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功

徳

と

報

応

の

一
考

察

―唐

・
玄
宗
朝

の
三
教
斉

一
策

に
関
連

し
て
―

手

島

一

真

一

仏
教
の
報
応
信
仰
は
業
思
想
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
の
業
思

想
は
仏
教
以
前

の
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
に
源
流
が
あ
る
こ
と
は
周
知

の
と
お
り

で
あ
る
。
そ
の
流
れ
は

一
方
で
は
、
ジ
ャ
ィ
ナ
教

の
宿
作
因

論
と
な
り
、
現
世
の
業
は
因
と
み
ず
、
宿
業

(前
世
の
業
)
の
み
を
因

と
し
、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
を
苦
行

の
み
に
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
仏
教

の
業
思
想

は
、
過
去

の
自
己
が
決
し
た
業

の
果

で
あ
る
現
在
を
受
け
入

れ
る
と
と
も
に
、
未
来
に
善
果
を
得
る
べ
く
現
在
に
善
業
を
積
む
、
す

な
わ
ち
新
業
に
よ
っ
て
宿
業
を
転
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

か
か
る
業
思
想
な

い
し
報
応

(因
果
応
報
)
説
は
、
通
俗
的

に
は
仏
教

の
縁
起
論
に
従

い
、
仏
教
の
根
本
原
理
を
説
く
た
め
の
方
便

と
し
て
、
勧
善
懲
悪
の
姿
を
と
っ
て
各
地
各
層

の
者
に
強

い
感
銘
を
与

え
る
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
道
的
雑
信
仰
を
織
り
交
ぜ
て
浸
透
し
、

複
雑
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

中
国
に
お
け
る
報
応
信
仰
は
、
戦
国
時
代
の
こ
ろ
か
ら
存
在
し
て
い

た
が
、
そ
れ
ら
は
天
人
感
応
思
想
や
そ
こ
か
ら
発
展
し
た
徴
応
思
想
や

識
応
思
想
に
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
因
果
は
相
関
し
て
感
応
す
る
と
い

う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
あ
り
、
仏
教

の
報
応

信
仰
の
よ
う
に
整
理
さ

れ
た
深
い
理
論
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
漢
代
に
儒
教
が
公
認
さ

れ
そ
の
倫
理
説
が
普
及
し
て
、
孝

・
忠
な

い
し
五
常

(仁

・
義

・
礼

・

智
・信
)
、
お
よ
び
陰
徳
の
類
が
善
悪
の
基
準
と
な
る
が
、
あ
ら
た
に
仏

教
が
流
入
し
て
五
戒

(不
殺
生

・
不
楡
盗

・
不
邪
淫

・
不
妄
語

・
不
飲
酒
)

な
ど
の
戒
律
や
布
施

・
精
進
な
ど
が
徳
目
と
し

て
受
容
さ
れ
る
と
、
こ

れ
ら
は
混
清
し
て
中
国
独
自
の
宗
教
的
価
値
観

を
形
成
し
、
そ
れ
が
報

応
思
想
に
も
反
映
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
き
山
崎
宏
氏
は
六
朝
時
代
か
ら
階
唐
時

　
ユ
　

代

に
わ
た
る
報
応
信
仰
を
分
析
さ
れ
、
『太
平
広

記
』
な
ど
に
現
わ
れ

た
報
応
説
話
は
仏
教
と
直
接
関
係
の
あ
る
も
の
も
無
い
も
の
も
あ
る
が
、

本
格
的
な
報
応
謂
は
悪
業
応
報
を
説
く
も
の
が
多
く
、
そ
の
中
心
は
宗

教
上

の
最
大
関
心
事
で
あ
る
死
を
通
じ
て
因
と
果
の
関
連
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
り
、
次
い
で
楡
盗
を
扱

っ
た
も

の
が
多
い
と
さ
れ
る
。
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ま
た
、
善
因
善
果
を
説
く
も
の
は
、
仁
義

・
忠
孝

・
陰
徳
や
造
寺

・
造

像

・念
仏

・
諦
経
を
善
因
と
し
、
善
果
は
福

・
禄

・
寿
あ
る
い
は
任
官

・

昇
位
と
い
っ
た
現
世
主
義
的

・
権
力
主
義
的
願
望
に
求
め
ら
れ
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
善
因
善
果
を
説
く
も
の
は
、
業
が
元
来
、

一
人
で
受
け
て

他
に
及
ぼ

さ
な
い
不
共
業

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
的
な
も
の
が
多
く
、

君
主
や
官
吏
の
善
政
と
い
っ
た
も
の
は
対
象
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
な
お

『太
平
広
記
』
に
お
け
る
現
実
主
義
的

・
即
報
的
な
善
業
報

応

の
事
例

は
、
唐
代
以
後

の
も
の
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
、
唐

の
中
頃
、
玄
宗
朝

の
時
代
で
あ
る
が
、

こ
の
頃

の
仏
教
は

一
般
に
、
上
は
鎮
護
国
家
の
意
義
を
強
調
し
て
君
主

の
仏
教

へ
の
帰
依

に
帰
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
面
と
、
下
は
新
た
に
興
起

し
て
き
た
浄
土
宗

の
よ
う
に
未
来
に
善
果
を
得
よ
う
と
す
る
民
衆
の
帰

依
に
帰
結

す
る
面

の
、
両
様
の
姿
が
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で

は
、
玄
宗
朝
中
盤
以
降
に
施
行
さ
れ
た
三
教
斉

一
の
宗
教
政
策
の
側
面

と
、
実
際

の
信
仰

の
側
面
と
は
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
た
の
で
あ
る

か
。
実
際

の
信
仰

の
事
跡
を
遺
し
て
お
り
、
か

つ
ま
た
宗
教
政
策
を
無

視
し
え
ぬ
立
場
で
あ
る
宮
廷
縁
辺

の
人
物
に
焦
点
を
当
て
、
「報
応
」
な

い
し
は
そ
れ
を
も
た
ら
す

「功
徳
」
の
要
素
を
媒
介
と
し
て
若
干
の
考

察
を
試
み

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

二

ま
ず
、
唐

の
容
宗
の
娘

で
、
玄
宗

の
実
の
妹
で
あ
る
金
仙
公
主
は
、

も
う

一
人
の
実
妹

で
あ
る
玉
真
公
主
と
と
も
に
女
道
士
と
な
り
、
容
宗

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
、
金
仙
観
・玉
真
観
を
賜

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

と
く
に
金
仙
公
主
は
、
房
山
雲
居
寺
の
仏
経
石
刻
事
業
に
対
し
、
開
元

十
八
年
、
四
千
余
巻

の
経
典
を
納
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
ま
た
こ
れ

に
付
随
し
て
萢
陽
県
東
南

の
麦
田
荘
お
よ
び
果
園
と
石
経
山
近
隣
の
山

林
を
雲
居
寺
に
与
え
て
お
り
、
か
か
る
恩
賜
に
対
し
該
寺

の
僧
侶
に
毎

年

一
切
経
を
通
転
し
て
、
天
子
の
安
寧
を
祈
ら

せ
て
い
る
。
こ
こ
に
見

ら
れ
る
金
仙
公
主
の
修
功
徳
の
事
跡
は
、
以
前

に
拙
稿
に
て
指
摘
し
た

　　
　

と
お
り
、
公
主

の
篤
信
に
発
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く

に
こ
の
経
典
喜
捨
の
目
的
は
、
他
界
し
た
祖
母

・
則
天
武
后

の
冥
福
に

資
す
る
こ
と
も
目
的
の

一
つ
と
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
仏

教
に
依
拠
し
て
故
人
の
追
福
を
祈
る
報
応

の
事

跡
は
、
す
で
に
父

・
容

宗
も
そ
の
母

・
則
天
の
た
め
に
荷
沢

・
荷
恩
両
寺
を
建
て
た
り
、
即
位

以
前
の
旧
宅
を
安
国
寺
と
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

先
例
に
倣
っ
て
公
主
も
、
仏
教
に
よ
る
善
因
善
果
を
願
っ
た
も
の
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
公
主
が
女
道
士
と
な
っ
た
の
は
仏
経
寄
進

・
石
刻
の
事
跡

よ
り
か
な
り
早
く
、
容
宗
朝
の
時
期
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
唐
室
李
氏

の

家
教
で
あ
る
道
教
に
従
っ
て
身
を
処
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
容

宗
が
景
雲
二
年
四
月
に
僧

・
道
を
並
行
さ
せ
る
制
を
出
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
僧

・
道
間

の
無
用
な
争
議
を
抑
え
る
た
め
と
見
ら
れ
、
そ
の
主

旨
は
次
の
玄
宗
朝
初
期
の
政
策
に
も
反
映
さ
れ

て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
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事
情

の
も
と
に
、
女
道
士
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
仏
教
の
功
徳
を
積
ん

だ
金
仙
公
主

の
事
跡
は
、
な
お
粛
正
の
対
象
と
し
て
し
か
仏
教
に
関
心

を
示
し
て
い
な
か
っ
た
治
世
初
期
の
玄
宗
に
対
し
大
き
な
影
響
を
与
え

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
公
主
の
意
図
と
は
別
に
、
政
教
策
の
あ
り
方
と

し
て
三
教
斉

一
の
方
途
を
提
示
し
た
、
画
期
的
な
出
来
事
と
見
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
宮
廷
に
あ
っ
て
玄
宗
の
即
位
よ
り
功
が
あ
り
、
大
き
な
信
任

と
権
勢
を
得

て
様

々
な
臣
僚
の
昇
進
に
も
関
与
し
て
い
た
宙
官
の
高
力

士
に
注
目
す
る
。
『旧
唐
書
』
巻
百
八
十
四

宙
官

高
力
士
伝
に

宇
文
融

・
李
林
甫

・
李
適
之
・
蓋
嘉
運

・
章
堅
・
楊
慎
衿

・
王
鋲
・
楊
国
忠

・

安
禄
山

・
安
思
順

・
高
仙
之
、
因
之
而
取
将
相
高
位
、
其
鯨
職
不
可
勝
紀
。

と
あ
る
よ
う
に
、
玄
宗
朝
の
宰
臣
の
昇
進
は
力
士
の
力
に
よ
っ
た
も
の

が
大
半

で
あ
る
。
よ

っ
て
概
し
て
力
士

の
威
権
は
こ
れ
ら

の
者
を
上

回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
李
林
甫
に
至
っ
て
こ
れ
が
履
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た

。
『資
治
通
鑑
』
が
天
宝
三
載
に
記
す
に
は
、
玄
宗
は
先
の

東
幸
か
ら
還
っ
て
十
年
近
く
都
を
出
ず
に
政
事
を
取
っ
て
き
た
が
、
こ

れ
を
李
林
甫

に
任
せ
て
は
ど
う
か
と
力
士
に
問
う
た
の
に
対
し
、
力
士

は
林
甫
が
こ
れ
以
上
大
権
を
持
て
ば
反
駁
で
き
る
者
が
い
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
反
対
し
て
、
玄
宗
の
気
を
大
い
に
損
ね
た
た
め
、
以
後
力
士

は
天
下

の
こ
と
を
敢
え
て
深
言
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
高
力
士
は
、

宙
官
と
い
う

一
般

の
官
人
と
は
異
な
る
立
場
に
あ

っ
た
か
ら
、
宰
臣
の

権
勢
に
も
さ

ほ
ど
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ

こ
に
至

っ
て
李
林
甫
に
対
す
る
寵
愛
が
力
士
の
立
場
を
も
危
う
く
し
う

る
ほ
ど
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宙
官

の
集
団
は
概
し
て

一
般

の
官
僚
と

は
異
な
る
徒
党
を
組
む
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
力
士

の
場
合
に

も
そ
れ
が
林
甫
か
ら
の
圧
迫
を
直
載
に
は
受
け
な
い
も
の
と
し
て
働

い

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
力
士
が
宗
教
に
傾
い
た
事
跡
を

『旧
唐
書
』

の

本
伝
に
は

力
士
資
産
股
厚
、
非
王
侯
能
擬
、
於
来
庭
坊
造
宝
寿
仏
寺

・
興
寧
坊
造
華
封

道
士
観
、
宝
殿
珍
毫
、
偉
於
国
力
。

と
あ
り
、
仏
寺
と
道
観
を
立
て
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち

「華
封
道
士
観
」
に
つ
い
て
は
宋
の
宋
敏
求
の

『
長
安
志
』
巻
九
が
、
天

宝
六
載
に
宅
を
捨
し
て
置

い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

「来
庭
坊

宝
寿
仏
寺
」
に

つ
い
て
は
唐
の
段
成
式

の

『寺

塔
記
』
巻
下

(『酉
陽
雑

姐
』
続
集
巻
六
)
が
、
「栩
善
坊
保
寿
寺
」
と
い
う
名
で
天
宝
九
載
に
高

力
士
が
捨
し
て
置
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
清

の
徐
松
が

『
唐
両
京

城
坊
考
』
巻
三
で
考
証
し
た
と
お
り
同

一
の
も

の
に
相
違
な
く
、
ま
た

義
父
の
高
延
福
と
実
母
の
麦
氏
が
こ
こ
で
開
元
中
に
没
し
て
い
る
か
ら

(来
庭
坊
の
項
)
そ
の
供
養

の
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
仏
寺
に

は
鐘
が
造
ら
れ
て
祝
慶
の
斎
会
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
寄
進
目
当

て
に
朝
を
挙
げ

て
人
々
が
至

っ
た
と
い
い
、
ま
た
経
蔵
閣
や
塔
も
置
か

れ
た
と
い
う
。
形

の
上
か
ら
見
れ
ば
、
高
力
士
自

身
の
修
功
徳

で
あ
る

と
同
時
に
、
寄
進
を
し
た
朝
廷

の
者
た
ち
も
善
因
を
積
ん
だ

(力
士
に

し
て
み
れ
ば
さ
ら
に
、
衆
に
善
因
を
積
む
機
会
を
与
え
た
)
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
信
仰

の
在
り
方
を
見
せ
る
高
力
士

で
あ
る
が
、、
特
に
仏

寺

の
喜
捨

が
親

の
没
直
後
で
な
く
こ
の
時
期
に
な

っ
て
行
わ
れ
た
の
は
、

す
で
に
道
教

へ
の
肩
入
れ
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
た
玄
宗
や
李
林
甫
に
逆

ら
わ
な
い
と
い
う
態
度
を
示
し
て
、
漸
く
な
し
え
た
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

話
が
前
後
す
る
が
、
玄
宗
の
治
世
前
半
に
お
い
て
、
儒

・
道

・
仏
三

　ヨ

教

の
経
典

に
親
し
く
御
注
を
著
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
開
元
十
年
六
月

の
『御
注
孝
経
』
、
開
元
二
十
年
十
二
月
の

『御

注
道
徳
経

』
、
開
元

二
十
三
年
九
月
の

『御
注
金
剛
経
』
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
治
世
当
初
に
お
け
る
仏
教
を
主
対
象
と
し
た
粛
正
策
が

一
段
落

し
た
の
ち

に
著
さ
れ
た
よ
う
で
、
以
後

の
玄
宗

の
三
教
斉

一
策
を
象
徴

す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
著
作
時
期
が
離
れ
て
お
り
、
そ
の
間

の
心
情

の
推
移
に

つ
い
て
は
、

一
端
を
先

の
金
仙
公
主

の
事
例
に
お
い
て
考
察

し
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
る
に
玄
宗
自
身
は
開
元
末
年
に
な
る
と
道
挙
を
導
入
す
る
な
ど
、

道
教

へ
の
傾
倒

の
様
が
鮮
明
に
な
る
。
く
わ
え
て
、
上
奏
に
よ
り
外
国

僧
を
強
制
帰

国
さ
せ
た
と
目
さ
れ
る
事
跡
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
勢
力

旺
盛
な
仏
教

に
対
し
て
は
抑
制
的
な
面
も
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

か
か
る
事
情

の
も
と
に
高
力
士
は
、
ま
ず
唐
室
お
よ
び
為

政
者
に
対
す

る
体
面
を
保

っ
て
道
教

へ
の
信
仰
を
現
し
、
そ
の
の
ち
に
、

仏
教

へ
の
帰
依
も
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

長
ら
く
続

い
て
き
た
仏
教
対
道
教
の
対
立
の
構
図
は
、
三
教
斉

一
策

に
よ
っ
て
融
和
が
図
ら
れ
た
結
果
、
玄
宗
自
身

の
個
人
的
志
向
と
は
別

に
、
道
教
側
に
対
す
る
挺
子
入
れ
を
通
じ
て
、
優
勢
な
仏
教
と
並
び
立

た
せ
、
結
果
と
し
て
表
面
的
に
は
調
和
的
な
宗
教
界

の
空
気
を
現
出
し

た
。
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
は
、
両
者
の
並
立
を
受
け
入
れ
た
、

官
僚
も
含
め
た
宮
廷
周
辺
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
高
力
士

の
道
教
の
信

仰
お
よ
び
仏
教
信
仰

の
詳
細

に
つ
い
て
は
史
料
的
制
約
か
ら
言
及
す
る

の
が
困
…難
で
あ
る
が
、
李
林
甫

・
楊
国
忠

の
専
権

以
後
、
力
士
が
自
ら

政
治
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
政
策

に

つ
い
て
も
口
を
出
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

つ
ま
り
力
士
に
見
ら
れ

る
宗
教
事
跡
は
、
政
策
と
し
て
の
三
教
斉

一
と
、
自
ら
の
信
仰
と
を
両

立
さ
せ
て
、
現
出
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
関
わ
る

寺
観

の
建
立
と
い
う
功
徳
の

「報
応
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
個
人
的

な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
官
僚
た
ち
が
競

っ
て
資
財
を
提
供
し
た
こ

と
は
、
後

に
官
僚
自
ら
が
権
力
を
利
用
し
て
造
寺

・
造
像
を
お
こ
な
う

こ
と
に
道
を
開
く
契
機
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四

国
家
の
宗
教
政
策
は
教
団
に
対
す
る
統
制
が
主
で
あ
る
が
、
以
上
の

よ
う
に
、
功
徳
な
い
し
報
応
を
核
と
す
る
個
人

の
信
仰
に
お
い
て
も
、

高
位
の
者
が
結
果
的
に
政
策
を
体
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策

の
内

実
が
敷
延
す
る
と
い
う
状
況
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
い
っ
た
流

れ
は
、
安
史

の
乱
後

の
八
世
紀
後
半
に
、
皇
帝
個
人
の
信
仰
も
反
映
し
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功

徳
と
報
応

の

一
考
察

(手

島
)

た
で
あ
ろ
う

「功
徳
使
」
と
い
う
宗
教
関
係

の
試
職

の
登
場
に
象
徴
さ

れ
る
、
国
家
祭
祀
の
あ
り
方
の
変
容
を
迫
る
こ
と
に
な
る
と
目
さ
れ
、

さ
ら
に
ま
た
安
史

の
乱
以
降
、
国
家
的
規
模
の
報
応
に
つ
い
て
も
盛
ん

　　
　

に
論

じ

ら

れ

る

こ
と
と

な

る

の
で

あ

る

が

、

そ

れ

ら

に

つ

い
て

は
今

後

の
課
題

と

し

た

い
。

1

山
崎
宏

「報
応
信
仰
」

(『隋
唐

仏
教
史

の
研
究
』
、

一
九
六
七
年
、
法
蔵

館

、
京
都
)
。

2

手
島

一
真

「唐
代
宮
中

の
仏
教

と
道

教
―
金
仙

公
主

の
場
合
―

(上
)
」

「同

(下
)
」

(
『立
正
史
学
』
七

八

・
七
九
、

一
九
九
五
年

・
一
九
九
六
年
、

東
京

)
、
「唐

『金
仙

長
公
主
墓
誌
』

小
考

」

(
『吉

田
寅
先

生
古
稀
記
念

ア

ジ

ア
史
論
集
』

(
一
九
九
七
年
、
東
京
)
。

3

手
島

一
真

「玄
宗

の
三
教
斉

一
志
向

に

つ
い
て
」

(『立

正
大
学
東

洋
史

論
集
』

四
、
平
成
三
年
、
東
京
)
。

4

島

一

「中
唐
期

に
お
け

る
天
人
論

と
そ

の
背
景
」

(『立
命

館
文

学
』
五

一
二
、

一
九

八
九
年
、
京
都

)

に
は
、
国
家
的
規

模

の
報
応

と
、

天
命

・

人
事

の
思
想

の
比
較
に
関
し
、
有
益

な
示
唆

が
あ

る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

宗
教
政
策

と
個
人

の
信
仰
、
功
徳
、
報
応
、
金
仙
公
主
、
高

力
士

(立
正
大
学
非
常
勤
講
師
)
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