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宣
教
は
営
業
？

幼
稚
園
の
保
護
者
の

一
人
の
父
親
か
ら

次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「神

父
さ
ん
の
仕
事
は
、

営
業
み
た
い
な
も
の

で
す
ね
」
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
尋
ね
た

ら
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
あ
る
製
品
を
買

っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、

そ
の
製
品
と
、

買

っ
て
も
ら
う
相
手
を
よ
く
知

っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

相
手
が
何
を
必
要
と

し
て
い
る
の
か
、

そ
の
必
要
に
対
し
て
そ

の
製
品
は
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
を
説

明
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
う

ま
く
い
く
と
製
品
を
買

っ
て
も
ら
え
る
。

神
父
の
仕
事
も

一
緒
だ
と
思
う
。

キ
リ
ス

若
者
が
分
か
る
翻
訳
を

卜
教
が
良
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
良
い
と

こ
ろ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
け

な
い
。

相
手
に
伝
え
る
た
め
に
は
、

相
手

を
よ
く
知

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
で
き
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
の
教
え
も

受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
」

伝
え
る
た
め
の
翻
訳

キ
リ
ス
ト

の
教
え
は

こ
の
二
千
年

の

間
、

地
球
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
で
、

さ
ま

ざ
ま
な
形
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

聖
書
の

こ
と
ば
が
単
に

多
く
の
外
国
語

に
翻
訳
さ
れ
た

だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で

生
活
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

キ
リ

ス
ト
の
教
え
は
生
活
の
中
で
、

い
わ
ば
翻

訳
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た

こ
と
に
な

る
。

翻
訳
は
両
方
の
言
語
に
精
通
し
て
い

な
い
と
で
き
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

現
代
社
会
の
中
で
福
音
を
伝
え
る
た
め
に

は
、

キ
リ
ス
ト
の
教
え
と
今
の
時
代
の
双

方
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

日
本
に
お
い
て
手
リ
ス
ト
の
福
音
が

ま
だ
よ
く
伝
わ

っ
て
な
い
よ
う
に
見
え
る

の
は
、

そ
の
翻
訳
が
う
ま
く
で
き
て
い
な

い
か
ら
で
は
な
い
か
。

必
ず
し
も
新
し
い

翻
訳
が
よ
く
て
正
し
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
が
、

今
、

現
代
社
会
の
人
々
が
分
か

る
翻
訳
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

若
者
に
福
音
を
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

時
代
の
流
れ
か
ら
見
て
も
、

音
に
比
べ
て

若
者
が
教
会
に
集
ま
ら
な
い
よ
う
に
な

っ

て
き
た
し
、　

一
人
の
人
と
し
て
見
て
も
、

幼
少
の
こ
ろ
は
教
会
に
来
て
い
た
の
に
小

学
校
高
学
年
に
な
る
と
だ
ん
だ
ん
来
な
く

な

っ
て
い
る
。

若
者
の
た
め
の
翻
訳

今
、

若
者
の
た
め
に
福
音
を
翻
訳
し
直

す
必
要
が
あ
る
。

若
者
の
生
活
に
目
を
留

め
、

彼
ら
が
何
を
求
め
、

何
を
喜
び
、

何

に
悩
ん
で
い
る
の
か
、

何
に
興
味
を
も

っ

て
い
る
の
か
を
よ
く
知
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
を
知

っ
て
初
め
て
彼
ら
に
福
音
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ミ
サ

ヘ
の
参
加
に

し
て
も
、

な
ぜ
彼
ら
が
来
な
い
の
か
、

来

ら
れ
な
い
の
か
、

そ
こ
の
原
因
を
ま
ず
知

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
の
現
状

を
見
る
こ
と
な
し
に
、

た
だ

「苦
は
良
か

っ
た
」
と
い
う
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に

な
ら
な
い
。

彼
ら
が
理
解
で
き
る
よ
う
に

ミ
サ
典
礼
の
意
味
を
翻
訳
し
直
し
、

彼
ら

が
理
解
で
き
る
よ
う
に
典
礼
を
工
夫
す
る

必
要
も
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、

倫
理
的
な
事

思
い
込
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
よ

う
な
文
化
は
、

理
想
と
し
て
、

簡
単
な
成

功
、

出
世
の
近
道
（
無
責
任
な
性
欲
、

つ

い
に
は
他
者

へ
の
尊
敬
に
欠
け
た
自
己
肯

定

・
自
己
中
心
的
存
在
を
掲
げ
て
い
る
」
。

日
本
も
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
文
化
の
中

に
あ
る
。

こ
の
中
で
若
者
た
ち
は
生
き
て

い
る
の
で
あ
る
。

聞
く
こ
と
か
ら
始
ま
る

教
会
の
中
で
若
者
の
場
が
な
い
。

若
者

と
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

話
す
こ
と
が

な
い
◇

ま
ず
声
を
掛
け
、

彼
ら
の
声
を
聞

く
こ
と
か
ら
始
め
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

大

人
た
ち
は
、

神
父
を
含
め
て
、

今
の
若
者

に
つ
い
て

一
般
的
に
は
何
と
な
く
理
解
し

て
い
る
よ
う
だ
が
、　

一
人
ひ
と
り
の
ナ

マ

の
声
を
聞
い
て
は
い
な
い
。

声
を
掛
け
、

ま
ず
彼
ら
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
続
け

て
い
け
ば
、

福
音
が
彼
ら
に
伝
わ
る
言
葉

が
見
つ
か
り
、

彼
ら
の
た
め
に
福
音
を
翻

訳
し
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「世
界
青
年
の
日
」
に
当
た
り
、

新
し
い

「翻
訳
」
を
す
る
決
意
を
持
ち
た
い
も
の

で
あ
る
。　
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柄

に

関

し

て

も
、

た
だ

「良

い
、

悪
い
」
だ

け
で
な
く
↓
彼

ら
の
腹
に
落
ち
る
」
伝
え
方
、

翻
訳
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

翻
訳
す
る
こ
と
は
面
倒

で
も
あ
る
が
、

こ
の
努
力
な
し
に
は
、

彼

ら
に
福
音
は
伝
わ
ら
な
い
。

こ
と
し
の
第
十
六
回
「世
界
青
年
の
日
」

の
教
皇
メ

ッ
セ
ー
ジ
は
現
代
の
文
化
を
次

の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「好
き
な
も

の
や
美
し
く
見
え
る
も
の
に
価
値
を
認
め

る
う
つ
ろ
な
文
化
は
、

幸
せ
で
あ
る
た
め

に
は
十
字
架
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
と


