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一
 
法
苑
義
林
章
の
第

一
章
総
料
簡
章
に
は
、
佛
陀
の
敬
の
本
質
を
論
究
す

る

「教
禮
論
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
、慈
恩
は
、
こ
の
書
に
お
い
て
、
印
度
外
敏

の
諸
學
派
か
ら
小
乗
の
各
部
派
、
さ
ら
に
中
観
派
の
教
艦
論
に
關
読
し
最
後
に

唯
識
派
の
教
艦
論
を
明
示
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
佛
教
諸
學
派
に
關
す
る
慈
恩

の
教
膿
観
を
通
し
て
、
そ
の
共
通
し
た
特
質
を
指
摘
す
る
と
、
聲
s
a
b
d
a
 
も
 

し
く
は
聲

・
名
n
a
m
a
 
p
a
d
a文
v
y
a
n
j
a
n
a

の
言
語
要
素
を
い
ず
れ
の

學
派
の
場
合
に
も
教
髄
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

文
は
ハ
と
か
ナ
と
か
の
軍
音
、
文
の
結
合
に
よ
つ
て
ハ
ナ
と
い
う
名
が
成
り
、

名
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
句
が
構
成
さ
れ
る
。
聲
を
以
て
教
膿
と
す
る
見
解
は
、

教
法
は
佛
陀
の
説
法
に
よ
つ
て
読
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
か
よ
う
な
素

朴
な
思
考
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
慈
恩
が
共
通
の
教
禮
と
し
て
聲
に
着

眼
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
現
實
的
な
思
考
に
起
因
す
る
も
の
と
推
せ

ら
れ
る
。
慈
恩
は
、
か
か
る
素
朴
な
着
想
に
出
獲
鮎
を
お
き
な
が
ら
言
語
観
を

唯
識
思
想
と
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
煩
雑
な
言
語
読
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
一
語

一
語
が
個
立
語
で
あ
る
漢
字
の
特
性
を
利
用
し
て
文
字
の
圖
式
的
な
多

敷
の
配
列
組
合
せ
を
造
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
煩
雑
な
言
語
読
を
髄
の

内
容
と
し
て
、
特
色
あ
る
教
髄
論
を
形
式
し
て
い
る
。

從
來
、
膿
論
は
シ
ナ
佛
教
學
の
特
質
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
シ
ナ
の
佛
家
の

佛
教
研
究
態
度
の
特
質
と
し
て
の
髄
論
、
と
い
う
観
鮎
か
ら
、
そ
の

一例
と
し

て
教
髄
論
を
問
題
と
す
る
。

二
 
は
じ
め
に
、
教
禮
論
の
中
、
唯
識
派
の
所
説
の
み
に
限
定
し
て
、
そ
の

大
略
を
紹
介
し
よ
う
。

慈
恩
は
唯
識
涯
の
教
禮
観
を
思
想
的
差
異
か
ら
二
系
統
に
差
別
し
て
い
る
。

ま
ず
、
第

一
の
系
統
は
、
唯
心
所
攣
の
文
義
の
相
を
教
禮
と
す
る
思
想
的
立

場
で
あ
る
。
慈
恩
の
見
解
に
そ
い
つ
つ
若
干
補
読
す
る
と
、
一
切
の
佛
の
教
読

は
、
聞
法
者
の
意
識
の
上
に
佛
読
に
似
て
顯
現
し
た
唯
識
所
攣
の
も

の
で
あ

る
。
教
の
能
詮
の
文
も
所
詮
の
義
も
識
の
所
攣
で
あ
り
、
か
か
る
識
所
攣
の
文

義
の
相
が
教
膿
で
あ
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
識
所
攣
の
文
義
の
相
が
意
識

上
に
聚
集
し
て
教
膿
を
形
成
す
る
。
つ
ま
り
教
髄
を
自
己
の
心
内
現
象
に
求

め
、
外
界
に
實
在
す
る
教
盤
を
認
め
な
い
學
説
で
あ
る
。

次
に
、
そ
の
第
二
の
系
統
は
、
如
來
の
識
上
に
生
じ
た
文
義
の
相
を
教
禮
と

す
る
學
説
で
あ
る
〇
こ
の
場
合
は
第

一
の
系
統
す
な
わ
ち
自
己

(聞
法
者
)
の

側
に
教
膣
を
求
め
る
の
と
は
異
な
り
、
教
髄
を
如
來

(説
法
者
)
の
心
内
現
象

と
し
て
把
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
唯
識
二
十
論
の

「
展
韓

増
上
力
二
識
成
決
定
」
に
依
振
し
て
、
如
來
の
識
上
に
生
じ
た
文
義
の
相
が
増

上
縁
と
な
つ
て
聞
法
者
の
意
識
の
上
に
も
文
義
の
相
が
生
じ
、
そ
こ
で
説
法
者

と
聞
法
者
の
關
係
が
成
立
し
教
に
封
す
る
理
解
が
生
ず
る
と
補
説
し
て
い
る
。

以
上
は
、
教
膿
論
の
要
鮎
の
み
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
慈
恩
は
さ
ら
に

詳
細
な
論
説
を
試
み
て
い
る
。
彼
は
、
と

の
二
様
の
見
解
を
立
論
す
る
に
あ
た

つ
て
、
教
詮
と
し
て
、
喩
伽
論

・
二
十
唯
識
論
・金
剛
般
若
経
論
・十
地
経
論

・

顯
揚
聖
教
論
・
無
性
撮
大
乗
論

・
佛
地
経
論

・
雑
集
論

・
成
唯
識
論
等
の
多
数

の
論
書
か
ら
引
用
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
教
膿
論
形
成
の
論
接
に
引
用

し
て
あ
る
引
用
所
説
を
検
討
す
る
と
、
右
に
學
げ
た
論
書
か
ら
の
引
用
所
読
の
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に
は
、直
接
教
髄
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
原
典
に
引
用
所
説
の
前
後
を
検
討
し
て
み
て
も
同
様
な
結
果
で
あ
つ
た
。

慈
恩
が
圭
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
は
、
聲
名
句
文
を
唯
識
的
見
地
か
ら
解

繹
し
た
言
語
読
に
關
す
る
所
説
で
あ
る
。
「唯
心
所
攣
の
文
義
の
相
」
と
い
う

ご
と
き
唯
識
的
言
語
観
の
所
読
に
着
眼
し
、
こ
れ
を
論
檬
と
し
て
、
識
所
攣
の

文
義
が
教
膿
で
あ
る
と
圭
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
に
髄
を
論
究
す
る
の
は
、
シ
ナ
の
佛
家
の
共
通
し
た
傾

向
で
あ
る
。

三
 
シ
ナ
の
佛
家
の
間
で
は
、
す
で
に
南
北
朝
時
代
か
ら
圭
題
の
髄
に
關
す

る
考
察
が
重
要
な
課
題
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
吉
藏
の
大
乗
玄
論
に
、
梁

の
三
大
法
師
所
謂
成
實
論
師
の
間
に
、
勝
義
世
俗
の
二
諦
の
禮
に
關
す
論
議
が

あ
り
、
二
諦
の
膿
を
同
一
の
も
の
と
み
る
か
、
異
と
み
る
か
、
に
つ
い
て
當
時

五
種
の
異
読
が
存
し
た
事
實
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
吉
藏
自
か
ら
も
、
同

書
に
お
い
て
般
若
と
方
便
を
髄
用
の
關
係
に
お
い
て
把
握
し
、般
若
を
髄
、方
便

を
用
と
し
て
禮
用
論
を
展
開
し
て
い
る
。
さ
ら
に
法
報
慮
の
三
身
に
騰
相
用
の

形
式
を
適
慮
せ
し
め
て
、
法
身
を
髄
、
報
身
を
相
、
化
身
を
用
と
理
解
し

「膣

相
用
故
立
三
身
」
(大
正
四
五
、
四
六
上
)
と
さ
え
い
つ
て
い
る
。
な
お
大
乗

玄
論
は
全
髄
が
八
章
よ
り
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
中
、
二
諦
義

・
一
乗
義

・
浬

藥
義
の
三
章
に
は
、
「辮
膿
門
」
の
一
節
が
あ
り
、
二
諦

・
一
乗

・
浬
契
の
禮

を
考
究
し
て
い
る
。
ま
た
慧
遠
の
大
乗
義
章
に
お
い
て
も
、
こ
の
書
で
扱
つ
て

い
る
圭
題
の
凡
そ
全
て
に
わ
た
つ
て
、
「辮
膿
性
」
も
し
く
は

「辮
髄
相
」
の

踊
節
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
義
林
章
の
全
篇
を
概
観
し
て
も
同
様
な
事
實
を
見

出
し
得
る
。
こ
の
よ
う
に
贈
 の
考
察
は
重
要
な
課
題
と
な
つ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
総
禮
的
な
教
の
髄
を
問
題
と

し
て
そ
れ
を
髄
系
的
に
組
織
し
た
教
髄
論
は
義
林
章
以
前
の
他
の
論
書
の
中
に

は
求
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
内
容
の
鮎
か
ら
も
、
各
學
派
に
共
通
し
た
教
騰
と
し
て
、
言
語
要
素
を

と
り
墨
げ
、
艦
の
内
容
を
言
語
論
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
態
度
に
は
注
目
す
べ
き

も
の
が
あ
る
。

聲
名
句
文
に
關
す
る
言
語
論
的
關
説
は
、
中
観
派
系
統
の
文
鰍
よ
り
も
、
む

し
ろ
唯
識
派
系
統
の
文
獄
の
中
に
と
く
に
繁
く
見
出
さ
れ
る
。
慈
恩
は
、
多
数

の
唯
識
派
の
文
獄
か
ら
言
語
読
を
引
い
て
い
る
が
、
彼
が
こ
こ
に
引
用
し
て
い

る
所
読
以
外
に
も
、
解
深
密
経

・
顯
揚
論

・
撮
大
乗
論

・
十
地
経
論

・
世
親
撮

大
乗
論

無
性
撮
大
乗
論

・
成
唯
識
論
等
に
は
、
聲
名
句
文
の
言
語
要
素
に
關

す
る
読
述
は
多
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は

「唯
心
所
攣
の
文
義
」
と
い
う
ご
と

き
唯
識
的
言
語
観
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
撮
大
乗
論
に
は
名
言
種
子
の
思

想
が
あ
る
。
こ
れ
は
言
語
要
素
が
唯
識
髄
系
の
中
に
導
入
せ
ら
れ
た

一
例
で
あ

ろ
う
。
唯
識
派
の
論
師
は
言
語
表
現
に
注
目
し
、
そ
れ
を
唯
識
教
説
の
中
に
導

入
し
て
い
る
。
な
お
、
名
句
文
は
不
相
鷹
行
法
で
あ
り
、
先
の
文
鰍
に
は
不
相

鷹
行
法
と
し
て
の
観
鮎
か
ら
名
句
文
に
言
及
す
る
説
述
も
あ
る
。
し
か
し
今
は

こ
の
貼
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ず
に
お
く
。

こ
う
し
た
言
語
説
に
關
す
る
關
心
を
シ
ナ
佛
教
の
論
書
の
中
に
尋
ね
る
と
、

慈
恩
以
前
の
も
の
の
申
に
は
ほ
と
ん
ど
見
出
し
難

い
。
わ
ず
か
に
、
大
乗
義
章

に
、
名
句
字

(文
)
に
關
す
る
關
読
が
あ
る
程
度

の
も
の
で
あ
る
。
慈
恩
に
至

つ
て
始
め
て
言
語
論
に
意
識
が
向
け
ら
る
る
に
至

つ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は

結
局
、
玄

の
新
課
佛
教
の
新
ら
し
い
局
面
で
あ
る
に
他
な
ら
な
い
。
慈
恩
は

玄
奨
に
よ
つ
て
將
來
せ
ら
れ
た
言
語
論
的
所
説
を
シ
ナ
佛
教
の
重
要
な
論
題
で

あ
つ
た
髄
論
の
場
に
受
容
し
凋
自
の
教
膿
論
を
形
成
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
從

來
の
シ
ナ
佛
教
學
の
傳
統
的
態
度
を
踏
襲
し
つ
つ
新
し
い
局
面
を
展
開
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

法
苑
義
林
章

に
お
け

る
敢
髄

論

(
佐

藤
)
 

一
二
七

-570-


