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神
仏
分
離
と
福
田
行
誠

-
特

に

『
同
徳
諭
』
を
中
心
と
し
て
-

田

中

祥

雄

福
田
行
誠
に
対
し
て
の
表
現
は
い
ろ
い
ろ
な
さ
れ
て
き
た
。
「
八
宗

の
泰
斗
」
と
か
、
「
明
治
仏
教
界
に

一
人
行
誠
を
み
る
」
と
か
、
あ
る
い

は
彼
の
死
歿
を
報
じ
た

『
明
教
新
誌
』
な
ど
に
よ
る
と

「実
に
全
仏
教

の
法
城

に
お
い
て
、
そ
の
孤
柱
を
失
ひ
た
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
な
表

現
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
体
、
行
誠
が
そ
う
し
た
表
現
が
な
さ
れ
、
そ

の
偉
大
さ
が
今
日
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
理
由
、
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
行
誠

の
神
仏
分
離
事
件
で
の
活
躍
な
ど
が
そ
の

一
つ
で

あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
こ
と
を
あ
る
程
度
明
確
に
し
た
い
と
す
る
の
が
私

の
課
題

の

一
つ
で
も
あ
る
。

神
仏
判
然
令
に
端
を
発
す
る
、

い
わ
ゆ
る
神
仏
分
離
事
件
が
明
治
政

府
の
暴
攻
で
あ
つ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
最
中
に
彼
は

『
同
徳
論
』
を
書
い
た
。

こ
こ
で
は
そ
の
内
容
と
同
徳
会
盟
と
の
関
係

を
考
え

て
み
た
い
。
す
で
に

の
こ
と
に
つ
い
て
は
辻
善
之
助
博
士
が

『
日
本
仏
教
史
』
や

『
明
治
仏
教
史
の
問
題
』
な
ど
で
詳
細
に
ふ
れ
ら

れ
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
い
う
べ
く
も
な
い
が
、
『
同
徳
論
』
が
同
徳
会

盟
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
う

一

つ
考
え
て
み
た
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
十
項
目
に
わ
た
る
内
容
を
大
概
し
て
み
た
い
。
「
護
法

公
論
第

一
」
に
お
い
て
は
、
仏
教
に
お
け
る
宗
旨
や
寺
院
の
伽
藍
な
ど
と
い
う

も
の
は
人
が
建
て
た
り
、
与
え
た
り
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら

そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
か
ら
守

つ
た
り
す
る
こ
と
は
貧
欲
に
す
ぎ
な

い
。
寺
を
焼
か
れ
て
も
、
衣
食
を
奪
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
辺

無
際
の
財
物
を
与
え
ら
れ
た
と
思
い
奮
起
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

無

一
物
無
尽
蔵
の
主
張
で
あ
る
。

つ
ま
り
判
然
令
を
樹
下
石
上
、
三
衣

瓶
鉢
の
再
認
識
の
機
会
で
あ
る
、
と
い
つ
て
い
る
。

「
王
道
仏
道
並
行
論
第
二
」
に
お
い
て
は
、
王
道
も
仏
道
も
期
す
る
と

こ
ろ
は

一
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仁
義
の
道
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る

か
ら
、
国
家
が
善
行
を
好
む
の
で
あ
れ
ば
仏
道
を
行
う
の
が
本
義
と
強

張
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
の
仏
道
、
す
な
わ
ち
仏
教
界
は
仏
道
の
本

来
の
姿
で
は
な
い
。
政
治
家
に
加
担
し
た
り
す
る
僧
侶
の
い
る
こ
と
を
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厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

「
三
学
研
究
論
第
三
」
に
お
い
て
は
、
仏
教
が
文
字
、
す
な
わ
ち
学
問

と
し
て

の
み
研
究
さ
れ
て
い
る
現
状
を
述
べ
、
本
来
の
姿
で
あ
る
実
践

が
な
さ
れ
な
い
こ
と

へ
の
反
省
を
う
な
が
し
て
い
る
。

「
正
変

二
道
論
第
四
」
で
は
、
常
と
非
常
と
に
処
す
る
こ
と
、
つ
ま
り

仏
教
史

上
大
事
件

へ
の
対
処
を
述
べ
て
い
る
。

「
経
緯
論
第
五
」
で
は
、
王
道
が
経
と
す
れ
ば
儒
仏
は
緯
で
あ
り
、
日

本
に
お

い
て
は
長
い
間
国
家

(朝
廷
)
の
實
治
と
な
つ
て
き
た
。
し
か

も
長
い
間
の
う
ち
に
、
そ
の
相
異
点
す
ら
明
確
に
す
る
こ
と
が
困
難
な

ほ
ど
ま

で
に
交
錯
し
発
展
し
て
き
て
し
ま
つ
た
。
だ
か
ら
そ
の
中
で
儒

仏
の
相
違
点
な
ど
を
論
ず
る
こ
と
は
当
を
え
て
い
な
く
て
正
論
で
は
な

い
。
さ
ら
に
仏
道
だ
け
と
り
去
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
大
変
無
理
な
こ

と
で
あ

る
。

「
華
夷
形
勢
論
第
六
」
に
お
い
て
は
、
自
分

(行
誠
)
は
外
国

へ
行
つ

た
こ
と
も
な
い
の
で
、
そ
の
状
勢
に
は
暗
い
が
、
文
明
の
進
歩
は
目
を

見
は
る
も
の
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
な
る
と
人
間
と
い
う
も
の
は
内

省
を
忘

れ
が
ち
に
な
る
。
だ
か
ら
外
国
の
宗
教
が
流
入
し
や
す
く
な
る

わ
け
で
、
三
道
に
関
係
す
る
も
の
は
こ
の
形
勢
を
充
分
認
識
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

「
旧
弊

一
新
論
第
七
」
に
お
い
て
は
、
末
法
の
世
に
あ
つ
て
は
、
何
回

か
の

一
新
の
機
会
が
あ
り
、
そ
の
た
び
ご
と
に

一
洗
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
旧
弊
を
捨
て
虚
を
除
き
実
を
と
る
の
は
今
だ
。

「
急
緩
取
捨
論
第
八
」
に
お
い
て
は
、
仏
道
の
戒
定
の
名
だ
け
あ
つ
て

そ
の
実
が
ま
つ
た
く
な
い
。
袈
裟
や
伽
藍
が
あ

つ
て
も
そ

の
実
が
な

い
。

つ
ま
り
三
学

の
実
践
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

「
器
識
論
第
九
」
に
お
い
て
は
、
仏
道
は
人
物

が
教
化
布
教
す
る
の
で

あ
る
か
ち
、
そ
の
人
物
を
充
分
撰
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
師
友
論
第
十
」
に
お
い
て
も
同
様
に
師
や
友
人
の
撰
択

の
重
要
さ

と
、
益
友
を
選
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
説

い
て
い
る
。
以
上
が
十
論
の
大

づ
か
み
な
内
容
で
あ
る
。

辻
博
士
が
こ
の
十
論
を
抽
象
的
な
論
議
が
多

い
よ
う
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
た
し
か
に
前
半
は
そ
う
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
行
誡
の

行
実
を
考
え
な
が
ら
項
目
を
考
え
る
場
合
、
倶

体
性
の
あ
る
記
述
も
多

い
と
思
う
。
自
分
の
体
験
、
実
践
か
ら
く
る
啓
蒙
で
あ
る
か
ら
、
私
は

抽
象
的
な
論
述
と
し
て
か
た
づ
け
た
く
な
い
。

そ
れ
は
諸
宗
同
徳
会
盟

の
発
展
と
考
え
合
せ
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
以
下
に
述
べ
る
。

諸
宗
同
徳
会
盟
の
発
端
は
関
西
の
方
が
早
い
。
中
で
も
高
野
山
の
雲

照
の
活
躍
が
す
ば
ら
し
く
、
後

で
い
う
八
カ
条

の
問
題
点
も
彼
の
影
響

が
極
め
て
強
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
元
年
十
二
月
八
日
、
両
本

願
寺
な
ど
四
十
力
寺
を
中
心
に
興
正
寺
で
第

一
回
会
盟
が
催
さ
れ
た
。

十
七
日
は
妙
法
院
。
翌
年
二
月
十
六
日
か
ら
四
月
に
か
け
て
は
東
寺
が

中
心
会
場
と
な
り
開
か
れ
て
い
る
。
五
月
十
八
日
は
本
圀
寺
。
と
こ
ろ

が
こ
の
こ
ろ
政
府
の
圧
迫
が
加
え
ら
れ
た
こ
と

が

『
摂
信
上
人
勤
王
護

法
録
』
に
あ
る
が
、
明
治
初
年

の
分
離
事
件
と
関
係
す
る
い
ろ
い
ろ
な

神
仏
分
離

と
福
田
行
誠

(
田

中
)
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緊
張
が
充
分
推
察
さ
れ
る
。

一
方
東
京
に
お
い
て
は
、
二
年
四
月
に
入

つ
て
か
ら
で
あ
る
。
二
十
五
日
に
増
上
寺
山
内
に
お
い
て
そ
れ
が
開
か

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
八
カ
条
が
審
議
さ
れ
た
。
そ
れ
は
王
法
仏
法
不

離
之
論
、
邪
教
研
窮
毀
斥
之
論
、
自
宗
教
書
研
藪
之
論
、

三
道
鼎
元
練

磨
之
論
、
自
宗
旧
弊

一
洗
之
論
、
新
規
学
校
営
繕
之
論
、
宗

々
人
才
登

庸
之
論
、
諸
洲
民
間
教
諭
之
論
な
ど
で
あ
る
。
以
後
毎
月
十
六
日
を
中

心
に
府
内
各
地
で
会
盟
が
開
か
れ
、
三
年
四
月
以
後
は
二
七
日
を
中
心

と
し
て
各
地
で
、
浄
国
寺
徹
定
、
行
誡
、
原
担
山
な
ど
が
中
心
と
な
つ

て
講
演
な
ど
が
あ

つ
た
。
以
降
五
年
頃
ま
で
こ
う
し
た
会
合
が
持
た
れ

た
。

一
体
、
同
徳
会
盟
が
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
単
な
る
現

在

の
仏
教
会
組
織
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
終
局
の
目
的
が
何
に
あ

っ

た
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
『
江
東
雑
筆
』
な

ど
を
中
心
に
考
え
て
み
る
と
、
自

・
他
宗
と
い
う
意
識
が
従
来
よ
り
少

な
い
、

つ
ま
り
和
合
協
力
の
精
神
が
何
カ
所
に
も
見
う
け
ら
れ
る
。
さ

ら
に
歎
願
書
の
作
製
、
講
演
会
、

キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
決
、
新
政
府
の

宗
教
行
政
に
関
す
る
討
議
な
ど
五
つ
の
特
色
に
分
け
ら
れ
る
と
思
う
。

こ
う
し
た
会
盟
に
あ
つ
て
行
誡

の

『
同
徳
論
』
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に

お
か
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

『
同
徳
論
』
の
前
書
に
よ
る
と
、

(
二
年
)

己
巳
四
月
望
、
花
頂
福
田
寺
主
某
東
行
、
寺
主
某
予
門
人
也
、
来
示
同
徳
会

之
盟
書
一
巻
、
予
撃
節
曰
、
有
レ之
矣
哉
、
材
党
君
子
、
未
有
失
志
者
、
夫
如

是
邪
、
乃
揮
筆
議
十
諭
、
以
贈
諸
福
田
上
人
、
東
京
沙
門
行
誡
識

と
あ
る
。
二
年
四
月
、
行
誡
の
門
人
が
東
京
に
き
た
。
そ
れ
が
同
徳
会

盟
書
を
持

つ
て
き
た
。

そ
れ
を
み
て
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
『
同
徳
論
』
十
論
を
書
き
あ
げ
た
と
し
て
い
る
。
門
人
某
が

誰
れ
で
あ
る
か
明
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
同
徳
会
の
盟
書
が

一
体
何

を
さ
す
の
か
疑
問
が
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
掲
の
八
カ
条
で
は
少
し

時
間
が
合
わ
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
。

こ
う
し

て
み
る
と
、
四
月
以
前

と
な
れ
ば
、
前
述
し
た
雲
照
の
建
言
書
し
か
な

い
。
私
は
元
年
五
月
か

ら
十
二
月
に
か
け
て
の
雲
照
の
活
躍
を
み
る
と
き
、
当
然
、
雲
照
の
筆

に
か
か
る
も
の
、あ
る
い
は
そ
の
意
を
う
け
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
。

そ
れ
が
会
盟
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
八
カ
条
の
雛
形
で
あ
つ
た
か
も
知

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
無
関
係
の
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

雲
照

は
二
年
六
月
に
は

「
旧
弊

一
洗
改
革
之
条
々
」
、
「
僧
制
箴
規
」
十
六
条

を
つ
く

つ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
充
分
そ
う
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

よ
う
。
行
誡
は
雲
照
の
関
係
し
た
同
徳
会

の
会
盟
書
を
み
た
。

と
こ
ろ

が
さ
ら
に
加
え
た
い
こ
と
な
ど
が
あ
つ
て

『
同
徳
論
』

の
十
論
執
筆
に

な
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
同
徳
会
の
盟
書
八
カ
条
と

『
同
徳
論
』
の
十

論
と
の
関
係
で
あ
る
。
辻
博
士
は

『
同
徳
論
』
の
説
明
を
さ
れ
、
「
同
徳

論

一
篇
は
、
蓋
し
之
と
関
聯
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
「
全
篇
無
慮

二
万
余
語
、

こ
の
種

の
論
議
の
白
眉
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
と

さ
れ
て
い
る
。
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
の
断
定
を
さ
け
て

い
ら
れ
る
。
私
が
問
題
と
し
た
い
の
は
ど
ち
ら
が
先
で
ど
う
影
響
が
あ
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つ
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
東
京
に
お
け
る
諸
宗
同
徳
会
盟
は
増
上

寺
山
内
源
流
院

で
四
月
二
十
五
日
に
開
か
れ
て

い
る
の
が
最
初

で
あ

る
。
行
誡
は
二
年
に

『
釈
門
新
規
三
策
』
を
著
し
、
無
住

の
寺
や
寺
禄

に
つ
い
て
、
現
在
の
よ
う
に
な
つ
た
理
由
を
五
つ
述
べ
て
い
る
。
い
つ

れ
も
僧
侶
の
怠
慢
、
虚
飾
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
三
策
に
つ
い

て
は

『
同
徳
論
』
の
中
で
今
草
案
し
て
い
る
旨
の
記
述
が
あ
る
。
三
年

十

一
月
に
は

『
議
題
五
案
』
を
著
し
、
四
年
七
月
に
は
九

カ
条
に
わ
た

る
寺
院
廃
合
に
関
す
る
意
見
書
、
四
年
七
月
の

『
教
法
私
批
』
と

一
連

の
彼

の
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
各
個
に
つ
い

て
、
そ
の
主
張
点
を
述
べ
論
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
今

は
そ
の
大
概
か
ら
考
え
る
と
、
当
然
、
行
誡
の

汽
同
徳
論
』
が
先
行
し

て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
東
京
に
お
け
る
会
盟
の

話
題
の
中
心
と
な
り
、
何
カ
条
か
に
わ
た
つ
て
い
た
も
の
が
、
さ
ら
に

整
理
さ
れ
八
カ
条
と
な
り
会
盟
書
の
主
張
と
な
つ
た
と
考
え
た
い
。
さ

ら
に
八

カ
条
が
二
年
五
月
以
降

の
全
国
的
な
同
徳
会
の
基
本
と
し
て
流

れ
る
よ
う
に
な

つ
た

の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
雲
照
か
ら
行
誡

へ
、
行

誡
か
ら
八
力
条

の
盟
書

へ
と
い
う
発
展
過
程
を
考
え
て
み
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
う
し
て
み
る
と

『
同
徳
論
』
は
、
神
仏
分
離
事
件
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
当
時
の
僧
風
の
是
正
と
い
う
仏
教
界
の
内
面
で
の
自
浄
作
用

の
先
鋒

で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。

神
仏

分
離

と
福
田
行
誠

(
田

中
)

-371-


