
巻
頭
言

　
　
「
沖
縄
仏
教
」
に
つ
い
て
想
う
こ
と
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平
成
二
七
年
度
は
、
那
覇
を
中
心
と
す
る
沖
縄
本
島
の
宗
教
調
査
の
た
め
、
都
合
三
回
ほ
ど
現
地
に
赴
い
た
。
一
回
は
仏
教

行
事
の
取
材
、
あ
と
の
二
回
は
現
代
沖
縄
に
お
け
る
墓
地
問
題
を
探
る
こ
と
が
、
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。
墓
地
調
査
の
方
は
、

平
成
二
五
年
度
か
ら
研
究
分
担
者
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
助
成
事
業
の
一
環
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
葬
儀
・
法
要
や
遺
体
の
葬
法
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
死
者
の
弔
い
方
を
め
ぐ
る
宗
教
文
化̶

仮
に
「
弔
い
文
化
」

と
呼
ぶ̶

は
、
今
日
大
き
な
様
変
わ
り
を
み
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
本
土
に
限
ら
ず
沖
縄
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
、そ
の
際
に
問
わ
れ
る
の
は
、両
者
の
呈
す
る
変
化
の
内
実
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
に
檀
家
制
度
を
有
し
な
い
沖
縄
で
の
「
弔

い
文
化
」
の
展
開
は
、
寺
檀
関
係
に
大
き
く
依
拠
し
つ
つ
当
の
文
化
を
形
成
し
て
き
た
本
土
の
場
合
と
等
し
並
み
に
論
じ
ら
れ

な
い
、
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
、
ま
ず
も
っ
て
沖
縄
に
お
け
る
仏
教
の
歴
史
を
押
さ
え

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
右
に
言
う
「
弔
い
文
化
」
の
委
細
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
今
回
の
巻
頭
言

で
は
、
沖
縄
仏
教
史
を
取
り
上
げ
、
メ
モ
書
き
程
度
で
は
あ
る
が
そ
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
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そ
も
そ
も
沖
縄
へ
の
仏
教
伝
播
は
、
一
三
世
紀
、
禅
鑑
と
称
す
る
僧
が
那
覇
に
漂
着
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
（『
中

山
世
譜
』
な
ど
）。
出
自
も
宗
旨
も
不
詳
だ
が
、
と
き
の
統
治
者
・
英
祖
王
は
、「
極
楽
寺
」
を
建
立
し
て
こ
の
禅
鑑
を
止
住
さ

せ
た
と
い
う
。
そ
の
後
同
寺
は
荒
廃
が
進
ん
だ
が
、
や
が
て
一
五
世
紀
半
ば
に
来
琉
し
た
臨
済
宗
南
禅
寺
派
の
芥
隠
を
開
山
に

迎
え
、「
龍
福
寺
」
と
名
を
改
め
た
。
ま
た
、
臨
済
宗
と
並
ん
で
沖
縄
開
教
の
古
き
伝
統
を
持
つ
真
言
宗
は
、
芥
隠
に
先
ん
ず

る
こ
と
お
よ
そ
一
世
紀
、
す
な
わ
ち
察
度
王
の
治
世
時
に
、
薩
摩
の
龍
厳
寺
一
乗
院
の
僧
・
頼
重
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

同
寺
は
鳥
羽
上
皇
の
院
宣
で
紀
州
根
来
寺
の
別
院
に
推
挙
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
た
だ
し
、
寺
伝
『
一
乗
院
来
由
記
』
に
は

記
載
が
な
い
）。
右
の
伝
承
、
さ
ら
に
は
頼
重
が
琉
球
に
開
創
し
た
寺
院
の
名
称
が
「
護
国
寺
」
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

彼
の
来
島
の
趣
旨
は
、
お
そ
ら
く
国
家
鎮
護
的
使
命
の
実
践
に
あ
っ
た
と
思
量
さ
れ
る
。

　

時
は
流
れ
て
一
七
世
紀
初
め
に
は
浄
土
宗
僧
侶
・
袋
中
が
三
年
間
滞
在
し
、
国
王
・
尚
寧
の
帰
依
を
受
け
た
。
し
か
し
こ
の

頃
、
琉
球
は
、
薩
摩
藩
の
統
制
下
に
置
か
れ
る
。
当
時
の
薩
摩
藩
は
一
向
宗
に
対
す
る
厳
し
い
禁
制
を
敷
き
、
定
期
的
に
宗
門

改
め
を
実
施
し
て
い
た
が
、
か
か
る
政
策
は
、
一
六
三
六
（
寛
永
一
三
）
年
よ
り
琉
球
に
も
適
用
さ
れ
る
に
及
ん
だ
。
と
は
い

え
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
適
用
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
沖
縄
に
お
け
る
浄
土
真
宗
伝
来
の
時
期
は
審
ら
か
で
な
い
も
の

の
、
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
前
半
だ
ろ
う
と
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
藩
権
力
は
、
真
宗
伝
来
以
前
に
、
あ
た
か
も
機
先

を
制
す
る
が
ご
と
く
こ
の
地
に
同
宗（
一
向
宗
）禁
制
を
通
達
し
た
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、宗
門
改
め
の
適
用
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
当
地
の
人
び
と
を
真
宗
以
外
の
宗
派
寺
院
に
所
属
せ
し
め
る
と
い
っ
た
目
的
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
換

言
す
れ
ば
、
起
請
文
の
提
出
が
課
せ
ら
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
寺
檀
制
度
の
導
入
を
前
提
に
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
況
し
て
、
開
教
の
先
陣
を
切
っ
た
臨
済
・
真
言
両
宗
は
国
王
の
帰
依
・
庇
護
を
受
け
、
国
家
安
穏
の
祈
願
を
管

掌
し
た
こ
と
も
勘
案
す
れ
ば
、
仏
教
と
沖
縄
民
衆
と
の
関
係
は
、
中
・
近
世
を
通
し
て
き
わ
め
て
脆
弱
な
形
で
推
移
し
た
と
い

二



わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

や
が
て
明
治
時
代
を
迎
え
、
政
府
の
行
っ
た
「
琉
球
処
分
」
政
策
の
下
で
、
琉
球
王
国
は
日
本
の
国
家
体
制
に
併
合
さ
れ
た
。

寺
院
経
営
は
、
国
の
旧
慣
温
存
策
に
よ
っ
て
当
初
は
急
激
な
変
化
を
免
れ
た
も
の
の
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
「
沖
縄

県
諸
禄
処
分
法
」
が
施
行
さ
れ
る
と
、
公
的
保
護
の
道
を
失
い
、
一
転
し
て
自
立
的
な
運
営
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
檀

家
組
織
と
い
う
運
営
基
盤
を
持
た
な
い
反
面
、
王
府
の
秩
禄
保
障
を
支
え
と
す
る
い
わ
ば
官
寺
的
性
格
を
保
持
し
て
き
た
当
地

の
寺
院
に
と
っ
て
、「
沖
縄
県
」
の
幕
開
け
に
際
し
て
採
ら
れ
た
こ
れ
ら
一
連
の
政
策
は
、
正
に
“
ゼ
ロ
”
か
ら
の
再
出
発
を

強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
浄
土
真
宗
は
積
極
的
な
布
教
を
試
み
、
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年

に
出
さ
れ
た
琉
球
藩
庁
の
真
宗
解
禁
の
声
明
を
受
け
る
形
で
大
谷
・
本
願
寺
両
派
と
も
に
布
教
の
手
を
延
ば
し
て
い
っ
た
。

　

日
蓮
系
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
前
後
、
鹿
児
島
の
経
王
寺
か
ら
僧
侶
が
派
遣
さ
れ
、
布
教
を
試
み
て
い

る
が
、
篤
信
の
在
家
信
者
に
よ
る
開
教
は
明
治
前
期
の
頃
よ
り
八
重
山
で
行
わ
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

　

そ
し
て
昭
和
に
至
り
、
か
の
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
一
〇
月
の
空
襲
で
、
那
覇
は
焦
土
と
化
し
た
。
先
述
の
と
お
り
、

国
家
の
庇
護
に
よ
っ
て
経
済
基
盤
を
維
持
し
て
き
た
沖
縄
の
寺
院
は
、
民
衆
と
の
接
点
を
欠
き
、
琉
球
処
分
後
の
秩
禄
奉
還
の

結
果
、
金
禄
公
債
の
発
給
を
受
け
た
も
の
の
衰
退
へ
の
動
き
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
沖
縄
戦
が

追
い
討
ち
を
か
け
、
当
地
の
寺
院
は
ほ
ぼ
壊
滅
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
痛
手
を
蒙
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僧

侶
ら
の
立
ち
上
が
り
は
早
か
っ
た
。
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
は
那
覇
、
糸
満
、
宜
野
湾
な
ど
に
寺
院
の
仮
復
興
が
な
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
戦
死
者
の
遺
骨
収
集
も
始
め
ら
れ
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
は
「
沖
縄
仏
教
会
」
が
再
組
織
さ
れ
て

い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
概
観
し
て
み
る
と
、
沖
縄
仏
教
は
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
節
目
を
経
験
し
つ
つ
今
日
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
一
つ
に
は
、
近
世
の
薩
摩
藩
統
治
下
に
お
け
る
一
向
宗
禁
制
の
適
用
、
二
つ
に
は
、
近
代
初
期
の
琉
球
処
分
・
秩
禄

奉
還
に
よ
る
国
家
的
庇
護
の
喪
失
、
三
つ
目
に
は
、
昭
和
の
沖
縄
戦
で
受
け
た
壊
滅
的
打
撃
で
あ
る
。

　

さ
て
現
今
の
沖
縄
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
弔
い
文
化
」
は
変
化
の
様
相
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ

の
状
況
は
、
沖
縄
仏
教
が
ま
た
新
た
な
節
目
に
当
面
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
か
か
る
変
化
の
背

景
に
は
、
葬
祭
業
者
、
霊
園
業
者
の
積
極
的
な
介
入
が
み
て
取
れ
る
。
と
く
に
前
者
に
つ
い
て
は
本
土
か
ら
の
進
出
例
も
目
に

付
く
。
寺
院
の
中
に
は
葬
祭
・
霊
園
業
者
と
提
携
し
て
葬
儀
や
墓
地
運
営
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
。
か
く
て
「
弔

い
文
化
」
を
め
ぐ
る
「
本
土
化
」
の
趨
勢
は
否
め
な
い
一
方
で
、そ
こ
に
は
沖
縄
特
有
の
民
俗
宗
教
が
今
な
お
根
強
く
介
在
し
、

そ
れ
ゆ
え
、
葬
儀
の
仕
方
や
墓
地
の
形
態
な
ど
、
当
の
文
化
変
化
の
あ
り
よ
う
も
一
種
独
特
の
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
地

に
、
つ
い
ぞ
寺
檀
制
が
根
を
下
ろ
せ
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
も
、
民
俗
宗
教
の
岩
盤
が
土
着
文
化
の
基
層
を
厚
く
覆
っ
て
き
た

こ
と
に
あ
ろ
う
。

　

さ
き
に
、
本
土
と
沖
縄
の
「
弔
い
文
化
」
の
今
日
的
変
容
は
等
し
並
み
に
論
じ
ら
れ
な
い
と
述
べ
た
が
、
結
局
、
両
者
を
比

較
考
量
す
る
複
眼
的
な
見
方
が
、
各
々
の
文
化
の
特
徴
を
よ
り
は
っ
き
り
と
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
に
繋
が
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。
前
述
し
た
私
の
沖
縄
調
査
の
ね
ら
い
も
、
そ
こ
に
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、「
沖
縄
仏
教
」
の
歴
史
を
、

檀
家
制
度
の
な
い
特
殊
例
と
し
て
別
立
て
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
仏
教
の
社
会
的
な
展
開
史
を
理
解
す
る
上
で
の
重
要
な
柱

の
一
つ
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
の
意
義
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。

四


