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宣
教
に
お
け
る「
文
化
」の
と
ら
え
方

―「
知
ら
れ
な
い
神
に
」と
い
う
伝
道
の
前
に
―

言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
か
、「
文
化
適
応
」

と
言
う
場
合
に
、
ど
こ
ま
で
の
範
囲
を
適

応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要

が
あ
る
。

私
と
し
て
は
、「
文
化
」
と
い
う
言
葉
の

中
に
そ
の
土
地
や
国
の
「
宗
教
」
が
含
ま

れ
る
こ
と
は
理
解
し
な
が
ら
も
、
宣
教
に

お
け
る
「
文
化
適
応
」
に
お
い
て
は
、
ま

ず
は
「
宗
教
的
文
化
」
と
「
生
活
的
文
化
」

を
区
別
し
、
さ
ら
に
「
宗
教
的
文
化
」
の

中
で
悪
霊
的
要
素
を
取
り
除
い
た
部
分
と

「
生
活
的
文
化
」
の
み
を
適
応
さ
せ
る
べ
き

だ
と
考
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
偶
像
が
多
い
仏
教
か
ら

は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
神
道
に
お
い
て
も
、

か
な
り
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。

パ
ウ
ロ
の
宣
教

し
か
し
ま
ず
は
、
聖
書
か
ら
考
え
る
こ

と
が
第
一
で
あ
る
。
既
存
の
宗
教
を
利
用
し

た
宣
教
を
語
る
際
に
よ
く
引
用
さ
れ
る
の

２
０
１
１
年
４
月
17
日
号
に
掲
載
し
た

滝
元
順
氏
（
新
城
教
会
主
任
牧
師
）
の
提

言
「
明
治
維
新
で
置
か
れ
た
偽
り
の
土
台
」

を
読
ん
だ
久
保
有
政
氏
（
レ
ム
ナ
ン
ト
出

版
代
表
）
か
ら
持
論
が
寄
せ
ら
れ
た
（
28

～
31
頁
）。
日
本
文
化
と
宣
教
と
い
う
重
要

な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
の
で
、
本
誌
の
立
場
と

考
え
を
同
時
掲
載
す
る
。

欧
米
型
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
反
省

世
界
各
地
の
国
と
民
族
を
植
民
化
し
て

い
っ
た
西
洋
諸
国
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
を
問
わ
ず
、
そ
の
国
々
に
キ
リ

ス
ト
教
を
布
教
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
が
指

導
し
た
ス
タ
イ
ル
は
、
母
国
の
も
の
と
さ
ほ

ど
変
わ
ら
ず
、
南
洋
の
島
々
に
気
密
性
の

高
い
石
造
り
の
教
会
堂
を
建
て
、
現
地
の

牧
師
も
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
て
説
教
を
行
う

等
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

日
曜
日
の
午
前
10
時
半
か
ら
の
礼
拝
、

オ
ル
ガ
ン
に
よ
る
伴
奏
、
復
活
記
念
日
を

「
イ
ー
ス
タ
ー
」
と
呼
ん
で
タ
マ
ゴ
を
配
る
、

「
ク
リ
ス
マ
ス
」
を
重
要
行
事
と
す
る
こ
と

が
、
使
徒
の
働
き
17
章
。
こ
の
箇
所
か
ら
、

「
パ
ウ
ロ
は
『
知
ら
れ
な
い
神
に
』
と
言
っ

て
宣
教
を
始
め
て
い
る
の
で
、
神
道
の
神
が

実
は
創
造
主
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
い
い
」

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
ダ
ニ
エ
ル
・
キ

カ
ワ
氏
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ｢

神
が
日
本
に
残
し
た

指
紋｣

が
発
売
さ
れ
て
以
来
、
様
々
な
方

が
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
神
学
―
宣
教
論
と
い
う
の
は
、

聖
書
の
一
箇
所
か
ら
つ
く
り
出
し
て
は
な
ら

な
い
。
特
に
使
徒
の
働
き
は
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

（
事
実
を
記
し
た
物
語
）
で
あ
っ
て
、
書
簡

の
よ
う
な
教
え
の
書
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
使
徒
た
ち
の

行
動
を
順
次
記
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
書

か
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
そ
の
行
動
が
全

て
正
し
い
訳
で
は
な
い
の
だ
。（
実
際
、
パ

ウ
ロ
と
バ
ル
ナ
バ
が
反
目
し
た
こ
と
も
書
か

れ
て
い
る
。）

と
は
い
え
、
ル
カ
が
あ
る
一
定
の
意
図
を

持
っ
て
こ
の
使
徒
の
働
き
を
記
し
た
こ
と
も

事
実
で
あ
り
、
そ
の
大
き
な
流
れ
か
ら
私

た
ち
は
宣
教
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
箇
所
か
ら
は
つ
く
れ
な
い
が
、
全

体
の
流
れ
の
中
か
ら
、
そ
し
て
複
数
箇
所

か
ら
そ
れ
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

使
徒
17
章
を
見
て
い
く
と
、「
パ
ウ
ロ
は
、

町
が
偶
像
で
い
っ
ぱ
い
な
の
を
見
て
、
心
に

憤
り
を
感
じ
た
。」（
16
節
）
と
あ
る
。
そ

し
て
会
堂
や
広
場
で
「
イ
エ
ス
と
復
活
を

宣
べ
伝
え
た
」（
18
節
）。
そ
の
文
脈
の
中

で
「
知
ら
れ
な
い
神
に
」
と
刻
ま
れ
た
祭

な
ど
、
欧
米
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
と
方
式

が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、

教
団
ご
と
の
伝
統
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

事
情
な
ど
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
ず
に
導
入
さ

れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文
化
に
配
慮
し
、
文
化

適
応
し
た
宣
教
が
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
日
本
で
は
『
文
脈
化
教
会
の

形
成
』（
福
田
充
男
著
）
が
出
さ
れ
た
１
９

９
３
年
頃
か
ら
議
論
さ
れ
、
実
践
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
自
体
は
評
価

さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
私
た
ち
は
こ
の

国
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
を
模
索

し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
文
化
適
応
し
過
ぎ
る
と
い
う

問
題
も
あ
り
、「
文
化
」
と
い
う
言
葉
に

ど
れ
だ
け
の
意
味
と
範
囲
を
含
め
る
か
と

い
う
課
題
も
あ
る
。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教

会
に
お
い
て
も
、
Ａ
牧
師
が
言
う
「
文
化
」

と
Ｂ
牧
師
が
言
う
「
文
化
」
で
は
、
そ
の

範
囲
が
異
な
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
ま
ず
、

こ
の
方
は
ど
う
い
う
意
味
で
文
化
と
い
う

リ
バ
イ
バ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
編
集
長
　
谷
口
和
一
郎
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壇
の
こ
と
を
引
用
し
つ
つ
、
宣
教
を
続
け
て

い
る
。

さ
ら
に
「
神
を
、
人
間
の
技
術
や
工
夫

で
造
っ
た
金
や
銀
や
石
な
ど
の
像
と
同
じ

も
の
と
考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
神
は
、
そ

の
よ
う
な
無
知
の
時
代
を
見
過
ご
し
て
お

ら
れ
ま
し
た
が
、
今
は
、
ど
こ
で
で
も
す
べ

て
の
人
に
悔
い
改
め
を
命
じ
て
お
ら
れ
ま

す
。」（
29
、
30
節
）
と
語
り
、
相
手
の
宗

教
を
「
無
知
」
と
定
め
、
悔
い
改
め
に
導

い
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
福
音
の
本
質
で
あ

る
、
イ
エ
ス
の
復
活
、
死
者
の
復
活
を
強

く
示
し
た
。

パ
ウ
ロ
は
、「
知
ら
れ
な
い
神
に
」
と
言

い
つ
つ
も
、
相
手
の
宗
教
に
対
し
て
は
か
な

り
厳
し
い
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
こ
こ
を
引

用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
パ
ウ
ロ
の
一
連
の
宣

教
態
度
を
見
習
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し

果
し
て
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
に
、
偶
像

へ
の
憤
り
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど

大
胆
に
、
あ
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、

悔
い
改
め
と
復
活
を
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
文
脈
化
を
言
う
前
に
、
こ
の
基
本
姿

勢
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。

使
徒
の
働
き
14
章
14
節
に
は
、「
あ
な
た

が
た
が
こ
の
よ
う
な
む
な
し
い
こ
と
を
捨

て
て
、
天
と
地
と
海
と
そ
の
中
に
あ
る
す
べ

て
の
も
の
を
お
造
り
に
な
っ
た
生
け
る
神
に

立
ち
返
る
よ
う
に
」
と
あ
る
が
、「
む
な
し

い
こ
と
」と
は「
偶
像
崇
拝
」の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
第
一
コ
リ
ン
ト
10
章
20
節
で
は
、

「
神
に
で
は
な
く
て
悪
霊
に
さ
さ
げ
ら
れ
て

い
る
」「
あ
な
た
が
た
に
悪
霊
と
交
わ
る
者

に
な
っ
て
も
ら
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ

り
、
偶
像
の
神
へ
の
供
え
物
が
悪
霊
と
の

交
流
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

人
々
が
そ
の
よ
う
な
宗
教
儀
式
に
関
わ
る

こ
と
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
悪
霊
の
影
響
を

受
け
、
福
音
に
覆
い
が
掛
け
ら
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
だ
。

第
一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
１
章
９
節
で
は
、「
あ

な
た
が
た
が
ど
の
よ
う
に
偶
像
か
ら
神
に

立
ち
返
っ
て
、
生
け
る
ま
こ
と
の
神
に
仕
え

る
よ
う
に
な
り
」
と
、
他
宗
教
か
ら
の
明

確
な
立
ち
返
り
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
西
洋
の
宣
教
師
が
言
っ
て
い
る
こ

と
で
は
な
く
、
使
徒
パ
ウ
ロ
が
言
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

神
道
の
宗
教
性

「
神
道
は
仏
教
と
違
っ
て
偶
像
が
な
い
、

む
し
ろ
そ
れ
は
日
本
の
文
化
と
言
っ
て
い

い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
確

か
に
偶
像
は
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
異

な
っ
た
神
へ
の
礼
拝
、
そ
し
て
死
者
崇
拝
で

あ
る
。

日
本
各
地
の
神
社
は
、
そ
の
発
祥
に
お

い
て
様
々
な
宗
教
的
理
由
が
あ
り
、
多
様

性
が
あ
る
が
、
死
者
の
霊
が
怨
霊
に
な
ら

な
い
よ
う
に
と
祀
っ
た
神
社
が
数
多
く
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
御ご

霊り
ょ
う

神じ
ん

社し
ゃ

。
菅
原
道
真
を

祀
っ
た
天
満
宮
な
ど
が
有
名
だ
。

皇
居
に
あ
る
宮
中
三
殿（
賢
所・皇
霊
殿・

神
殿
）
の
賢
所
で
は
皇
祖
神
・
天
照
大
神

が
祀
ら
れ
、
皇
霊
殿
で
は
歴
代
天
皇
と
皇

族
の
霊
が
祀
ら
れ
、
神
殿
で
は
天
神
地
祇

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
の
拝
礼
は
こ
れ
ら

様
々
な
神
・
祖
霊
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
靖
国
神
社
は
言
う
ま
で
も
な

く
戦
没
者
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

戦
前
・
戦
中
を
通
し
て
、
国
民
は
こ
ぞ

っ
て
神
社
参
拝
を
命
じ
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト

教
会
の
ほ
と
ん
ど
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
て

い
っ
た
。
明
治
天
皇
を
祀
る
明
治
神
宮
を

参
拝
し
、
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
を
祀
る
伊
勢

神
宮
を
参
拝
し
て
い
っ
た
。
１
９
４
２
年
１

月
11
日
、
日
本
基
督
教
団
の
統
理
・
富
田

満
は
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス

に
教
団
の
設
立
を
報
告
し
、
新
教
団
の
発

展
を
祈
願
し
た
。

富
田
は
、
当
時
植
民
地
だ
っ
た
朝
鮮
を

訪
れ
て
、「
神
社
は
宗
教
で
は
な
く
て
儀
礼

だ
」
と
し
て
朝
鮮
の
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者

に
神
社
参
拝
を
迫
り
、
長
老
会
総
会
は
、

１
９
３
８
年
の
総
会
で
結
局
、
神
社
参
拝

を
決
議
す
る
に
至
っ
た
。
参
加
し
た
牧
師

の
一
人
は
「
天
照
大
神
も
天
皇
も
決
し
て

神
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
拝
む
こ
と
は
偶

像
崇
拝
に
等
し
い
。
命
が
け
で
こ
れ
に
反

対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
は
い
つ
か

神
の
掟
に
よ
っ
て
必
ず
滅
亡
す
る
」
と
語
っ

た
。（『
日
韓
の
歴
史
の
は
ざ
ま
に
て
』
安
載

禎
著
）
そ
し
て
参
拝
し
な
い
牧
師
は
迫
害

を
受
け
、
殉
教
す
る
者
も
出
た
。

「
神
社
は
宗
教
で
は
な
い
、
日
本
の
文
化

だ
」
こ
の
言
葉
で
ど
れ
ほ
ど
の
キ
リ
ス
ト
者

が
誤
魔
化
さ
れ
、
迫
害
を
受
け
て
い
っ
た

の
か
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
も
う
一
度
よ
く
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
偶
像
礼
拝
・
偶

像
崇
拝
と
い
う
の
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
偶

像
が
有
る
か
無
い
か
で
は
な
く
、
ヤ
ハ
ウ
ェ

の
神
以
外
の
神
を
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識

的
で
あ
れ
拝
ん
で
い
る
か
ど
う
か
、
交
わ

り
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

戦
後
、
天
皇
の
人
間
宣
言
が
あ
り
、
国

家
神
道
は
解
体
さ
れ
た
訳
だ
が
、
神
社
そ

れ
ぞ
れ
の
カ
ミ
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
礼
拝
の
対
象
は
変
わ
ら
ず
、

皇
居
に
置
か
れ
た
宮
中
三
殿
も
そ
の
ま
ま

だ
。
日
本
に
お
け
る
社
会
的
立
場
は
変
わ

っ
た
が
、本
質
は
変
わ
っ
て
な
い
の
で
あ
る
。

神
道
が
持
つ
こ
う
し
た
側
面
を
無
視
し

た
ま
ま
、
そ
の
最
高
神
と
さ
れ
る
天
之
御

中
主
を
天
の
父
に
な
ぞ
ら
え
、
伝
道
に
利

用
し
て
い
く
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
無
防
備

に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
使
徒
た

ち
の
宣
教
の
大
き
な
流
れ
を
理
解
す
る
こ

と
が
重
要
だ
。
彼
ら
が
何
を
強
調
し
、
ど

の
よ
う
な
方
法
で
伝
え
た
か
と
い
う
こ
と
。

大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
相
手
に
合
わ
せ

て
と
い
う
よ
り
は
、
が
む
し
ゃ
ら
に
復
活

を
伝
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

本
誌
と
し
て
も
、「
知
ら
れ
な
い
神
に
」

と
い
う
伝
道
の
前
に
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト

を
い
か
に
日
本
人
に
伝
え
て
い
け
ば
い
い
の

か
を
追
求
し
て
い
き
た
い
。


