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い
い
塩あ

ん

梅ば
い

で
す
か
？西

村　
和
江

　
も
し
二
月
に
「
お
花
見
の
季

節
に
な
り
ま
し
た
ね
！
」
と
言

う
と
、「
ま
だ
桜
は
咲
い
て
い
ま

せ
ん
よ
」
と
言
わ
れ
そ
う
で
す

が
、
お
花
見
の
由
来
が
奈
良
時

代
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
か
つ

て
は
梅
の
花
見
を
楽
し
ん
で
い

た
と
い
う
説
を
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
？　
空
気
の
澄
ん
だ
こ
の

季
節
に
、
皆
さ
ん
も
甘
酸
っ
ぱ

く
香
る
梅
の
花
見
に
出
か
け
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
わ
た
し
の
父
方
の
故ふ

る

郷さ
とは
、

和
歌
山
県
の
み
な
べ
町
と
い
う

所
で
、
日
本
一
の
梅
の
里
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
梅
干
し

は
欠
か
せ
な
い
健
康
食
と
し
て

多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
青
梅
に
は
毒
が
あ
る
と

い
う
話
は
最
近
に
な
っ
て
知
り

ま
し
た
。
未
熟
な
果
実
や
種
の

中
心
部
分
に
天
然
の
シ
ア
ン
化

合
物
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

生
で
食
べ
る
と
体
調
を
崩
す
と

い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
完

熟
の
梅
を
塩
に
つ
け
て
、
梅
干

し
と
し
て
加
工
さ
れ
る
と
、
免

疫
力
向
上
、抗
ア
レ
ル
ギ
ー
、消

化
促
進
な
ど
の
他
に
も
様
々
な

効
果
が
期
待
さ
れ
る
健
康
食
品

に
な
る
の
で
す
か
ら
、
不
思
議

で
す
。「
梅
は
そ
の
日
の
難
の
が

れ
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
古
く

か
ら
薬
の
代
わ
り
に
食
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
は

先
人
た
ち
の
知
恵
と
歴
史
が
刻

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま

す
。

　
物
事
の
調
子
や
具
合
を
表
し

た
り
、
ほ
ど
よ
く
物
事
に
対
応

す
る
と
い
う
意
味
で
使
う
「
塩あ

ん

梅ば
い

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
も
バ
ラ

ン
ス
や
加
減
と
い
う
も
の
は
と

て
も
重
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
が
、
聖
書
の
中
に
も
こ
の

よ
う
な
教
え
が
あ
り
ま
す
。

　
「
塩
は
良
い
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
塩
に
塩し
お

気け

が
な
く
な

れ
ば
、
あ
な
た
が
た
は
何
に

よ
っ
て
塩
に
味
を
付
け
る
の

か
。
自
分
自
身
の
内
に
塩
を

持
ち
な
さ
い
。
そ
し
て
、
互

い
に
平
和
に
過
ご
し
な
さ

い
。」（
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
9

章
50
節
）

　
塩
は
防
腐
と
味
付
け
の
役
割

を
果
た
し
ま
す
が
、「
自
分
自
身

の
内
に
塩
を
持
つ
」
と
い
う
こ

と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
に
も
腐

ら
ず
、
し
っ
か
り
と
品
位
を
保

つ
と
い
う
教
え
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。
ま
た
塩
を
持
つ
こ
と
で
、

他
者
を
腐
ら
せ
ず
、
周
り
の
人

に
も
良
い
感
化
と
も
言
え
る
風

味
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
互

い
が
平
和
に
過
ご
す
こ
と
を
実

現
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
あ
る
人
が
、
自
分
の
周
り
で

起
き
る
理
不
尽
な
こ
と
に
い
つ

も
不
満
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

自
分
は
間
違
っ
て
い
な
い
の
に

す
ぐ
に
責
め
ら
れ
、
間
違
っ
て

い
る
と
思
う
人
が
優
遇
さ
れ
て

い
る
と
言
う
の
で
す
。
あ
る
時

こ
の
人
の
不
満
が
爆
発
し
、
つ

い
に
相
手
に
対
し
て
暴
言
を
吐

い
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
も

し
本
当
に
理
不
尽
な
こ
と
が
ま

か
り
通
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
は
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
で
す
。け
れ
ど
も
、そ

の
方
法
と
し
て
相
手
を
傷
つ
け

る
言
葉
を
放は

な
っ
て
し
ま
っ
た
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
正
し
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
聖
書
で
は
、

　
「
い
つ
も
、
塩
で
味
付
け
さ

れ
た
快
い
言
葉
で
語
り
な
さ

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
人
一

人
に
ど
う
答
え
る
べ
き
か
が

分
か
る
で
し
ょ
う
。」（
コ
ロ
サ

イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
4
章
6
節
）

と
教
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の

口
か
ら
出
る
言
葉
が
し
ょ
っ
ぱ

過
ぎ
た
ら
、
と
て
も
対
話
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
何
事
も
「
い
い

塩
梅
」
で
あ
る
こ
と
が
人
と
の

間
を
平
和
に
保
つ
こ
と
に
つ
な

が
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
気
分
が
晴
れ
な
い
時
も
あ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
高
ぶ
る
気
持

ち
を
抑
え
る
こ
と
が
難
し
い
瞬

間
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
時
に
こ
そ
、
神
様
が
聖

書
の
言
葉
を
通
し
て
あ
な
た
を

守
っ
て
く
だ
さ
り
、
心
も
体
も

平
和
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ま
す

よ
う
に
。（救

世
軍
士
官
〔
伝
道
者
〕）
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救
世
軍
の
小
隊
（
教
会
に
あ
た
る
）
に
は
年
齢
も
人
生
経
験

も
様
々
な
人
が
集
い
、
神
様
を
礼
拝
し
、
互
い
の
交
流
を
楽

し
ん
で
い
ま
す
。
広
島
市
南
区
、
比
治
山
の
傍
に
あ
る
救
世

軍
広
島
小
隊
に
属
す
る
筒
井
さ
ん
に
、
小
隊
士
官
（
牧
師
）

が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
信
仰
の
歩
み
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

御
み

言
こ と

葉
ば

は
　　わが足のともしび

筒井　恵子 さん
　　　　（救世軍広島小隊所属）

＊
1

出身の八幡小隊召天者合同記念会に出席（2024年11月、一列目左端）

―
広
島
小
隊
で
毎
週
日
曜
日
に

会
食
の
準
備
を
し
て
く
だ
さ
り

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
毎

回
、
手
の
込
ん
だ
お
か
ず
で
す
。

筒
井　
毎
週
日
曜
日
、
聖
別
会

に
出
席
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
は

遠
い
所
か
ら
来
て
い
る
の
で
、

自
宅
に
帰
っ
て
か
ら
の
食
事
で

は
時
間
が
遅
く
な
り
ま
す
。
外

食
す
れ
ば
お
金
も
か
か
り
ま
す

し
、
外
食
す
る
よ
り
は
、
せ
っ

か
く
小
隊
ま
で
来
ら
れ
た
の
で

す
か
ら
、
礼
拝
だ
け
で
帰
る
よ

り
一
緒
に
食
事
し
た
ほ
う
が
よ

い
と
思
う
の
で
す
。
一
人
暮
ら

し
の
人
が
多
い
か
ら
大
切
な
交

流
の
時
間
に
も
な
り
ま
す
。

　
普
段
一
人
で
は
食
べ
な
い
よ

う
な
も
の
を
添
え
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
原
価
が
安
く
新
鮮

な
地じ

物も
の
の
野
菜
で
味
を
工
夫
し
、

動
物
性
よ
り
植
物
性
た
ん
ぱ
く

質
な
ど
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
の

良
い
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
私

は
救
世
軍
の
信
徒
の
家
庭
に
育

ち
ま
し
た
が
、
い
つ
も
お
客
が

来
て
い
ま
し
た
。
家
族
は
そ
の

お
客
を
迎
え
、
家
に
あ
る
も
の

で
も
て
な
し
て
い
た
の
で
、
自

然
と
私
も
そ
う
い
う
も
の
だ
と

―
お
母
様
が
ご
病
気
で
は
大
変

で
し
た
ね
。

筒
井　
私
は
満
州
の
大
連
で
生

ま
れ
ま
し
た
が
、
母
の
病
気
の

た
め
に
日
本
に
戻
さ
れ
、
祖
父

と
祖
母
が
育
て
て
く
れ
ま
し
た
。

二
年
五
カ
月
後
ま
た
満
州
に

戻
っ
て
、
昭
和
二
十
二
年
に
再

び
日
本
に
戻
り
、
二
十
三
年
に

小
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。
私

は
不
思
議
と
、
大
変
だ
と
思
っ

た
こ
と
は
な
く
、
そ
う
い
う
も

の
だ
と
自
然
に
思
っ
て
い
ま
し

た
。
で
も
よ
く
よ
く
家
の
手
伝

い
は
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
小
学
校
に
行
く
前
に
は
、
ヤ

ギ
三
頭
の
ロ
ー
プ
を
引
っ
張
っ

て
草
の
あ
る
所
に
繋
ぎ
、
母
の

便
器
を
片
付
け
て
か
ら
登
校

す
る
と
い
う
毎
日
で
し
た
。
近

所
の
人
が
ヤ
ギ
の
乳
を
欲
し
い

と
い
う
の
で
、
私
は
そ
れ
を
小

学
校
三
年
の
頃
に
は
配
達
し
て

い
ま
し
た
。
母
ヤ
ギ
が
子
を
出

産
し
た
後
の
乳
は
、
沸
騰
さ
せ

る
と
ま
る
で
カ
ッ
テ
ー
ジ
チ
ー

ズ
の
よ
う
で
し
た
。
私
は
子
ど

も
な
が
ら
神
様
の
な
さ
る
業わ

ざ
は

す
ご
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

ち
ゃ
ん
と
子
ど
も
の
た
め
に
栄

養
あ
る
も
の
に
変
化
さ
せ
る
ん

だ
と
思
い
ま
し
た
ね
。

　

母
は
長
い
間
カ
リ
エ
ス
を

患わ
ず
ら

っ
て
い
て
、
私
は
そ
ば
で
着

せ
替
え
人
形
を
し
て
遊
ん
で
い

た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。母
は
、祖

思
っ
て
育
ち
ま
し
た
。

―
筒
井
さ
ん
は
北
九
州
・
八
幡

の
ご
出
身
で
す
ね
。

筒
井　
は
い
、
祖
父
の
吉
村
勘

蔵
は
八
幡
小
隊
の
下
士
官
（
役

員
）
で
、
の
ち
名
誉
会
計
と
な

り
ま
し
た
。
熱
心
な
信
仰
者
で

し
た
。
東
京
の
救
世
軍
本
営（
本

部
）か
ら
特
別
伝
道
集
会
の
説
教

者
や
、救
世
軍
士
官
学
校
（
神
学

校
）候
補
生
の
訓
練
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
で
来
ら
れ
た
方
々
を
、
我
が

家や

に
お
泊
め
す
る
の
が
常
で
し

た
。
集
会
が
終
わ
っ
て
か
ら
家

に
招
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
救

霊
会
（
伝
道
集
会
）
が
終
わ
っ
て

か
ら
、
夜
中
の
十
一
時
過
ぎ
に

な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
の

で
す
が
、
小
学
生
な
が
ら
も
そ

の
雰
囲
気
が
と
て
も
楽
し
み
で

し
た
。

　

朝
食
は
、
母
が
病
弱
で
伏

せ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
祖

母
が
用
意
し
て
い
ま
し
た
。
家

で
飼
っ
て
い
た
鶏
の
卵
、
ヤ
ギ

の
乳
、
畑
の
野
菜
な
ど
を
見
つ

く
ろ
っ
て
食
卓
を
調と

と
のえ
て
い
た

の
は
、
今
の
私
の
奉
仕
に
も
繋つ

な

が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

母
か
ら
『
婦
人
之
友
』
を
手
渡

さ
れ
よ
く
読
ん
で
い
て
家
計
簿

も
つ
け
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に

洋
裁
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
寝

た
ま
ま
で
、
私
に
洋
服
を
縫
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
私

は
、『
婦
人
之
友
』
愛
読
者
三
代

目
に
な
り
ま
す
。

　
私
が
高
校
三
年
生
の
時
に
、

母
は
少
し
良
く
な
っ
て
、
初
め

て
運
動
会
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。

嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　
短
大
で
は
、
寮
生
活
の
人
も

多
く
、
夏
休
み
な
ど
帰
省
し
な

い
友
を
家
に
連
れ
て
き
ま
し
た
。

母
も
家
事
な
ど
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
の
で
、
気
軽
に

声
を
か
け
て
家
に
呼
び
ま
し
た
。
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そ
の
一
人
は
、
今
、
金
沢
で
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
を
築
い
て

い
ま
す
が
、
食
前
の
祈
り
に
感

動
を
受
け
た
と
言
い
ま
す
。

　
卒
業
後
就
職
し
ま
し
た
が
、

母
が
ま
た
手
術
と
な
っ
た
た
め

退
職
し
、
面
倒
を
見
な
が
ら
洋

裁
の
勉
強
を
し
ま
し
た
。

―
筒
井
さ
ん
が
信
仰
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
で
し
た
か
。

筒
井　
大
人
に
な
っ
て
か
ら
信

仰
の
回
心
と
い
う
よ
う
な
劇
的

な
転
機
は
な
い
の
で
す
が
、
子

ど
も
の
頃
か
ら
、
周
り
の
大
人

の
様
子
を
見
聞
き
し
な
が
ら
自

然
に
育
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
祖
母
が
、
八
幡
小
隊
信
徒
の

長
見
貞
子
さ
ん
を
通
し
、『
と
き

の
こ
え
』
と
出
合
い
、
そ
れ
を

祖
父
に
も
読
む
よ
う
勧
め
て
い

ま
し
た
。

　
「
私
が
愈い

よ

々い
よ

行
き
づ
ま
り
を

生
じ
何
と
か
新
し
く
道
を
開

か
ね
ば
と
思
い
続
け
て
い
る
と

き
、
常
に
家
内
が
す
す
め
て
い

た
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を
思
い

つ
い
た
。
先ま

ず
神
を
信
ず
る
信

仰
に
よ
り
新
し
く
自
分
の
行
く

道
を
開
く
べ
き
で
あ
る
と
決
意

し
た
」
と
、『
み
言
葉
は
わ
が
足

の
と
も
し
び
』
と
い
う
吉
村
名

誉
会
計
（
祖
父
）
の
追
想
集
に
書

い
て
あ
り
ま
す
が
、
祖
父
が
救

世
軍
に
行
き
劇
的
な
回
心
を
し

て
か
ら
、
家
族
に
も
地
域
に
も

感
化
と
い
う
か
変
化
が
起
こ
り

ま
し
た
。

　
日
曜
日
に
は
、
だ
い
た
い
祖

父
、父
と
三
人
で
、電
車
や
バ
ス

で
小
隊
に
通
い
ま
し
た
。
同
級

生
は
何
の
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ

ん
か
ら
、
毎
週
家
族
で
の
お
出

か
け
を
、
う
ら
や
ま
し
く
思
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
私
は
そ
こ

で
お
こ
な
わ
れ
る
日
曜
学
校
の

暗
唱
聖
句
を
覚
え
る
の
が
大
変

で
、
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
父
は
青
少
年
部

曹
長（
責
任
者
）で
し
た
の
で
、日

曜
学
校
を
手
伝
い
、
ま
た
、
長

年
、
集
会
の
看
板
も
書
い
て
い

ま
し
た
。

　
祖
父
は
、
間
借
り
を
し
て
い

た
求
道
者
の
家
族
の
た
め
に
、

家
の
隣
の
小
屋
を
廃
材
を
用
い

て
改
造
し
て
住
ま
わ
せ
る
な
ど
、

次
々
と
借
家
を
増
や
し
て
い
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
は
町
内
の
女

性
の
た
め
の
集
会
を
し
て
、
礼

拝
の
あ
と
に
手
芸
を
し
た
り
、

平
日
に
は
子
ど
も
集
会
を
し
て
、

私
も
出
席
し
て
い
ま
し
た
。
ク

リ
ス
マ
ス
集
会
は
我
が
家
で
お

こ
な
い
、
町
内
の
子
ど
も
さ
ん

た
ち
を
招
い
て
い
ま
し
た
。

　
子
ど
も
の
頃
か
ら
、
人
が
家

に
集
ま
っ
て
集
会
を
し
、
そ
し

て
一
緒
に
ご
飯
を
食
べ
て
、
手

芸
を
す
る
な
ど
し
て
い
た
の
で
、

信
仰
は
体
の
中
に
し
み
つ
い
て

い
っ
た
と
い
う
感
じ
で
す
。

―
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
信
仰
生
活

の
土
台
が
培つ
ち
かわ
れ
て
き
た
の
で

す
ね
。

筒
井　
は
い
、
苦
し
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が

苦
し
み
だ
け
で
終
わ
る
こ
と
は

な
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
し

た
。
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
一

二
章
一
一
節
に
あ
る
御み

言こ
と

葉ば

の

と
お
り
で
す
。

　
「
お
よ
そ
鍛た
ん

錬れ
ん

と
い
う
も

の
は
、
当
座
は
喜
ば
し
い
も

の
で
は
な
く
、
悲
し
い
も
の

と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
後あ
と

に
な
る
と
そ
れ
で
鍛き
た

え
上
げ

ら
れ
た
人
々
に
、
義
と
い
う

平
和
に
満
ち
た
実
を
結
ば
せ

る
の
で
す
。」

今
で
は
、
自
分
に
は
辛
抱
す
る

養
い
を
受
け
る
期
間
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
に
覚

え
た
暗
唱
聖
句
が
、
時
々
、
頭

の
中
に
ス
ー
ッ
と
湧わ

い
て
く
る

こ
と
が
あ
り
、
支
え
ら
れ
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。

　
長
続
き
し
て
い
る
友
達
を
大

事
に
し
て
、
還
暦
と
喜
寿
に
は
、

御
言
葉
を
添
え
て
誕
生
カ
ー
ド

や
ハガ
キ
を
送
っ
て
い
ま
す
。「
い

つ
も
喜
ん
で
い
な
さ
い
。 

絶
え

ず
祈
り
な
さ
い
。 
ど
ん
な
こ
と

に
も
感
謝
し
な
さ
い
」（
テ
サ
ロニ

ケ
の
信
徒
への
手
紙
一　
5
章
16
～

18
節
）
の
聖
句
を
読
ん
で
、キ
リ

ス
ト
教
は
い
い
ね
、と
喜
ん
で
く

れ
て
い
ま
す
。自
分
に
感
じ
る
こ

と
は
、
人
も
感
じ
て
い
る
と
思

い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
送
り

続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自

分
だ
け
で
は
な
く
人
を
も
励
ま

す
御
言
葉
に
、
す
べ
て
の
こ
と

に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

―
そ
う
い
え
ば
、「
友
の
会
生
活

時
間
し
ら
べ
」
と
い
う
の
も
他

の
人
へ
の
関
わ
り
で
す
か
？

筒
井　
こ
れ
は
五
年
に
一
度
、

「
生
活
時
間
し
ら
べ
」
で
自
分
の

生
活
を
見
直
す
も
の
で
す
。

　
夫
の
転
勤
で
広
島
に
来
て
、一

九
八
二
年
一
月
一
一
日
に
友
の

会
に
入
会
し
ま
し
た
。『
婦
人
之

友
』
を
読
ん
で
は
い
ま
し
た
が
、

実
際
に
活
動
に
加
わ
り
な
が
ら
、

衣
食
住
な
ど
具
体
的
に
学
ん
で

き
ま
し
た
。「
友
の
会
生
活
時

間
し
ら
べ
」
は
、
一
週
間
を
ど

の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
を
十

四
項
目
に
分
け
て
記
録
し
ま
す
。

一
週
間
の
う
ち
に
知
ら
ず
し
て

何
か
を
し
て
い
る
の
で
す
け
れ

ど
、
過
去
を
振
り
返
り
調
べ
ま

す
。
自
分
の
た
め
に
、ま
た
他
の

人
の
こ
と
を
覚
え
て
ど
の
く
ら

い
時
間
を
使
っ
て
い
る
か
を
自

覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
二
〇
二
三
年
五
月
二
十
一
日

か
ら
、
両
股
関
節
の
入
院
手
術

を
し
、
リ
ハビ
リ
は
百
日
で
し

た
。
そ
れ
ま
で
痛
み
に
耐
え
て

い
た
の
が
ウ
ソ
の
よ
う
に
良
く

な
っ
て
、動
く
こ
と
が
す
ご
く
楽

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の

与
え
ら
れ
た
時
間
は
、
少
し
で

も
神
様
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
た
め
に
も
他
の
人
と
繋
が

り
を
も
っ
て
い
け
る
よ
う
に
と

願
っ
て
い
ま
す
。

―
小
隊
で
も
様
々
な
奉
仕
を
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

筒
井　
そ
ん
な
に
大
層
な
こ
と

を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

自
分
の
で
き
る
こ
と
を
無
理
な

く
自
然
に
喜
ん
で
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

誕
生
カ
ー
ド
を
準
備
す
る
こ
と

も
、
昼
食
会
の
準
備
を
す
る
こ

と
も
、
私
の
生
活
の
流
れ
の
中

か
ら
、
自
然
に
生
ま
れ
て
く
る

こ
と
で
す
。

―
お
子
さ
ん
方
も
救
世
軍
に
つ

な
が
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

筒
井　
長
女
は
広
島
で
家
庭
を

も
ち
、
二
人
の
子
ど
も
を
育
て

な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

長
男
も
結
婚
し
岐
阜
に
住
ん
で

仕
事
を
し
て
い
て
、
名
古
屋
小

隊
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
二
人

と
も
今
の
時
を
生
か
し
て
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
と
祈
っ
て
い
ま

す
。

―
た
く
さ
ん
の
お
話
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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左のQRコードから、
今月の『キッズ・ゴ
スペル』を閲覧でき
ます！　聖書のお話
も動画で見られます。
ぜひ、ご覧ください！

☆『キッズ・ゴスペル』コーナー☆
　　　（子ども向け紙面）

〈バングラデシュ〉
　救世軍万国本営（国際本部）のエド
ワード・ヒル中将（参謀総長）夫妻は
2024 年 12 月 11 日～ 13 日、バング
ラデシュ軍国を訪問しました。夫妻は、
首都ダッカのミルプールで、結核とハ
ンセン病の患者のケアをしている地域

〈日本〉社会鍋へのご協力ありがとうご
ざいました
　昨年末、各地の救世軍で社会鍋募金

（街頭募金）がおこなわれました。皆様の
ご協力に心から感謝いたします。寄せ
られた尊いご献金は、作業所や施設へ
の支援、災害時の緊急支援活動、街頭
生活者支援、子ども食堂の実施、刑務
所訪問などのために用いられます。

●子ども食堂の実施
　東京・錦糸町の救世軍では月に一
度、子ども食堂「マナ」を開催してい
ます。昨年 12 月 6 日はお弁当と、地
域の方々から寄贈された、たくさんの
食品が並び、保護者の皆さんと子ども
たちは思い思いに品物を選んでいまし

支援プロジェクトを視察し、スタッフ
やボランティアの人々と懇談の時をも
ちました。また、救世軍のフェアト
レードブランド「O

ア ザ ー ズ

thers」に携わる女
性の自助グループのメンバーと懇談し、

「Others」の商品製作がどれほど彼女
とその家族に前向きな影響を与えてい
るか、という経験を聞きました。
　12 月 13 日の任官任命式では、6 人
の候補生（神学生）が士官（伝道者）と
して正式に任官されました。バングラデ
シュでの救世軍の活動がこれからも力
強く進められるよう祈る時となりました。

〈万国本営〉世界メソジスト協議会との連携
　2024 年 12 月 13 日～ 15 日、英国
ケンブリッジのウェスレーハウスで、救
世軍と世界メソジスト協議会（WMC） 
は、「現代に奉仕し、使命を果たすため
に、私の全力を尽くして主の御

み

心
こころ

をおこ
なうように」というテーマで対話の時を
もちました。2011 年のレポート「ミッ
ションにおける協力」を基に対話が進め
られ、それぞれの最近の動向、及び将来
の計画を共有し、前回の対話以来の世
界情勢の変化、どのようにお互いから学
び、協力して奉仕できるか、などについ
て検討しました。

候補生と挨拶するヒル中将（右）

た。お菓子のクリスマスプレゼントも
ありました。ボランティアの高校生や
他のキリスト教会の方々と共に活動す
ることができました。この活動のため
にも社会鍋募金が活用されています。

お渡しした品物の一部

「Others」の製作者たちと

　救世軍は、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、国際
本部は英国ロンドンにあります。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困難な生
活状況にある人々に助けの手を伸べつつ、神様の愛を伝えてきました。初期は

「キリスト教伝道会」という名称でしたが、1878 年、ブースはじめ指導者たち
は、「我々は、キリストの福音を常に宣

の

べ伝える軍隊“T
ザ

he S
サ ル ベ ー シ ョ ン

alvation A
ア ー ミ ー

rmy”で
ある」というインスピレーションを受け、日本語で「救世軍」と訳されるこの名
称が生まれました。それに伴い、聖書のテモテへの手紙二 2 章 3 節に「キリス
ト・イエスの立派な兵士として……」とあるように、社会悪と闘い、人々の魂を
救うための迅

じん

速
そく

な行動に最も適したものとして、軍隊流の組織をとるようになり
ました。日本では、1895（明治 28）年に英国から士官（伝道者）が派遣されて活
動が始まり、現在に至っています。

救世軍とは？ What is The Salvation Army?

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

東京・銀座で


