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現
代
沖
縄
と
親
鸞
思
想

─
彫
刻
家
・
金
城
実
を
め
ぐ
っ
て
─

福　

島　

栄　

寿

一

　

ア
ラ
イ
・
ヒ
ロ
ユ
キ
は
『
天
皇
ア
ー
ト
論
』（
社
会
評
論
社
、

二
〇
一
四
年
）
で
、
彫
刻
家
・
金
城
実
を
「
政
治
と
美
術
を
接

合
す
る
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
」
と
評
し
て
い
る
。
本
発
表
の
視

座
と
課
題
は
、
こ
の
ア
ラ
イ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
政
治
と
美

術
を
接
合
し
つ
つ
、
親
鸞
思
想
を
梃
子
と
し
な
が
ら
、
沖
縄
を

磁
場
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
金
城
実
の
表
現
活
動
に
着
目
し
、

現
代
沖
縄
に
お
け
る
親
鸞
思
想
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
予
め
言
え
ば
、
金
城
の
制
作
活
動
に
通
底
し
て
い

る
モ
チ
ー
フ
は
、
沖
縄
戦
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
反
戦
・
平
和
と
、

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
や
被
差
別
部
落
の
人
々
と
の
親
交
か
ら
生

ま
れ
た
反
差
別
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
で
あ
る
。

　

金
城
の
制
作
活
動
に
通
底
す
る
基
本
的
な
考
え
方
は
、
集
団

強
制
死
が
起
こ
っ
た
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
入
口
に
建
て
た
「
世
代
を

結
ぶ
平
和
の
像
」（
一
九
八
七
年
）
の
構
想
や
制
作
過
程
を
通
じ

て
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
う
。
あ
る
日
、
週
刊
誌
の
特

集
記
事
で
久
米
島
・
渡
嘉
敷
島
の
集
団
強
制
死
に
つ
い
て
知
っ

た
金
城
は
、「
肝チ
ム

苦グ
リ

し
さ
」「
沖ウ
チ
ナ
ン
チ
ュ
ー

縄
人
と
し
て
の
屈
辱
を
感
じ
」

た
と
い
う
。
沖
縄
人
の
肝
苦
し
さ
を
同
胞
と
し
て
か
み
し
め
つ

つ
、
し
か
し
そ
の
上
で
、
如
何
に
し
て
沖
縄
人
が
「
誇
り
」
を

再
び
持
ち
得
る
の
か
。
金
城
自
身
が
、
自
ら
に
問
い
か
け
な
が

ら
の
制
作
活
動
で
あ
っ
た
と
い
う
。

二

　

沖
縄
人
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。「
私
は
い
ま
も
父
親
が

国
へ
の
忠
誠
を
誓
っ
て
兵
隊
に
志
願
し
、
国
家
に
の
せ
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
く
や
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
死
者
に
揺
さ

ぶ
り
を
か
け
る
恨ハ
ン

が
、
怨
念
が
沖
縄
人
に
は
い
ま
必
要
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」
と
、
金
城
は
、
韓
国
の
「
恨
」
の
文
化
を
こ

そ
、
沖
縄
人
は
見
倣
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の

「
恨
」
と
は
、「
優
し
さ
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
恨
の
精
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神
を
発
揮
す
る
こ
と
が
優
し
い
の
で
あ
り
、
優
し
さ
は
恨
に
裏

付
け
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
。
金
城
の
彫
刻
作
品
制
作
と

は
、
い
わ
ば
「
恨
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
優
し
さ
の
表
現
な
の
で

あ
る
。

　

金
城
は
、
元
読
谷
村
長
の
山
内
徳
信
や
魯
迅
、
ケ
ー
テ
・
コ

ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
学
び
な
が
ら
、「
芸
術
は
、
民
衆
の
解
放
の
武

器
た
り
う
る
か
？
」
と
い
う
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
。
芸
術
、

表
現
と
は
、
思
想
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
、
昇
華
し
普
遍

化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
金
城
は
、
集
団
強
制
死
の
現
場

に
い
た
民
衆
た
ち
や
殺
さ
れ
た
人
々
に
も
抵
抗
や
抗
議
の
意
志

が
存
在
し
た
こ
と
を
表
現
し
、
彼
等
の
人
間
的
尊
厳
を
失
わ
せ

な
い
作
品
こ
そ
を
創
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
述
べ
る
（
金
城

実
『
沖
縄
を
彫
る
』
現
代
書
館
、
一
九
八
七
年
）。
金
城
に
と
っ
て

重
要
な
の
は
芸
術
が
運
動
と
い
う
力
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
は
、
技
術
を
特
権
化
し
、
作
ら
す
側
、
作
る
側
、
見

せ
ら
れ
る
民
衆
の
関
係
を
分
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
も
（
同

前
）。

三

　

金
城
の
思
想
を
知
る
上
で
重
要
な
の
が
、
親
鸞
と
「
浄
土
」

で
あ
る
。「
世
代
を
結
ぶ
平
和
の
像
」
の
制
作
に
先
立
ち
、
金

城
は
真
宗
大
谷
派
に
お
い
て
同
朋
会
運
動
を
担
っ
て
き
た
教
学

者
の
玉
光
順
正
や
藤
元
正
樹
を
介
し
て
、
親
鸞
と
「
浄
土
」
に

つ
い
て
知
る
機
会
を
得
て
い
た
。
天
皇
制
の
世
界
よ
り
も
深
い
、

そ
れ
を
包
み
込
む
く
ら
い
の
宇
宙
観
。
金
城
は
、
そ
う
い
う
世

界
観
と
し
て
、「
浄
土
」
の
世
界
と
初
め
て
出
遇
っ
た
の
だ
っ

た
。

　
「
浄
土
」
と
出
遇
っ
た
金
城
は
、
玉
光
の
言
葉
で
言
え
ば
、

「
浄
土
を
根
拠
と
し
て
穢
土
を
生
き
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば

「
在
日
浄
土
人
」
の
生
き
方
を
い
か
に
表
現
し
て
い
く
か
、
を

自
ら
の
課
題
と
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
金
城
宅
裏
庭
の
ア
ト

リ
エ
に
は
、「
恨
の
碑
」
と
と
も
に
「
恨
を
解
い
て
浄
土
を
生

き
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
恨
を
解
く
」
と
は
、
金
城
に
よ

れ
ば
「
挫
折
し
た
夢
を
か
な
え
る
営
み
」
で
あ
り
、
怨
み
を
晴

ら
す
だ
け
の
話
で
は
な
く
、
望
み
を
か
な
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
新
し
い
そ
の
世
界
で
の
生
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
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る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
ア
ト
リ
エ
に
は
、
木
彫
の
「
親
鸞
像
」
が
一

際
目
立
っ
て
い
る
。「
恨
を
解
い
て
浄
土
を
生
き
る
」
と
い
う

金
城
自
身
の
、
い
わ
ば
「
念
仏
」
に
込
め
ら
れ
た
願
い
を
思
う

と
き
、
こ
の
「
親
鸞
像
」
に
刻
ま
れ
た
念
仏
弾
圧
を
告
発
す
る

親
鸞
の
「
主
上
臣
下
法
に
背
き
義
に
違
し
忿
を
成
し
怨
を
結

ぶ
」
と
い
う
文
が
、
単
な
る
権
力
批
判
の
意
味
で
は
な
い
こ
と

を
知
る
の
で
あ
る
。
時
の
権
力
者
に
よ
っ
て
虐
げ
ら
れ
た
被
害

者
で
あ
る
親
鸞
は
、
挫
折
し
た
夢
の
実
現
に
向
け
て
恨
が
解
か

れ
た
新
た
な
地
平
、
浄
土
の
世
界
を
求
め
よ
う
と
し
た
、
そ
の

親
鸞
の
生
き
様
に
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
金
城
の
思

い
で
あ
ろ
う
。

　

入
口
に
「
琉
球
親
鸞
塾
」
の
看
板
が
掛
か
っ
た
金
城
の
ア
ト

リ
エ
内
に
は
、
真
宗
大
谷
派
か
ら
授
与
さ
れ
た
「
琉
球
親
鸞

塾
」
の
提
灯
と
暖
簾
が
か
か
っ
て
い
る
。
金
城
の
歩
み
の
な
か

で
、
幾
つ
も
の
出
遇
い
が
重
な
り
、
か
つ
て
玉
光
が
開
き
閉
鎖

し
た
「
琉
球
親
鸞
塾
」
は
、
二
〇
〇
七
年
、
再
び
読
谷
村
に
開

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
な
る
偶
然
の
出
来
事
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
金
城
が
大
谷
派
僧
侶
ら
と
の
出
遇
い
や
活
動

を
共
に
す
る
こ
と
を
介
し
て
、
親
鸞
の
思
想
の
種
が
沖
縄
に
蒔

か
れ
、
芽
を
出
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
同

朋
会
運
動
の
沖
縄
へ
の
展
開
と
し
て
、
生
き
た
信
仰
運
動
の
相

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

　

以
上
や
や
足
早
な
要
約
と
な
っ
た
が
、
金
城
の
葛
藤
を
抱
え

た
半
生
の
な
か
で
彫
刻
制
作
と
い
う
芸
術
表
現
へ
と
込
め
た
思

い
が
芸
術
思
想
へ
と
意
識
的
に
昇
華
さ
せ
ら
れ
て
い
く
過
程
が

見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
の

な
か
で
、
玉
光
順
正
を
は
じ
め
と
す
る
真
宗
大
谷
派
僧
侶
た
ち

と
の
出
遇
い
を
通
し
て
、
金
城
の
思
想
的
転
回
の
梃
子
と
な
る

親
鸞
や
「
浄
土
」
の
思
想
と
の
出
遇
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
え

て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
金
城
に
は
、
沖
縄

人
と
し
て
の
、
ヤ
マ
ト
で
虐
げ
ら
れ
傷
つ
い
た
体
験
を
持
つ
者

と
し
て
の
生
き
様
が
根
底
に
あ
る
。
沖
縄
人
は
、
そ
の
差
別
し
、

虐
げ
る
ま
な
ざ
し
に
対
し
て
、
脆
弱
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

「
毒
気
の
あ
る
笑
い
」
を
も
っ
て
対
抗
し
て
い
く
と
い
う
強
か
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さ
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
金
城
が
呼
び
か
け
る
声
が
、

ア
ト
リ
エ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。

　

金
城
の
関
心
は
、
人
び
と
と
の
水
平
な
出
遇
い
を
契
機
と
し

て
、
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
や
、
障
害
者
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。

加
え
て
、
沖
縄
戦
の
過
ち
を
二
度
と
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
彼
の
思
い
は
強
烈
で
あ
る
。
皇
民
化
教
育
で
帝
国
軍
人

と
し
て
死
ん
だ
父
を
、
靖
国
裁
判
の
法
廷
で
は
、「
犬
死
に
し

た
の
も
同
然
だ
」
と
訴
え
、
母
親
を
悲
し
ま
せ
た
金
城
で
あ
っ

た
。
そ
ん
な
金
城
が
衝
撃
を
も
っ
て
出
遇
う
こ
と
に
な
る
「
浄

土
」
思
想
は
、
天
皇
制
国
家
で
あ
る
ヤ
マ
ト
を
相
対
化
す
る
根

拠
と
し
て
金
城
に
直
感
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
浄
土
と
は
国
を

相
対
化
す
る
根
拠
で
あ
り
、
念
仏
は
運
動
と
し
て
表
現
さ
れ
る

と
い
う
玉
光
の
主
張
に
共
鳴
す
る
よ
う
に
、
金
城
は
、
沖
縄
戦

で
集
団
強
制
死
を
は
じ
め
、
不
条
理
な
死
を
押
し
付
け
ら
れ
た

沖
縄
人
の
亡
き
命
を
思
い
、
靖
国
裁
判
を
通
し
て
こ
の
国
の
あ

り
方
を
問
う
た
の
で
あ
っ
た
。

　

大
阪
時
代
の
金
城
が
出
遇
っ
た
玉
光
は
、
同
朋
会
運
動
の
中

核
を
担
う
教
学
研
究
所
所
員
の
藤
元
正
樹
が
説
く
教
学
に
出
遇

い
、
教
団
の
同
朋
会
運
動
に
触
れ
、
そ
の
歴
史
に
参
加
し
、
活

動
し
て
い
た
大
谷
派
僧
侶
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
玉
光
と
出
遇

っ
た
金
城
に
よ
っ
て
、
沖
縄
に
真
宗
の
種
が
蒔
か
れ
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
一
連
の
流
れ
は
、
真

宗
同
朋
会
運
動
の
沖
縄
へ
の
展
開
過
程
の
相
と
し
て
見
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
、
大
学
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
教
学
と
は
異
な
っ
た
「
行
学
」（
善
導
）
と
し
て
の

も
う
一
つ
の
教
学
的
実
践
の
展
開
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。

五

　

金
城
の
ア
ト
リ
エ
に
あ
る
「
琉
球
親
鸞
塾
」
の
メ
ン
バ
ー
は
、

必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
知
花
昌
一
、
愈ユ
・
ヨ
ン
ジ
ャ

渶
子
と
い

っ
た
メ
ン
バ
ー
は
い
ず
れ
も
活
動
的
で
あ
り
、
発
信
力
を
持
っ

て
い
る
。
筆
者
も
参
列
し
た
知
花
が
住
職
を
務
め
る
「
何ヌ
ー

我ガ

寺ジ

」
の
道
場
開
き
の
日
（
二
〇
一
四
年
二
月
十
六
日
）、
金
城
は

マ
イ
ク
を
持
っ
て
、
本
尊
が
安
置
さ
れ
た
本
堂
兼
談
話
室
に
一

杯
に
詰
め
か
け
た
村
の
人
々
に
、
自
ら
が
靖
国
裁
判
を
闘
っ
て

き
た
理
由
、
住
職
の
知
花
昌
一
が
日
の
丸
を
焼
い
た
理
由
、
玉
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光
や
親
鸞
と
そ
の
「
浄
土
」
の
思
想
に
出
遇
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
知
花
と
と
も
に
真
宗
大
谷
派
の
門
徒
と
な
っ
て
ア
ト
リ
エ
に

親
鸞
塾
を
開
い
た
理
由
を
、
風
邪
で
体
調
を
崩
し
な
が
ら
も
熱

弁
し
た
。
そ
し
て
金
城
は
、
今
後
い
ず
れ
時
期
を
み
て
、
こ
の

何
我
寺
に
、「
琉
球
親
鸞
塾
」
を
統
合
し
た
方
が
よ
い
と
述
べ

た
。

　

読
谷
村
に
開
か
れ
た
聞
法
道
場
「
何
我
寺
」
は
、
い
か
に
展

開
し
て
い
く
の
か
。
金
城
の
彫
刻
制
作
を
は
じ
め
と
す
る
様
々

な
活
動
は
、
こ
れ
か
ら
、
い
か
に
取
り
組
ま
れ
て
い
く
か
。
そ

の
動
向
か
ら
は
、
こ
れ
か
ら
も
目
が
離
せ
な
い
。

　

な
お
、
本
発
表
の
フ
ル
ペ
ー
パ
ー
は
、
同
タ
イ
ト
ル
で
、
近

く
刊
行
予
定
の
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
編
『
真
宗
総
合
研

究
所
研
究
紀
要
』
第
三
二
号
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
本
学
准
教
授　

近
代
日
本
仏
教
史
・
近
代
日
本
思
想
史
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉「
恨
を
解
い
て
浄
土
を
生
き
る
」、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
宗
同
朋
会
運
動
、
琉
球
親
鸞
塾

〔
編
集
委
員
会
付
記
〕

こ
の
他
の
発
表
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び
発
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題
目
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次
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と
お
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。

地
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と
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文
化
圏

本
学
准
教
授　

野
中　

亮

人
間
存
在
の
基
礎
構
造
と
し
て
の
教
育

本
学
教
授　

川
村
覚
昭

以
上
の
発
表
内
容
は
次
号
以
降
の
『
大
谷
学
報
』
に
論
文
と
し
て
掲
載

予
定
で
あ
る
。


