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新
約
聖
書
の
ル
カ
に
よ
る
福

音
書
七
章
三
六
～
五
〇
節
に
、

こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

ァ
リ
サ
イ
派
」
の
人
た
ち
は
、

自
分
た
ち
は
律り

っ

法ぽ
う

を
忠
実
に
守

り
、
神
の
前
に
正
し
い
者
で
あ

る
と
誇
り
、
律
法
を
守
る
こ
と

が
で
き
な
い
人
た
ち
の
こ
と
を

見み

下く
だ

し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
食
事
の
席
に
、「
罪
深

い
女
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
女
性

が
入
っ
て
来
ま
し
た
。
何
の
罪

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の

よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
、
町
中
の
人
か
ら
白
い

目
で
見
ら
れ
、
誰
か
ら
も
相
手

に
さ
れ
ず
、
孤
独
を
感
じ
て
い

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
女
性

は
、
イ
エ
ス
様
の
足
も
と
に
ひ

ざ
ま
ず
く
と
、
涙
を
流
し
、
そ

の
涙
に
ぬ
れ
た
足
を
、
自
分
の

髪
の
毛
で
ぬ
ぐ
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
足
に
接せ

っ

吻ぷ
ん

し
、
そ

こ
に
自
ら
持
ち
込
ん
だ
石せ

っ

膏こ
う

の

壺つ
ぼ

か
ら
香
油
を
注
い
だ
の
で
し

た
。

　
そ
こ
に
い
た
人
々
は
、
何
事

か
と
驚
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

シ
モ
ン
は
、
イ
エ
ス
様
が
彼
女

の
行
動
を
そ
の
ま
ま
に
さ
せ
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ず
、
何

も
言
わ
な
い
イ
エ
ス
様
は
預
言

者
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
し

た
。
律
法
に
よ
る
と
、
罪
人
と

一
緒
に
い
る
こ
と
、
触
れ
る
こ

と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

す
。

　
す
る
と
、
イ
エ
ス
様
は
シ
モ

ン
の
思
い
を
見
抜
い
て
、
た
と

え
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

「
あ
る
金
貸
し
か
ら
、
二
人

安
心
し
て
行
き
な
さ
い

友
安　
渚　

　
あ
る
日
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の

シ
モ
ン
と
い
う
人
の
家
で
食
事

会
が
開
か
れ
、
イ
エ
ス
様
が
そ

こ
に
招
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
フ

の
人
が
金
を
借
り
て
い
た
。

一
人
は
五
百
デ
ナ
リ
オ
ン
、

も
う
一
人
は
五
十
デ
ナ
リ
オ

ン
で
あ
る
。 

二
人
に
は
返
す

金
が
な
か
っ
た
の
で
、
金
貸

し
は
両
方
の
借
金
を
帳
消
し

に
し
て
や
っ
た
。
二
人
の
う

ち
、
ど
ち
ら
が
多
く
そ
の
金

貸
し
を
愛
す
る
だ
ろ
う
か
。」

（
41
、
42
節
）

　
一
デ
ナ
リ
オ
ン
は
、
当
時
の

一
日
の
賃
金
に
相
当
し
ま
す
。

シ
モ
ン
は
「
帳
消
し
に
し
て
も

ら
っ
た
額
の
多
い
方
だ
と
思
い

ま
す
」
と
答
え
ま
し
た
。
こ
れ

は
も
ち
ろ
ん
正
解
で
、
多
く
の

負
債
を
帳
消
し
に
し
て
も
ら
っ

た
ら
、
感
謝
も
よ
り
大
き
い
と

い
う
の
は
、
誰
も
が
納
得
す
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
た
と
え
話
に
登
場
す
る

五
百
デ
ナ
リ
オ
ン
を
借
り
た
人

は
先
ほ
ど
の
香
油
を
注
い
だ
女

性
を
、
五
十
デ
ナ
リ
オ
ン
を
借

り
た
人
は
シ
モ
ン
を
表
し
て
い

ま
す
。
債
務
の
額
の
違
い
は
、

彼
ら
の
実
際
の
罪
の
大
き
さ
で

は
な
く
、
彼
ら
が
ど
れ
だ
け
自

分
の
罪
を
自
覚
し
て
い
る
か
を

表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
イ
エ

ス
様
が
こ
の
た
と
え
話
で
お
伝

え
に
な
り
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　
イ
エ
ス
様
は
、
女
性
に
、「
あ

な
た
の
罪
は
赦ゆ

る

さ
れ
た
」（
48

節
）
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
彼
女

は
こ
の
出
来
事
の
前
に
、
別
の

場
所
で
イ
エ
ス
様
が
語
っ
て
お

ら
れ
る
の
を
聞
い
た
の
で
し
ょ

う
。
彼
女
は
、
自
分
の
罪
を
深

く
自
覚
し
つ
つ
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
を
救
い
主ぬ

し

と
し
て
信
じ

た
ゆ
え
に
、
そ
の
罪
を
責
め
ら

れ
る
こ
と
な
く
赦
し
て
い
た
だ

い
た
、
そ
の
感
謝
と
喜
び
か
ら
、

イ
エ
ス
様
の
足
も
と
に
ひ
ざ
ま

ず
い
た
の
で
し
た
。
イ
エ
ス
様

も
、
そ
の
思
い
に
し
っ
か
り
呼

応
し
て
く
だ
さ
り
、「
あ
な
た

の
信
仰
が
あ
な
た
を
救
っ
た
」

（
50
節
）と
宣
言
さ
れ
た
の
で
す
。

　
誰
か
と
比
較
し
て
、「
私
は

ま
だ
大
丈
夫
」
と
か
、「
あ
の

人
の
ほ
う
が
罪
深
い
」
と
か
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
自
身

の
罪
と
向
き
合
う
時
、
そ
れ
を

無
条
件
に
赦
し
て
く
だ
さ
る
お

方
が
、
イ
エ
ス
様
で
す
。

　
イ
エ
ス
様
は
最
後
に
、「
安

心
し
て
行
き
な
さ
い
」
と
こ
の

女
性
に
言
わ
れ
ま
し
た
。「
安

心
し
て
行
き
な
さ
い
」
と
は
、

「
平
安
へ
と
行
き
な
さ
い
」
と

い
う
意
味
で
す
。
今
こ
の
時
だ

け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
先
も
平

安
で
あ
る
と
の
約
束
は
、
な
ん

と
心
強
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
イ
エ
ス
様
は
、
い
つ
で
も
、

「
疲
れ
た
者
、
重
荷
を
負
う
者

は
、
だ
れ
で
も
わ
た
し
の
も
と

に
来
な
さ
い
。
休
ま
せ
て
あ
げ

よ
う
」
と
招
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
平
安
を
約
束
し
送
り

出
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

 

（
救
世
軍
士
官
〔
伝
道
者
〕）
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特集　山室軍平生誕151年

　
日
本
の
救
世
軍
の
働
き
は
一
八
九
五
（
明
治
28
）

年
に
始
ま
っ
た
が
、
最
初
の
十
二
年
間
は
日
本
の

社
会
で
あ
ま
り
認
知
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
成

長
し
た
の
は
山
室
軍
平
の
寄
与
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
救
世
軍
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ア
ン
・
ホ
ー
リ

ネ
ス
運
動
と
し
て
特
異
な
使
命
を
も
つ
宣
教
団
体

で
あ
る
。
山
室
は
、
急
速
に
工
業
化
し
つ
つ
あ
っ

た
当
時
の
日
本
の
社
会
の
必
要
に
応
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
救
世
軍
の
働
き
を
進
め
た
。

　
山
室
軍
平
は
一
八
八
七
（
明
治
20
）
年
、十
五
歳

の
と
き
東
京
で
、
昼
休
み
に
路
傍
伝
道
に
出
合
い
、

そ
こ
で
受
け
取
っ
た
ト
ラ
ク
ト
が
き
っ
か
け
で
キ

リ
ス
ト
者
と
な
っ
た
。「
儒
教
を
学
ん
で
い
た
と
き

は
、
自
分
を
制
し
よ
う
と
思
っ
て
も
空む

な
し
い
失
敗

続
き
だ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
者
に
な
っ
て
か
ら
は
、

容
易
に
自
制
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
山
室
自

身
、
述
懐
し
て
い
る
。

　
毎
週
通
っ
て
い
る
教
会
で
、
洗
礼
を
志
願
し
た

が
、若
す
ぎ
る
の
と
貧
し
い
の
と
が
理
由
で
、洗
礼

を
断
ら
れ
た
。
二
、三
日
後
、夕
立
の
雷
鳴
の
中
で
、

山
室
は
下
宿
の
屋
根
に
上
り
「
天
か
ら
の
雨
で
洗

礼
を
授
け
て
く
だ
さ
い
」
と
神
に
祈
り
求
め
た
。

　
山
室
は
、
自
分
が
見
い
だ
し
た
ば
か
り
の
信
仰

を
個
人
伝
道
で
伝
え
よ
う
と
、街
頭
で
説
教
し
、ト

ラ
ク
ト
を
配
布
し
た
。
職
場
の
工
場
の
同
僚
に
も

誘
い
の
言
葉
を
か
け
、教
会
に
導
こ
う
と
し
た
。
し

か
し
同
僚
た
ち
は
、
教
会
が
上
流
階
級
に
向
い
て

お
り
、
平
民
に
は
縁
が
な
い
場
所
だ
と
思
い
込
ん

で
い
て
、誘
い
を
拒
ん
だ
。
山
室
は
十
六
歳
に
し
て

労
働
者
の
救
い
に
関
心
を
も
ち
、
貧
し
い
者
の
た

め
に
神
に
身
を
献さ

さ
げ
る
決
心
を
し
、
平
民
伝
道
に

役
立
つ
と
思
わ
れ
る
材
料
を
集
め
始
め
た
。

　
京
都
の
同
志
社
在
学
中
も
、
困
窮
者
へ
の
関
心

は
増
し
て
い
っ
た
。
救
世
軍
が
日
本
に
到
来
す
る

三
年
前
の
一
八
九
二
（
明
治
25
）
年
に
、山
室
は
、救

世
軍
の
創
立
者
ウ
イ
リ
ア
ム・ブ
ー
ス
著
『
最
暗
黒

の
英
国
と
そ
の
出
路
』
を
、友
人
の
石
井
十
次
の
た

め
に
、
同
志
社
の
学
生
山
本
徳
尚
が
訳
読
す
る
の

を
筆
記
し
た
。
ブ
ー
ス
の
社
会
的
福
音
の
壮
大
な

計
画
は
、
日
本
の
平
民
に
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
仕

え
た
い
と
い
う
山
室
の
思
い
を
強
く
し
た
。

　
一
八
九
五
年
に
山
室
は
東
京
に
戻
り
、
日
本
に

上
陸
し
た
ば
か
り
の
救
世
軍
の
本
営
（
京
橋
新
富
町
）

を
十
月
に
訪
ね
、そ
こ
で
『
軍
令
及
び
軍
律
―
兵
士

（
信
徒
）の
巻
』と
い
う
小
冊
子
を
受
け
取
っ
た
。「
当

時
の
キ
リ
ス
ト
教
が
知
識
階
級
と
上
流
階
級
だ
け

に
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
に
、
山
室
は
不
満
を
感

じ
て
い
た
。
生
活
に
即
し
た
キ
リ
ス
ト
教
を
求
め

て
い
た
山
室
に
と
っ
て
、
救
世
軍
の
『
軍
令
及
び

軍
律
―
兵
士
の
巻
』
は
、
納
得
が
い
く
も
の
だ
っ

た
。
山
室
が
救
世
軍
の
働
き
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た

の
は
、
ま
さ
に
『
兵
士
の
巻
』
の
お
か
げ
と
言
っ

て
よ
い
。」（
Ｒ
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ラ
イ
ト
マ
イ
ヤ
ー
『
サ
ム

ラ
イ
救
世
軍
人
』、
邦
訳
未
）

　
こ
の
書
を
四
十
日
間
熟
読
し
て
考
え
抜
い
た
末
、

山
室
は
生
涯
を
救
世
軍
に
献
げ
る
こ
と
を
決
め
た
。

士
官（
伝
道
者
）
養
成
所
に
入
り
、
翌
年
一
月
に
は

日
本
人
最
初
の
救
世
軍
士
官
と
し
て
任
官
さ
れ
た
。

　
後
年
山
室
は
第
二
代
大
将
ブ
ラ
ム
エ
ル
・
ブ
ー

ス
の
求
め
に
応
じ
て
、文
筆
の
才
能
を
用
い
、聖き

よ
め潔

に
つ
い
て
の
本
を
著あ

ら
わし
た
。
ま
た
、
サ
ム
エ
ル・ブ

レ
ン
グ
ル
中
将
の『
聖
潔
の
栞し

お
り』を
日
本
語
に
翻
訳

し
た
。
山
室
は
救
世
軍
の
公
報
紙
『
と
き
の
こ
え
』

編
集
長
に
任
命
さ
れ
、ま
た
、自
宅
に
小
隊
を
開
い

た
。生
活
は
楽
で
は
な
か
っ
た
。し
ば
し
ば
お
金
が

な
く
、
火
鉢
の
炭
も
買
え
な
か
っ
た
。

　
『
と
き
の
こ
え
』
編
集
長
と
し
て
山
室
は
、
日
本

の
民
衆
の
救
世
軍
に
対
す
る
認
識
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。
文
語
体
を
や
め
て
、す
べ
て
口
語
体
で

編
集
し
た
。
五
年

で
隔
週
の
発
行
部

数
は
一
万
部
に
達

し
た
。
ま
た
、
山

室
の
著
書
の
中
で

抜
き
ん
出
て
い
る

と
評
さ
れ
る
の
は
、

一
八
九
九
（
明
治

32
）
年
に
発
行
さ

れ
た
『
平
民
の
福

音
』で
、日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
文
書
の

古
典
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
本
は
五

百
二
十
七
版
を
重

ね
、
三
百
万
部
以

上
が
発
行
さ
れ
た
。

『
平
民
の
福
音
』
は
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
に

も
わ
か
り
易
く
福
音
を
伝
え
る
た
め
、
平
明
な
言

葉
で
記
さ
れ
、
物
語
や
例
話
、
俳
句
、
短
歌
、
日
本

や
西
洋
の
逸
話
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
山
室

の
友
人
で
社
会
改
良
家
の
賀
川
豊
彦
は
「
宗
教
文

学
の
偉
大
な
古
典
」
と
評
し
て
い
る
。

　
救
世
軍
の
廃は

い

娼し
ょ
う
運
動
は
日
本
の
社
会
に
認
知
さ

れ
、次
第
に
尊
敬
を
勝
ち
取
っ
て
い
っ
た
。
当
局
に

公
認
さ
れ
た
売
春
営
業
地
域
で
あ
る
遊
郭
は
、
日

本
古
来
の
風
俗
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
売
春
宿
の

ほ
と
ん
ど
に
十
代
の
娘
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
が
、

そ
の
多
く
が
貧
し
い
小
作
農
民
の
娘
た
ち
で
、
家

族
を
飢
え
か
ら
救
う
た
め
に
お
金
で
売
ら
れ
て
来

て
い
た
。
一
九
〇
〇
（
明
治
33
）
年
八
月
に
は
『
と

き
の
こ
え
』
婦
人
救
済
号
が
印
刷
さ
れ
、
士
官
と

兵
士
た
ち
は
手
分
け
し
て
新
宿
・
吉
原
・
須
崎
な
ど

の
遊
郭
で
こ
れ
を
配
布
し
、
公
娼
制
度
に
公
然
と

立
ち
向
か
っ
た
。
遊
郭
の
楼ろ

う

主し
ゅ

た
ち
は
こ
れ
に
暴

力
で
応
酬
し
た
。
山
室
も
ま
た
殴お

う

打だ

さ
れ
た
こ
と

山
室
軍
平
の
生
涯

山室軍平 ― 祈りの人

＊
1

＊
2

1872（明治5）年 9月 1日、岡山県阿哲郡本郷村（現・新見市哲多町本郷）に
生まれた山室軍平。この頃は、長い間の鎖国が解かれ、国の大きな変革期
でした。1873（明治 6）年 2月にはキリシタン禁制の高札が撤廃され、新
約聖書の日本語訳が開始されていきました。山室軍平は、青年時代にキリ
ストに出会い、日本人最初の救世軍士官（伝道者）として身を献

ささ
げます。昨年、

生誕から150年を迎えた山室の歩みを改めてたどります。

＊
3

妻の機恵子
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『
平
民
の
福
音
』（
第
五
二
七
版
）
よ
り

１
．
真
の
宗
教
の
本
領
は
愛
な
り
。
神
は
愛
な
り
、
し
か
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
霊れ
い
な

き
者
は
、
キ
リ
ス
ト
に
属つ
か
ざ
る
者
な
る
が
故
に
、
霊
魂
上
の
能ち
か
ら力
は
、
た
だ
こ
の

愛
の
霊
を
、
十
分
宿
す
こ
と
に
よ
り
て
こ
れ
を
有
す
る
を
得
べ
き
も
の
な
り
。 

２
．
救
世
軍
兵
士
は
何
事
に
も
、
い
つ
も
、
い
づ
こ
に
も
、
愛
の
主
義
に
よ
り
て
、

活
動
す
る
こ
と
を
心
が
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

３
．
前
に
述
べ
た
る
ご
と
く
真
の
宗
教
の
本
領
は
愛
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
兵
士
は
愛

に
よ
り
て
、
そ
の
一
切
の
思
想
、
感
情
、
行
為
を
治
め
ら
れ
、
感
化
せ
ら
れ
、
統す

べ
ら
る
る
こ
と
を
要
す
。
一
言
に
い
え
ば
兵
士
は
そ
の
公
私
の
生
涯
を
、悉し
っ
皆か
い（
＝

こ
と
ご
と
く
み
な
）
愛
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
り
。

４
．
愛
と
は
仁な
さ
け慈
の
謂い
い
な
り
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
我
が
関
係
す
る
人
々
の
福
祉
を
ね

が
い
、
こ
れ
を
熱
望
し
て
、
そ
の
た
め
に
働
く
こ
と
な
り
。

５
．
す
べ
て
宗
教
上
の
働
き
は
愛
に
よ
り
て
行
い
、
他
を
益
せ
ん
と
の
熱
望
に
よ

り
て
営
ま
る
べ
き
も
の
な
り
。
し
か
る
を
も
し
他
人
の
真
の
益
を
求
む
る
心
よ
り

動
か
ず
、
こ
の
心
を
も
っ
て
始
め
、
こ
の
心
を
も
っ
て
継
続
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ば
、

そ
は
虚
偽
に
し
て
キ
リ
ス
ト
の
心
に
合
わ
ざ
る
も
の
な
り
。

６
．
こ
れ
は
た
だ
に
兵
士
の
動
機
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
実
際
の
生
活

に
も
あ
て
は
ま
る
べ
き
こ
と
な
り
。
兵
士
が
日
常
の
行
為
、
宗
教
上
の
勤
労
は
す

べ
て
皆
、
そ
の
他
人
を
教
化
せ
ん
と
欲
す
る
、
愛
の
心
を
伴
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

７
．
愛
の
焔ほ
の
おの
燃も
ゆ
る
こ
と
低
き
者
は
そ
の
霊
魂
も
ま
た
弱
く
、
愛
の
火
の
消き

ふ
る
所

に
は
霊
魂
の
生
命
も
ま
た
尽
く
。

８
．
愛
の
焔
を
維
持
す
る
法
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
に
あ
り
。
他
人
の
霊
魂
を
救
う

た
め
に
戦
う
者
の
み
、
よ
く
光ひ
か
り明
と
、
能
力
を
保
つ
こ
と
を
得
べ
し
。

９
．
こ
の
ゆ
え
に
兵
士
は
我
が
日
常
の
生
活
、
宗
教
上
の
勤
労
が
、
果
た
し
て
神
の

栄
え
と
、
周
囲
の
人
々
を
益
せ
ん
と
の
、
熱
望
に
よ
る
や
、
否
や
。
は
た
ま
た
我

が
言
語
、
行
為
が
果
た
し
て
こ
の
熱
望
を
伴
う
て
戻
ら
ざ
る
や
、
否
や
を
吟
味
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
。

第
五
章
一
節
「
な
ん
じ
ら
は
地
の
塩
な
り
」

　
「
な
ん
じ
ら
は
地
の
塩
な
り
、
塩
も
し
効
力
を
失
わ
ば
、

何
を
も
て
か
こ
れ
に
塩
す
べ
き
。
後
は
用
な
し
、
外
に

す
て
ら
れ
て
人
に
踏
ま
る
る
の
み
。
な
ん
じ
ら
は
世
の
光
な
り
。

山
の
上
に
あ
る
町
は
隠
る
る
こ
と
な
し
。
ま
た
人
は
と
も
し
び

を
と
も
し
て
ま
す
の
下
に
置
か
ず
、
燈
台
の
上
に
置
く
。
か
く

て
と
も
し
び
は
家
に
あ
る
す
べ
て
の
物
を
照
ら
す
な
り
。
か
く

の
ご
と
く
な
ん
じ
ら
の
光
を
人
の
前
に
輝
か
せ
。
こ
れ
人
の
な

ん
じ
ら
が
よ
き
お
こ
な
い
を
見
て
、
天
に
い
ま
す
な
ん
じ
ら
の

父
を
あ
が
め
ん
た
め
な
り
。」（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
一
三

〜
一
六
節
）

　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
あ
る
時
そ
の
信
者
た
ち
に
む
か
い
、「
な

ん
じ
ら
は
地
の
塩
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
と

ば
は
は
な
は
だ
短
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
い
ろ
い
ろ
大
切
な

御
教
訓
が
含
ま
れ
て
お
る
。

　
（
第
一
）
塩
に
大
切
な
る
は
色
の
白
い
こ
と
や
、
又
は
き
め

の
細
か
い
所
で
は
な
く
て
、
そ
の
し
お
か
ら
い
味
に
あ
る
。
丁

度
そ
の
通
り
、
私
共
に
取
っ
て
大
切
な
る
は
、
か
お
か
た
ち
や
、

風
さ
い
や
、
く
ら
し
む
き
の
高
下
や
、
又
は
収
入
の
多
い
す
く

な
い
で
は
な
く
て
、
全
く
そ
の
信
仰
、
精
神
の
上
で
あ
る
。
昔

サ
ウ
ル
と
い
う
王
様
は
、
威
あ
っ
て
た
け
き
堂
堂
た
る
男
児
で

「
彼
民
の
中
に
立
つ
に
、
肩
よ
り
以
上
民
の
た
れ
よ
り
も
高
か
り

き
」
と
い
う
、
み
ご
と
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、
不
幸
に
し
て
神

様
に
さ
か
ら
い
、
わ
が
ま
ま
な
行
い
を
し
た
た
め
に
罰
せ
ら
れ
、

そ
の
王
位
は
当
時
ま
だ
や
っ
と
二
十
二
、三
歳
ば
か
り
の
一
青

年
ダ
ビ
デ
が
こ
れ
を
、
継
ぐ
こ
と
に
定
ま
っ
た
。
そ
の
事
に
つ

い
て
神
様
の
御
こ
と
ば
に
、「
な
ん
じ
そ
の
か
た
ち
と
身
の
た
け

と
を
み
る
な
か
れ
。
わ
が
み
る
所
は
人
に
こ
と
な
り
、
人
は
外

の
か
た
ち
を
見
、
エ
ホ
バ
は
心
を
み
る
な
り
」
と
、
い
う
て
あ

る
。（
中
略
）
私
共
の
み
か
け
は
と
も
あ
れ
、
そ
の
胸
の
中
に
は

必
ず
世
の
常
の
人
の
も
た
ぬ
、
き
よ
き
精
神
が
宿
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
た
れ
が
ど
う
し
て
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
信
仰
上
の

主
義
、
節
操
と
い
う
、
一
種
の
塩
か
ら
い
味
わ
い
が
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。

　
（
第
二
）
塩
は
こ
れ
を
び
ん
や
俵
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
置
い
た

だ
け
で
は
、
一
向
な

ん
の
役
に
も
立
た
な

い
。
必
ず
こ
れ
を
他

の
食
物
の
中
に
入
れ

て
、
初
め
て
塩
の
用

を
な
す
ご
と
く
、
キ

リ
ス
ト
の
兵
士
は
ま
た
必
ず
こ
の
忙
し
い
人
間
社
会
に
推
し
だ

し
て
、
め
い
め
い
身
分
相
応
の
職
業
を
営
み
、
そ
の
主
義
精
神

を
実
地
に
ふ
み
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
決
し
て
昔
の
仙
人
や
隠
者

の
よ
う
に
世
を
捨
て
、
又
は
世
か
ら
捨
て
ら
れ
て
用
な
き
人
間

と
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
（
第
三
）
塩
の
効
能
は
き
よ
め
る
事
、
腐
敗
を
と
め
る
事
、
又

は
大
根
で
も
、
ね
ぎ
で
も
芋
で
も
、
魚
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
物
の

中
に
は
い
っ
て
、
こ
れ
に
味
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
の

ご
と
く
私
共
は
そ
の
は
い
っ
て
行
く
世
の
中
の
罪
と
が
を
き
よ

め
、
又
風
俗
の
腐
敗
を
救
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
社
会
に
神
様
の

お
ぼ
し
召
し
を
行
い
、
そ
の
御
栄
え
を
あ
ら
わ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
中
略
）　

江
州
三
井
寺
の
境
内
に
、
弁
慶
も
ち
と
い
う
を
売
る
店

が
あ
り
、
久
し
い
以
前
、
あ
る
日
ひ
と
り
の
お
客
が
そ
の
店
に

腰
を
か
け
、
も
ち
を
く
い
な
が
ら
湖
水
の
け
し
き
を
な
が
め
て

お
る
と
、
そ
こ
へ
五
、六
人
の
学
生
が
ど
や
ど
や
と
は
い
っ
て
き

て
、
こ
れ
も
同
じ
く
一
さ
ら
二
さ
ら
ず
つ
右
の
弁
慶
も
ち
を
食

べ
、
や
が
て
め
い
め
い
ふ
と
こ
ろ
を
さ
ぐ
っ
て
、
そ
の
食
っ
た

だ
け
ず
つ
の
も
ち
代
を
、
そ
こ
へ
投
げ
出
し
て
帰
っ
て
行
っ
た

が
、
茶
屋
の
方
で
は
急
に
そ
の
お
か
ね
を
勘
定
し
よ
う
と
も
せ

ず
、
至
極
の
ん
気
な
風
に
か
ま
え
て
お
る
か
ら
、
前
の
お
客
は

い
ぶ
か
し
く
思
い
、「
あ
ん
な
に
若
い
学
生
が
勝
手
に
食
い
散
ら

し
た
上
、
か
ね
を
置
き
っ
放
し
で
帰
っ
た
の
で
は
、
ち
っ
と
は

間
違
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
ね
」
と
尋
ね
る
と
、
お
か
み
さ
ん

は
無
造
作
に
、「
な
あ
に
、
あ
れ
は
京
都
の
ヤ
ソ
の
書
生
さ
ん
で

す
か
ら
ね
」
と
言
っ
た
が
、
こ
の
返
事
を
聞
い
た
お
客
は
、
そ

の
時
始
め
て
キ
リ
ス
ト
の
教
が
人
を
感
化
す
る
力
の
、
そ
れ
ほ

ど
ま
で
大
い
な
る
こ
と
を
知
っ
て
、
ひ
ど
く
心
を
動
か
し
、
家

に
帰
っ
て
後
、
試
み
に
近
所
の
伝
道
者
を
尋
ね
て
信
仰
の
筋
道

を
聞
い
て
見
る
と
、
ま
す
ま
す
思
い
あ
た
る
所
が
あ
っ
た
ゆ
え
、

間
も
な
く
悔
い
改
め
て
熱
心
な
る
キ
リ
ス
ト
の
信
者
と
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
書
に
「
さ
ら
ば
食
う
に
も
、飲
む
に
も
、

何
事
を
な
す
に
も
、
す
べ
て
神
の
栄
え
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
せ

よ
」
と
は
こ
の
事
を
い
う
た
も
の
で
あ
る
。

を
聞
い
て
、
山
室
の
妻
、
機
恵
子
は
こ
う
言
っ
た
。

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
傷
を
受
け
た
こ
と

は
、
夫
に
と
っ
て
名
誉
で
す
。」

　
廃
娼
の
戦
い
は
続
い
た
が
、
つ
い
に
日
本
の
政

府
は
、女
性
が
自
由
意
志
で
廃
業
し
、遊
郭
を
離
れ

る
こ
と
が
で
き
る
法
律
を
定
め
た
。
何
千
人
も
の

女
性
が
自
由
の
身
と
な
り
、
救
世
軍
の
婦
人
保
護

ホ
ー
ム
で
世
話
を
受
け
る
者
も
い
た
。

　
山
室
の
多
く
の
仕
事
の
中
で
特
筆
す
べ
き
こ
と

は
、
彼
自
身
、
祈
り
に
身
を
献
げ
た
こ
と
と
、
聖

書
的
聖
潔
の
模
範
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
賀
川

山室を救世軍入隊の決意に導いた『救世軍 軍令及び軍律 兵士の巻』
 第二章「救いを維持する心得」第十項「他人の救い」 

（『
と
き
の
こ
え
』
二
〇
〇
三
年
五
月

十
五
日
　
第
二
四
〇
八
号
「
信
仰
の

英
雄
シ
リ
ー
ズ
」
を
基
に
編
集
）

豊
彦
は
山
室
の
生
涯
を
表
し
て

「
人
々
の
魂
を
熱
愛
し
た
」
と

述
べ
た
。
そ
の
愛
は
深
い
祈
り

の
生
活
か
ら
溢
れ
出
た
も
の
で

あ
っ
た
。
山
室
は
強
く
深
い
敬け

い

虔け
ん
な
祈
り
を
も
っ
て
日
本
を
愛

し
た
。
山
室
の
生
涯
は
、
同
胞

へ
の
犠
牲
的
奉
仕
に
費
や
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
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救世軍
The Salvation Army＠SArmyJP SArmy_JP

救世軍とは？ What is The Salvation Army?

　   心は神に　手は人に　Heart to God, Hand to Man

　救世軍は、英国ロンドンに国際本部を置き、世界 134 の
国で活動するプロテスタントのキリスト教会です。1865
年、英国のメソジスト教会の牧師ウイリアム・ブースと妻
カサリンによって始められ、東ロンドンのスラム街で、家
のない人々、アルコールの悪影響下にある人々、搾

さく
取
しゅ

され
る女性や子どもたちに助けの手を伸べつつ、神様の愛を伝
えてきました。
　日本では 1895（明治 28）年に英国から士官（伝道者）たち
が来日して、救世軍の働きが始まりました。日本人最初の
救世軍士官となったのは山室軍平です（2-3 ページ記事参照）。
その妻 機恵子は、廃

は い
娼
しょう

運動で救出された女性たちを保護す
るための「婦人救済所」の所長となり、女性たちの自立支

重点を置いています。マウイ島の人々、
そしてマウイ島を愛する世界中のす
べての人々にとって、今は悲惨な時で
すが、救世軍は、困っているすべての
人々のために支援をおこないます」と
述べています。
　救世軍は、地元の機関や非営利団体
と協力し、マウイ郡やアメリカ赤十字
社による避難所など 34 の拠点で、火
災から避難してきた人々に対し、8 月
23 日現在、153,997 食を提供しました。
現地の救世軍では、ホームページを通
じて支援活動のための寄付を募ってい
ます。Hawaii. SalvationArmy. org をご
覧ください。

〈カナダ〉北西部での山火事への対応
　カナダでは 8 月中旬、北西部のイエ
ローナイフやケロウナなど各所で大規
模な山火事が発生し、およそ 2 万人

〈米国〉ハワイ・マウイ島での山火事へ
の対応
　8 月 8 日にハワイ・マウイ島で発生
した山火事は大きな被害をもたらしま
した。救世軍の緊急支援チームは火災
の発生直後から、被災し避難している
人々への支援をおこなっています。火
災で町の大部分が焼け落ちてしまった
ラハイナでは、救世軍の小隊（教会に
あたる）の会館やバザー施設も全壊し
ました。小隊の責任者のケビン・ナガ
サキ特務はカフルイ小隊や避難所での
支援活動に携わっています。ハワイ・
太平洋諸島地域の救世軍の責任者トリ
マー少佐は、「建物はやがて再建される
でしょうが、今はマウイ島の人々への
食事の提供とともに、精神的なケアに

もの住民を対象に避難命令が出される
事態になりました。救世軍はイエロー
ナイフで消防の初期対応にあたる人々
に食事と水の提供をしました。ケロウ
ナやウェストケロウナの町では、自治
体及び州政府関係者、国際ロータリー
クラブ、ライオンズクラブ、地域の企
業と協力し、食事、避難場所、医療品
の提供をおこなっています。緊急支援
チームは、すべての避難者、また前線
で作業に当たる人々が安全に、食事や
飲料水を得ることができるよう支援を
続けています。（8 月 26 日現在）

援に力を尽くしまし
た。後には結核療養
所設立のための募金
に携わるなど、山室
と共に、神と人のために積極的に活動しました。
　現在、日本の救世軍では 2 つの婦人保護施設を運営し
ており、困難の中にある女性たちへの支援を続けています。
また 10 月 15 日は、救世軍では特別に女性の働きを心に留
め、祈り、海外支援のための「きずな献金」を献

ささ
げる日曜

日となっています。今年の献金は、シンガポール・マレー
シア・ミャンマー及びタイの救世軍がおこなう、ミャンマ
ーでの人身取引防止のための啓蒙活動に用いられます。

イエローナイフでの緊急支援

ウェストケロウナの支援拠点には
トルドー首相が訪れ励ました

婦人救済所（前列右から3人目が機恵子）

マウイ島　避難所での食事支援


