
あ
る
。
(
1
7
)

慧
超
が
臨
終

の
際
に
、
第

;
我
空
清
浄
智
観
と
い
っ
た
の
は
、

自
ら
の
死

の
超
克
が
あ

っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
慧
超

は
、
『禅
要
経
』
に
依

っ
て
修
禅
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
恵
成

は
、
「慧
思
か
ら
憑

疏
文
依
他
生
解
と
い
う
義
解
法
を
否
定
さ
れ
、
章

抄
や
筆
硯

を
破
棄
。
十
五
年
間
、
開
眼
し
て
修
禅
。
慧
思
か
ら
方
等

・

観
音

・
法
華

・
般
舟
道
場
を
導
か
れ
る
。
歴
試
鎖
障
、
三
年
実
践
し
、

魔
業
や
禅
鬼
を
散
絶
し
、
遂
に
衆
生
語
言
三
昧
を
解
す
」
(
1
8
)

と
あ
る
よ
う

に
、
恵
成
は
、
師

の
慧
思
か
ら
方
等

・
観
音
な
ど
を
導
か
れ
、
遂
に
衆

生
語
言
三
昧
を
得
て
い
る
。
衆
生
語
言
三
昧

は
、
『法
華
経
』
な
ど
に

説
く
よ
う
に
、
衆
生
の
言
葉
を
理
解
す
る
三
昧

で
あ
る
。
(
1
9
)

し
か
し
、
慧

思
の

『諸
法
無
諍
三
昧
法
門
』
の
中
に
も
こ
の
三
昧
を
説

い
て
い
る
こ

と
か
ら
、
(
2
0
)

慧
思
は
方
等
な
ど
の
他
に
も
、
『諸
法
無
諍

三
昧
法
門
』
に

基
づ
い
て
恵
成
を
指
導
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
今
述
べ
た
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
慧
思
が

「臨
終
に
際
し
て
弟

子
に
、
常
に
法
華

・
般
若

・
念
仏
三
昧

・
方
等
懺

悔
の
実
践
を
強
調
」
(
2
1
)

し
た
影
響
や
、
あ
る
い
は
当
時

の
中
国
仏
教
界

で
は
懺
法
を
実
践
す
る

こ
と
は
、
出
家
者
の
間
で

一
般
的
な
慣
習
に
な

っ
て
お
り
、
ま
た
当
時

の
仏
教
者
達

の
間
で
は
、
禅
定
に
伴
う

一
種
の
修
行
、
つ
ま
り

「禅
定
」

と
か

「三
昧
」
と
か

「
懺
法
」
が
同
じ
内
容
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
て
い

た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
(
2
2
)

慧
思
門
下
で
も
懺
法
の
実
践
が
多

い
。

い
ま
は
、
彼
ら
が
実
践
し
た
懺
法
の
名
称
と
そ
の
実
践
者
と
人
数
を

記
せ
ぼ
、
法
華
懺
法
を
恵
成
と
慧
思
の
二
人
が
、
方
等
懺
法
を
恵
成
と

慧
命
と
慧
思
の
三
人
が
、
観
音
俄
…法
を
恵
成
と
智
顗

の
二
人
が
、
普
賢

懺
法
を
慧
命
の

一
人
が
、
普
賢
道
場
と
四
安
楽
行
を
智
顗

の

一
人
が
実

践
し
て
い
る
。
(
2
3
)

中

で
も
、
『大
方
等
陀
羅
尼
経
』

に
基
づ
い
て
行
う
、
方

等
懺

法
の
実
践
者
は
四
人
と
最
も
多
い
。
『唐
高
僧
伝
』
に
は
智
顗

の

方
等
懺

法
の
記
録
は
な
い
が
、
『智
者
大
師
別
伝
』
に
よ
れ
ぼ
、
智
顗
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は
大
賢
山
で
法
華
三
部
経
を
二
十
日
間
読
誦
し
、
そ
の
深
義
を
極
め
た

後
に
、
二
十

一
日
間
に
わ
た
り
方
等
懴
法
を
実
践
し
た
結
果
、
勝
相
が

現
前
し
た
と
あ
る
。
(
2
4
)

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
信
照
も
方
等
懴
法

の
実
践

者
で
あ

る
。
『国
清
百
録
』
に
よ
れ
ぼ
、
あ
る
時
信
照
は
大
衆

の
塩
を

盗
ん
で
斎
時
に
服
用
し
た
が
、
少
量
で
あ
っ
た
の
で
問
題
と
し
な
か

っ

た
。
後
日
、
信
照
が
同
懴
法
を
実
践
す
る
と
直
ぐ
に
そ
の
時

の
様
子
が

起

こ
り
、
計

っ
て
み
る
と
三
年
間
に
盗
ん
だ
量
は
数
十
鮒
に
な

っ
て
い

た
。
そ
こ
で
自
ら
の
衣
資
を
売

っ
て
、
塩
を
買

い
大
衆
に
償

っ
た
と
い

う
。
(
2
5
)

前
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
は
懴
法
を
実
践
す
る
こ
と
は
出
家
者

の

慣
習
に
な

っ
て
お
り
、
ま
た
智
顗

が

「諸
の
方
等
師
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

方
等
懴

法
を
実
践
す
る

一
群
の
実
践
者
が
い
た
ほ
ど
中
国
各
地
で
実
修

さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
の
で
、
(
2
6
)

慧
思
門
下
で
も
重
要
な
…
懴悔

法
の
一
つ
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
慧
思
が

『
法
華
経
安
楽
行
義
』
『諸
法
無
課
三
昧
法
門
』

の
中

で
、
「『
法
華
経
』
と
は
大
乗
頓
覚
、
無
師
自
悟
、
疾
や
か
に
仏
道
を
成

ず
」
(
2
7
)

と

い
い
、
「妙
法
華
会

は
、

一
乗
極
頓
に
し
て
諸
仏
の
智
慧
を
説

く
」
(
2
8
)

と
述
べ
た
よ
う
に
、
『法
華
経
』
を
究
寛
至
上
の
経
典

で
あ
る
と

規
定
し
た
影
響
を
受
け
て
か
、
慧
超
の
よ
う
に
五
十
余
年
間
に

『法
華

経
』
を

一
万
回
余
り
誦
経
し
た
人
も
い
た
。
(
2
9
)

こ
れ
ら
の
修
行
法
に
よ
っ
て
、
禅
観
実
修
者
が
得
た
三
昧
の
境
地
を

検
討
す
れ
ぼ
、
智
顗

は
法
華
三
昧
の
前
方
便
を
発
得
し
、
恵
成
は
衆
生

語
言
三
昧
を
体
得
し
て
い
る
。
恵
成
伝
に
は
、
「慧
思
は
智
顗

と
恵
成

『唐
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
南
岳
慧
思
門
下
の
禅
観
実
修
の
動
向

(武

藤
)

の
証
果
を
比
較
し
て
、
前
者
は
三
昧
を
発
こ
し
て
か
ら
総
持
を
証
し
、

後
者
は
総
持
を
発
こ
し
て
か
ら
三
昧
を
得
た
が
、
慧
思
の
目
か
ら
見
れ

ぼ
両
者

の
証
果
は
同
じ
で
あ
る
と
評
し
た
」
(
3
0
)

と
あ
る
よ
う
に
、
慧
思
は

弟
子
の
証
果
を
判
定
し

「印
可
」
を
与
え
て
い
る
。
『維
摩
経
』
に
説

く
よ
う
に
、
(
3
1
)

師
が
弟
子
に
印
可
を
与
え
る
の
は
仏
教
の
伝
統

で
あ
り
、

恐
ら
く
慧
思
も
そ
れ
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
印
可

で
は
な

い
が
、
慧
思
は
慧
耀
や
慧
超
に
対
し
て
、
前
者
を

「実
相
観
に
お
い
て

玄
趣
あ
り
」
(
3
2
)

と
評
価
し
、
後
者
を

「神
府
に
し

て
得
忍
の
人
」
(
3
3
)

と
称
賛

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、
慧
思
は
弟

子
達
が
修
行
を
続
け
て

も
、
邪
心
に
迷
う
こ
と
の
な
い
よ
う

「記
別
」
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ

る
。
慧
思
門
下
に
は
そ
の
他
に
も
、
「慧
思
の
神
足
」
と
い
わ
れ
た
慧
理

や
、
(
3
4
)

禅
定
第

一
の
信
照
な
ど
が
お
り
、
慧
思

の
禅
風
は
、
弟
子
達
を
通

じ
て
活
況
を
呈
し
て
い
た
。

い
ま
は
慧
思
門
下
の
禅
観
実
修
者
の
行
遊
先

を
地
域
ご
と
に
分
類
す

れ
ぼ
、
河
南
省
大
蘇
…山
や
湖
南
省
南
岳
や
江

西
省
盧
山
に
集
中
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
今
回
考
察
し
た
範
囲
が
、
大
蘇
山
や
南
岳

を
中
心
に
活
躍
し
た
慧
思
か
ら
禅
観
や
懴
法
な
ど
を
通
じ
て
、
交
流
の

あ
っ
た
人
を
考
察
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三

お
わ
り
に

私
は
、
今
回
の
研
究
を
通
じ
て
禅
観
実
修
者

の
動
向
の
底
流
に
は
、

修
行
を
通
じ
て
、
仏
教
を
自
家
薬
籠
中
の
も

の
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

1
5
3



『唐
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
南
岳
慧
思
門
下
の
禅
観
実
修
の
動
向

(武

藤
)

を
感
じ
た
。
今
回
論
じ
な
か

っ
た

『唐
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
智
顗

及

び
灌
頂
門
下
な
ど
の
禅
観
実
修
に
つ
い
て
は
、
『愛
知
学
院
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科

・
文
研
会
紀
要
』
第

一
七
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
今

後
は
、
天
台
の
禅
観

・
止
観
思
想
の
終
極
と
し
て
智
顗
が
体
系
化
し
た

『摩
詞
止
観
』
の
十
境
十
乗
観
法

の
成
立
に
、
禅
観
実
修
者
が
実
践
し

た
禅
観
や
懺
法
な
ど
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
た
の
か
な
ど
を
考
察
し
て

い
く
予
定

で
あ
る
。

1

『
止
観
輔
行
伝

弘
決
』

巻
第

一
之

一

(
T
46

・
1
4
9
a
―
b
)

2

木
内
堯

央

稿

「『
続
高

僧

伝
』

習
禅

篇

と
初
期
天
台

」

(『
天

台
学
報

』

第
三
九
号
、

一
九
九

七
年

十
月
)
な

ど
多
数

3拙
稿

「『
唐
高
僧
伝
』

に
み
ら

れ
る
禅

観
実
修

の
動
向

(二
)
」

(『
曹
洞

宗
研
究
員
研
究
紀

要
』
第
三
五
号
、

二
〇
〇
五
年

三
月
)
な
ど

4『摩
詞
止
観
』
巻
第

一
上

(
T
46

・
1

c
)

5『唐
高

僧
伝
』

巻
第

一
七

(
T
5
0
・
5
6
4
a
)

6

『
唐
高

僧
伝
』

巻
第

一
六

(
T
50

・
5
5
7
a
)

7

『
唐
高

僧
伝
』

巻
第

一
七

(
T
5
0
・
5
6
3
b
)

8『智
者
大
師
別

伝
』

(T
5
0
・
1
9
5
c
)
『
国
清

百
録
』
巻
第

一
・
第

二

(
T

4
6

・
7
9
9
a
・
8
0
7
c
―
8
0
8
a
)

9

『
国
清

百
録
』
巻
第

一

・
巻
第

二

(T
46

・
7
9
9
a
・
8
0
1
b

・
8
0
6
a
)

10

『
唐
高

僧
伝
』
巻
第

一
七

(
T
50

・
5
6
3
c
)

11

『唐
高

僧
伝
』
巻
第

一
七

(
T
50

・
5
6
4
c
)

1
2

『唐
高

僧
伝
』
巻
第

二
五

(
T
50

・
6
6
2
a
)

1
3

『
唐
高

僧
伝
』
巻
第

二
八

(
T
50

・
6
8
7
b
)

14

『
唐
高

僧
伝
』
巻
第

一
六

(T
50

・
5
5
7
a
)

1
5

『唐
高
僧
伝
』
巻
第
七

(T
50

・
4
8
0
c
)

16

『唐
高
僧
伝
』
巻
第
二
八

(T
5
0
・
6
8
7
b
―

c
)

17

『禅

要
経
』

(
T
1
5・
2
3
8
a
)

1
8

『唐
高
僧
伝
』
巻
第

一
六

(T
60

・
5
5
7
b
)

19

『
法
華
経
』

(
T
9

・
2
3
8
a
)
『
大
智
度
論
』
巻
第
五
〇

・
巻
第
九
七

(
T

2
5
・
4
1
8
c
・
7
3
5
a
・
7
3
7
a
)

20

『
諸
法
無
諍

三
昧
法
門
』

(
T
46

・
6
3
1
c
)

21

『
唐
高
僧
伝
』
巻
第

一
七

(
T
50

・
5
6
3
c
)

2
2

福
島
光
哉
稿

「業
障
と
懺

悔
」

(
『真
宗

教
学
研
究
』
第

二
二
号
、

二
〇

〇

一
年
一
一

月
)

2
3

『
唐
高
僧
伝

』

の
各
伝

を
参
照

24

『
智
者
大
師

別
伝
』

(
T
50

・
1
9
1
c
)

2
5

『
国
清
百
録
』
巻
第

一

(T
46

・
7
9
9
a
)

26

『
摩

詞
止
観
』
巻
第

八
之
下

(
T
46

・
1
1
2
c
)
大
野
栄

人
著

『
天
台

止

観
成
立
史

の
研
究
』

(八
三
―
一
一

一
頁
、
法
蔵
館
、

一
九
九

四
年
七
月
)

27

『法
華
経
安
楽
行
義
』

(T
46

・
6
9
7
c
)

2
8

『諸
法
無
諍

三
昧
法
門
』

(T
46

・
6
3
5
b
)

2
9

『唐
高
僧
伝
』
巻
第
二
八

(T
5
0
・
6
8
7
b
)

3
0

『唐
高
僧
伝
』
巻
第

一
六

(T
5
0
・
5
5
7
b
)

31
『

羅

摩

経

』

(
T
14

・
5
3
9c)

3
2

『唐
高
僧
伝
』
巻
第

二
五

(T
5
0
・
6
6
2
a
)

3
3

『唐
高
僧
伝
』
巻
第
三
一
(

T
5
0
・
6
8
7
b
)

3
4

『唐
高
僧
伝
』
巻
第

一
六

(T
50

・
5
5
7
b
)

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

『唐
高
僧
伝
』
、
慧
思
、
慧
思
門
下
、
禅
観
、
徴
法

(愛
知
学
院
大
学
大
学
院
)

1
5
4
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28. Trends of Practice among Disciples of Nanyue Huisi According to the 

Xu Gaoseng zhuan 

Akinori MUTO

I have researched disciples who were guided by Nanyue Huisi(南 岳 慧 思),

Tiantai Zhiyi(天 台智顗)and various teachers of Tiantai, and those who prac-

tised Chan meditation in Mt.Tiantai(天 台 山)referring to the Tiantai Zhizhe

Daishi biezhuan 『智 者 大 師 別 伝 』and the Guoqing bailu 『国 清 百 録 』

as supporting materials.

As a result, it was possible to confirm 41 disciples including not only

priests but also laymen by means of searching"changuan禅 観(sitting in med-

nation)", and"chanfa懺 法(method of repentance)"recorded in the Xu

Gaoseng zhuan(『 唐 高 僧 伝 』).

In this thesis, I have focused on such disciples as Huicui(慧崔), Huicheng

(恵 成),Huiming(慧 命), Zhiyi(智顗), Huiyao(慧 耀), Huichao(慧 超)and Huisi

(慧 思),and tried to examine the trends in which Buddhist ascetics led and

trained by Nanyue Huisi practised Chan meditation, based on the Xu

gaoseng zhuan.

In a concrete form, I have tried to examine what kinds of training meth-

ods were practised by disciples belonging to the Huisi group, and in which 

regions in China they existed, in accordance with philological methods. 

29. "Enlightenment" in the Congrong lu in Comparison with the Biyan lu 

Shuji NISHIOKA 

Enlightenment is a fundamental issue in Buddhism, and it is the central 
concern of Zen as well. This study examines the understanding of enlighten-

ment in the Congrong lu in comparison with the Biyan lu, with some obser-
vations made. In regard to the stages of training and the fruits thereof, the 

Congrong lu does not recognize any significant differences, but the Biyan lu 

accepts a tentative difference. Therefore, it is important to realize the es-

sence of humanity (the "original face") in the Congrong lu, and a major fea-
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