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今年の教区の目標

親
愛
な
る
姉
妹
、
兄
弟
の
皆
さ
ん
、

　
世
界
代
表
司
教
会
議
（
シ
ノ
ド
ス
）

第
十
六
回
通
常
総
会
の
第
一
会
期
が

閉
会
す
る
に
あ
た
り
、
皆
さ
ん
と
と

も
に
、
わ
た
し
た
ち
が
過
ご
し
て
き

た
、
素
晴
ら
し
く
豊
か
な
体
験
を
神

に
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た

し
た
ち
は
皆
さ
ん
と
の
深
い
交
わ
り

の
中
で
こ
の
祝
福
さ
れ
た
時
を
過
ご

し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
祈
り
に
支
え

ら
れ
、
皆
さ
ん
の
期
待
、
疑
問
、
そ

し
て
恐
れ
を
と
も
に
抱
い
て
き
ま
し

た
。
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
二
年
前

に
要
請
し
た
よ
う
に
、
耳
を
傾
け
識

別
す
る
、
長
い
歩
み
が
始
ま
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
神
の
民
に

開
か
れ
、
誰
一
人
排
除
さ
れ
る
こ
と

な
く
、聖
霊
の
導
き
の
も
と
、イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
従
う
宣
教
す
る
弟
子
と

し
て
「
と
も
に
旅
す
る
」
こ
と
へ
と

向
か
う
歩
み
で
す
。

　
九
月
三
十
日
か
ら
ロ
ー
マ
に
集

ま
っ
て
い
る
今
回
の
会
期
は
、
こ
の

歩
み
の
う
ち
、
一
つ
の
重
要
な
フ
ェ
ー

ズ
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
、
そ

れ
は
前
例
の
な
い
体
験
で
し
た
。
教

皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
招
き
に
よ
り
、

初
め
て
、
洗
礼
に
よ
る
こ
と
か
ら
男

女
が
招
待
さ
れ
、
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に

着
き
、
こ
の
シ
ノ
ド
ス
総
会
の
議
論

だ
け
で
な
く
、
投
票
プ
ロ
セ
ス
に
も

参
加
し
た
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
各

自
の
召
命
、
カ
リ
ス
マ
、
奉
仕
職
の

補
完
性
の
中
で
、
と
も
に
、
神
の
こ

と
ば
と
他
の
人
々
の
体
験
に
熱
心
に

耳
を
傾
け
ま
し
た
。
霊
に
お
け
る
対

話
を
用
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
謙
虚

に
、
各
大
陸
の
共
同
体
の
豊
か
さ
と

貧
し
さ
を
分
か
ち
合
い
、
聖
霊
が
今

日
の
教
会
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
識
別
し
よ
う
と
模
索
し
て
き

ま
し
た
。
こ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
は

ま
た
、
ラ
テ
ン
典
礼
教
会
の
伝
統
と

東
方
キ
リ
ス
ト
教
会
の
伝
統
と
の
相

互
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
経
験
し
ま
し
た
。
他
の
キ
リ
ス
ト

教
諸
派
や
教
会
共
同
体
か
ら
の
友
好

使
節
の
皆
さ
ん
の
参
加
に
よ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
の
議
論
は
深
く
豊
か
な

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　
本
総
会
は
、
危
機
的
状
況
に
あ
る

世
界
の
中
で
開
催
さ
れ
、
そ
の
傷
と

悲
惨
な
不
平
等
が
わ
た
し
た
ち
の
心

に
痛
切
に
響
き
、
と
く
に
、
戦
争
が

激
化
し
て
い
る
国
々
か
ら
参
加
し
た

人
た
ち
も
い
て
、
わ
た
し
た
ち
の
働

き
は
格
別
に
厳
粛
な
も
の
と
な
り
ま

し
た
。
貧
困
と
腐
敗
の
た
め
に
移
住

と
い
う
危
険
な
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
す
べ
て
の
人
々
を
忘
れ
る

こ
と
な
く
、
死
を
招
く
暴
力
の
犠
牲

者
の
た
め
に
祈
り
ま
し
た
。
わ
た
し

た
ち
は
、
正
義
と
平
和
を
築
く
た
め

に
活
動
し
て
い
る
世
界
中
の
女
性
と

男
性
と
と
も
に
、
連
帯
と
専
心
を
約

束
し
ま
し
た
。

　
教
皇
の
招
き
に
よ
り
、
わ
た
し
た

ち
は
、
互
い
に
耳
を
傾
け
合
い
、
自

分
た
ち
の
間
で
霊
に
お
け
る
交
わ
り

を
実
現
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
を
は

ぐ
く
む
た
め
に
、
多
く
の
時
間
を
沈

黙
の
た
め
に
費
や
し
ま
し
た
。
開
会

に
向
け
た
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
前

晩
の
祈
り
の
中
で
、
十
字
架
に
つ
け

ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
静
か
に
観
想
す

る
う
ち
に
、
一
致
へ
の
渇
き
が
い
か

に
増
し
て
く
る
か
を
体
験
し
ま
し
た
。

実
際
、
十
字
架
は
、
世
の
救
い
の
た

め
に
自
ら
を
さ
さ
げ
、
そ
の
弟
子
た

ち
を
お
ん
父
に
ゆ
だ
ね
、「
す
べ
て
の

人
を
一
つ
に
」（
ヨ
ハ
ネ
十
七
・
21
）

し
よ
う
と
さ
れ
た
方
の
、
唯
一
の
座

で
す
。
主
の
復
活
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
希
望
の
う
ち
に
固
く
結
ば
れ

た
わ
た
し
た
ち
は
、
大
地
と
貧
し
い

人
々
の
叫
び
が
ま
す
ま
す
切
迫
し
て

い
る
、
わ
た
し
た
ち
の
共
通
の
家
を

主
に
ゆ
だ
ね
ま
し
た
。
教
皇
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
が
、
今
回
の
働
き
の
始
ま
り

に
思
い
起
こ
さ
せ
た
と
お
り
で
す
。

「Laudate D
eum

!

（
神
を
讃
え
よ
）」。

　
日
々
わ
た
し
た
ち
は
、
司
牧
上
の
、

宣
教
の
た
め
の
回
心
に
向
け
て
、
切

迫
し
た
呼
び
か
け
を
感
じ
て
い
ま
し

た
。
と
い
う
の
も
、教
会
の
召
命
と
は
、

自
ら
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、

神
が
世
を
愛
す
、
そ
の
尽
き
る
こ
と

の
な
い
愛
（
ヨ
ハ
ネ
三
・
16
参
照
）

の
た
め
に
そ
の
召
命
を
据
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
福
音
を
告
げ
知
ら
せ
る

こ
と
だ
か
ら
で
す
。
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ

広
場
の
近
く
に
住
む
ホ
ー
ム
レ
ス
の

人
々
に
、
今
回
の
シ
ノ
ド
ス
に
際
し
て

教
会
に
期
待
す
る
こ
と
を
尋
ね
る
と
、

彼
ら
は
こ
う
答
え
ま
し
た
。「
愛
で

す
！
」。
教
皇
が
十
月
十
五
日
、
こ
の

総
会
の
半
ば
に
、
幼
い
イ
エ
ス
の
聖

テ
レ
ジ
ア
の
こ
と
ば
を
思
い
起
こ
し

た
よ
う
に
、
こ
の
愛
と
は
、
三
位
の

神
の
、
エ
ウ
カ
リ
ス
チ
ア
に
基
づ
く

愛
で
あ
り
、
教
会
の
燃
え
る
心
で
あ

り
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ

た
し
た
ち
が
体
験
し
た
よ
う
な
大
胆

さ
と
内
な
る
自
由
を
与
え
て
く
れ
る

の
は
「
信
頼
」
で
あ
り
、意
見
の
合
致
、

教皇フランシスコ

世
界
代
表
司
教
会
議　

世
界
代
表
司
教
会
議　

第
十
六
回
通
常
総
会

第
十
六
回
通
常
総
会

　
『
神
の
民
へ
の
手
紙
』

　
『
神
の
民
へ
の
手
紙
』

世
界
代
表
司
教
会
議　

第
十
六
回
通
常
総
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『
神
の
民
へ
の
手
紙
』
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違
い
、
願
い
、
疑
問
を
、
自
由
に
、

謙
虚
に
表
現
す
る
こ
と
を
躊
躇
す

る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
そ
し
て

現
在
は
、
と
い
う
と
。
二
〇
二
四

年
十
月
の
第
二
会
期
ま
で
の
数
カ

月
の
間
、「
シ
ノ
ド
ス
」
と
い
う
こ

と
ば
が
示
す
、
宣
教
の
た
め
の
交

わ
り
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
、
す
べ

て
の
人
が
具
体
的
に
参
加
で
き
る

よ
う
に
と
、
わ
た
し
た
ち
は
願
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
つ
い
て
で
は
な
く
、
使
徒
的
伝

統
に
根
ざ
し
た
体
験
に
つ
い
て
で

す
。
教
皇
が
今
回
の
歩
み
の
開
始

時
に
思
い
起
こ
し
た
よ
う
に
、「
交

わ
り
と
宣
教
は
、
一
人
ひ
と
り
と
、

す
べ
て
の
人
の
真
の
参
加
を
促
す
、

…
シ
ノ
ダ
リ
テ
ィ
の
具
体
性
を
表
す

教
会
実
践
を
育
て
な
い
限
り
、
な
に

か
抽
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
危
険

性
が
あ
り
ま
す
」（
二
〇
二
一
年
十
月

九
日
）。
多
様
な
課
題
と
数
多
く
の

疑
問
が
あ
り
ま
す
。
第
一
会
期
の
ま

と
め
と
な
る
報
告
書
で
は
、
到
達
し

た
合
意
点
を
明
記
し
、
未
解
決
の
問

題
点
を
強
調
し
、
今
後
作
業
が
進
め

ら
れ
る
方
法
を
示
し
て
い
き
ま
す
。

　
そ
の
識
別
を
進
め
る
た
め
に
は
、

教
会
は
絶
対
的
に
、
も
っ
と
も
貧
し

い
人
か
ら
始
め
て
、
す
べ
て
の
人
の

意
見
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
教
会
は
回
心

の
道
を
歩
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
は
賛
美
の
道
で
も
あ
り
ま
す
。

「
天
地
の
主
で
あ
る
父
よ
、
あ
な
た

を
ほ
め
た
た
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
知
恵
あ
る
者
や
賢
い
者
に

は
隠
し
て
、
幼
子
の
よ
う
な
者
に

お
示
し
に
な
り
ま
し
た
」（
ル
カ
十
・

21
）。
そ
れ
は
、
社
会
で
発
言
す
る

権
利
を
否
定
さ
れ
た
人
や
、
教
会

か
ら
さ
え
も
排
除
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
て
い
る
人
の
声
に
耳
を
傾
け

る
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
人

種
差
別
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
人
、

と
り
わ
け
、
い
く
つ
か
の
地
域
の
、

文
化
を
蔑
視
さ
れ
て
い
る
先
住
民

族
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
の

で
す
。
現
代
の
教
会
は
、
何
よ
り

も
、
回
心
の
精
神
を
も
っ
て
、
教

会
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
虐
待
の
被
害

者
と
な
っ
た
人
々
の
声
に
耳
を
傾

け
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
二
度
と

起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

具
体
的
に
、
組
織
と
し
て
取
り
組

む
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
教
会
は
ま
た
、
洗
礼
の
召
命
に

よ
っ
て
聖
性
へ
と
招
か
れ
た
、
女
性

と
男
性
、
す
べ
て
の
信
徒
の
声
に
耳

を
傾
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
多
く

の
状
況
の
中
で
最
初
に
福
音
を
告
げ

知
ら
せ
る
カ
テ
キ
ス
タ
の
あ
か
し
に

耳
を
傾
け
、
子
ど
も
た
ち
の
素
朴
さ

と
快
活
さ
、
青
年
の
情
熱
、
彼
ら
の

疑
問
と
願
い
に
耳
を
傾
け
、
高
齢
者

の
夢
、
知
恵
、
記
憶
に
耳
を
傾
け
る

必
要
が
あ
る
の
で
す
。
教
会
は
、
家

庭
の
声
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
教
育
に

関
す
る
心
配
に
耳
を
傾
け
、
家
庭
が

現
代
世
界
に
提
供
す
る
キ
リ
ス
ト
者

の
あ
か
し
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
教
会
は
、
信
徒
奉
仕
職
に

関
わ
り
、
識
別
と
意
思
決
定
の
仕
組

み
に
参
加
す
る
こ
と
を
望
む
人
々
の

声
を
歓
迎
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
シ
ノ
ド
ス
に
お
け
る
識
別
を
さ

ら
に
進
め
る
た
め
に
、
教
会
は
と

く
に
、
叙
階
さ
れ
た
聖
職
者
の
こ

と
ば
と
体
験
を
さ
ら
に
集
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
聖
職
者
と

は
つ
ま
り
、
司
教
の
主
要
な
協
力

者
で
あ
り
、
そ
の
秘
跡
に
関
す
る

奉
仕
職
は
教
会
全
体
の
生
活
の
た

め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
司
祭
、

ま
た
、
そ
の
奉
仕
職
を
通
し
て
、

も
っ
と
も
弱
い
人
々
に
対
す
る
教

会
全
体
が
提
供
す
る
ケ
ア
を
表
す

助
祭
で
す
。
教
会
は
ま
た
、
霊
の

招
き
の
注
意
深
い
見
張
り
役
で
あ

る
、
奉
献
生
活
者
の
預
言
者
的
な

声
に
よ
っ
て
自
ら
を
問
い
直
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
、

同
じ
信
仰
を
も
た
な
い
も
の
の
、

真
理
を
求
め
る
す
べ
て
の
人
、
そ

の
人
の
う
ち
で
「
復
活
の
神
秘
に

あ
ず
か
る
可
能
性
を
す
べ
て
の
人

に
提
供
す
る
」（『
現
代
世
界
憲
章
』

二
十
二
項
）
霊
が
現
存
し
働
い
て

い
る
人
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

  

「
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
世

界
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
矛
盾
の

中
に
あ
っ
て
も
愛
し
、
奉
仕
す
る

よ
う
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
世
界
に

お
い
て
、
教
会
は
そ
の
使
命
の
す

べ
て
の
分
野
に
お
け
る
協
力
を
強

化
し
て
い
く
よ
う
、
強
く
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
『
シ
ノ
ダ

リ
テ
ィ
』
の
歩
み
と
は
、
神
が
第

三
千
年
期
の
教
会
に
期
待
し
て
お

ら
れ
る
歩
み
な
の
で
す
」（
教
皇

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
『
世
界
代
表
司
教

会
議
設
立
五
十
周
年
記
念
式
典
に

お
け
る
演
説
』
二
〇
一
五 

年
十
月

十
七
日
）。
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
呼

び
か
け
に
応
え
る
こ
と
を
恐
れ
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
会
の
母

で
あ
る
マ
リ
ア
は
、
こ
の
旅
の
最

初
の
人
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の

巡
礼
に
同
伴
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　
喜
び
の
と
き
も
、
悲
し
み
の
と

き
も
、
マ
リ
ア
は
お
ん
子
を
指
し

示
し
、
信
頼
す
る
よ
う
招
い
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
こ
そ
、

わ
た
し
た
ち
の
唯
一
の
希
望
な
の

で
す
。

バ
チ
カ
ン
市 

　
　
二
〇
二
三
年
十
月
二
十
五
日

2023年2月11日（日）教区の日
◆感謝ミサ：午後2時より　◆祝賀会：午後3時30分～5時

※ウェイン司教から、修道誓願 75周年を迎えるペトロ神父様と、
   修道誓願 50周年を迎えるシスター上間への祝福と記念品贈呈が行われます。
※ウェイン司教から、金婚式を迎える方々への祝福と記念品贈呈が行われます。
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       Have you ever received a gift from your loved ones? I am sure we have all received gifts from our parents. 
When we receive a gift on a special occasion we are so anxious and impatient to unwrap the gift. And with that 
perspective, as a faithful Catholic have you ever reasoned out and realized the precious gifts that God gives 
us, especially the Sacraments and in particular the Sacrament of Reconciliation also known as Confession?
       My experience of being a priest in a confessional has enlightened me on several things. It is the most joyful, 
humbling and inspiring place in the world. If you could glance at it from my perspective, what I could see in every 
confessional you realize that, first of all, it is the costly mercy of God in action. In confession I see people who are 
discouraged, people who are wounded getting healed and restored, people who are lost yet being found. And I see 
people who are persevering, it doesn’t matter if it’s their third confession in a week or after a year or even if 
it’s after ten years. All that matters is that I see a child of God who has not given up, who is trying to grow in 
holiness. 
       It’s so inspiring and encouraging. It is not a place of failure or discouragement, rather a place of Victory. When 
someone comes for confession I remember the ONE who loves them and I see the person who has not given up.
       But in the recent past,  it’s discouraging and pitiful to notice that Christians who have been faithful followers 
are not making use of this precious gift. It is taken for granted and treated lightly. Some of the reasons as to why 
this incredible gift of Christ given to his Church is not being practiced, could be  a misunderstanding of what this 
sacrament really means such as doubting the authenticity of the sacrament and on the holiness of the priest or it 
could even be their own personal reasons. So I would like to shed some light on what this sacrament really is and 
how authentic it is from a biblical perspective and from the Teachings of the Fathers of the Church. 
       Sacrament of Reconciliation is not reporting to a police station but it’s repairing the broken relationship to a 
close friend Jesus Christ. Nobody is perfect but we know that we all try our best to grow in holiness because God 
said “…be holy, for I am your God am Holy” (Lev 11:45). No one is perfect so as to climb to heaven as we are. 
As St Paul said, “since all have sinned and fall short of the Glory of God (Rom 3:23), there is Good News that Jesus 
came to save the world and forgive our sins. “For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever 
believes in Him should not perish but have eternal life.” (Jn 3:16). God sent His only Son to save us so that we may 
not be separated from Him forever. By paying our entire debt on the cross Jesus pardoned us and healed us 
completely for free. It is not that we deserved it but God loves us. All we have to do is to say YES. Jesus continues 
to pardon us and forgive us when we confess our sins to each other. “Therefore confess your sins to one another, 
and pray for one another, that you may be healed” (Jam 5:16). If Jesus forgives us when we confess or apologize 
to one another then why should we confess to a Priest? We need to confess to a priest because they are the 
successors of the Apostles. Jesus before departing from the Apostles and ascending to heaven breathed on them, 
and said, “Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, 
they are retained” (Jn. 20:22-23).        
　He even authorized them to forgive the sins after having breathed on them. Wow! The Apostles could forgive 
sins. Remember that when Pharisees questioned Jesus when He said that He could forgive sins” the scribes and 
the Pharisees began to question, saying, “Who is this that speaks blasphemies? Who can forgive sins but God 
only?(Lk 5:21). They thought Jesus doesn’t have authority to forgive sins but God alone. They were mistaken 
because we know Jesus can forgive sins because He is God. “Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, before 
Abraham was, I am.” (Jn. 8:58) So if Apostles could forgive sins, are they gods? Mediator between God and men? 
Certainly not because there is only one God and there is only one mediator between God and men that is Jesus. 
“For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus’’ (1 Tim 2:5). So 
then the Apostles are the mouthpiece or the Ambassadors of Jesus. He sent them to the world with His authority. 
“Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you (Jn. 20:21). They had 
the full authority from Jesus and acted on His behalf. And each of the apostles passes on this authority as ministers 
and leaders appointed by Christ to other apostles. For example, the first things the Apostles did on the mission in 
the world were to replace Judas. They picked Matthias so that he could take the place of leadership (Acts 1:21-26). 
So the gift (Confession) that Christ handed to the Apostles is passed on to generations of apostles and priests. From 
the very beginning we can see this Confessional tradition in the Church through Church documents and writings 
of the Church fathers. “Confess your sins in church, and do not go up to your prayer with an evil conscience. This 
is the way of life. . . On the Lord’s Day gather together, break bread, and give thanks, after confessing your 
transgressions so that your sacrifice may be pure” (Didache 4:14, 14:1 [A.D. 70]). One of the great Church fathers 
Basil the great wrote in his rule, “It is necessary to confess our sins to those to whom the dispensation of God’s 
mysteries is entrusted. Those doing penance of old are found to have done it before the saints. It is written in the 
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Gospel that they confessed their sins to John the Baptist [Matt 3:6], but in Acts [19:18] they confessed to the 
apostles” (Rules Briefly Treated 288 [A.D. 374]). So after the Apostles, the Bishops and Priests continue this 
mission of Jesus to forgive sins. As Jesus promised, “…teaching them to observe all that I have commanded you; 
and lo, I am with you always, to the close of the age.”(Matt 28:20). So, going to the Sacrament of Reconciliation 
is our effort to grow in holiness and a step towards God who loves us unconditionally. All of this is possible because 
God has empowered His servants- the Bishops and priests to be at His service to forgive the sins of His people who 
turn to Him in contrition.
       As we approach the Lenten season, it’s time to open the free gifts of Christ, grace and forgiveness. As we 
confess our sins aloud to Christ’s representative, the priest, we overcome self-deception. It lifts burdens, relieves 
guilt, forgives sin, and sets us on a new path of spiritual journey. The priest, who acts in the person of Christ, says 
“I absolve you in the name of the Father, Son and Holy Spirit.” We need to hear this to be assured of forgiveness 
and love for us. As we receive His gift let us not forget to unwrap it and use it for our own salvation.

（4頁へ続く）
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NPO法人ぶどう園の会

訪問看護ステーション クララ

TEL&FAX：098-937-5001
住所　沖縄市泡瀬2丁目37-15
・基本受付　月曜日～金曜日（申込、相談など）

・営業時間　8：30～17：30
・営 業 日　24時間365日（緊急対応含む）

那覇教区平和委員会

問い合わせ　☎ 090-1949-6569（稲福）
カトリック那覇教区平和委員会

日 時 ： 2月25日（日）14：00～16：00
場 所 ： 安里カトリック教会
講 師 ： 前泊　博盛氏（沖縄国際大学教授）
演 題 ： 異次元の軍拡と沖縄
                       ～新たな“戦前”と自衛隊、米軍再編～

2月
例会

       Have you ever received a gift from your loved ones? I am sure we have all received gifts from our parents. 
When we receive a gift on a special occasion we are so anxious and impatient to unwrap the gift. And with that 
perspective, as a faithful Catholic have you ever reasoned out and realized the precious gifts that God gives 
us, especially the Sacraments and in particular the Sacrament of Reconciliation also known as Confession?
       My experience of being a priest in a confessional has enlightened me on several things. It is the most joyful, 
humbling and inspiring place in the world. If you could glance at it from my perspective, what I could see in every 
confessional you realize that, first of all, it is the costly mercy of God in action. In confession I see people who are 
discouraged, people who are wounded getting healed and restored, people who are lost yet being found. And I see 
people who are persevering, it doesn’t matter if it’s their third confession in a week or after a year or even if 
it’s after ten years. All that matters is that I see a child of God who has not given up, who is trying to grow in 
holiness. 
       It’s so inspiring and encouraging. It is not a place of failure or discouragement, rather a place of Victory. When 
someone comes for confession I remember the ONE who loves them and I see the person who has not given up.
       But in the recent past,  it’s discouraging and pitiful to notice that Christians who have been faithful followers 
are not making use of this precious gift. It is taken for granted and treated lightly. Some of the reasons as to why 
this incredible gift of Christ given to his Church is not being practiced, could be  a misunderstanding of what this 
sacrament really means such as doubting the authenticity of the sacrament and on the holiness of the priest or it 
could even be their own personal reasons. So I would like to shed some light on what this sacrament really is and 
how authentic it is from a biblical perspective and from the Teachings of the Fathers of the Church. 
       Sacrament of Reconciliation is not reporting to a police station but it’s repairing the broken relationship to a 
close friend Jesus Christ. Nobody is perfect but we know that we all try our best to grow in holiness because God 
said “…be holy, for I am your God am Holy” (Lev 11:45). No one is perfect so as to climb to heaven as we are. 
As St Paul said, “since all have sinned and fall short of the Glory of God (Rom 3:23), there is Good News that Jesus 
came to save the world and forgive our sins. “For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever 
believes in Him should not perish but have eternal life.” (Jn 3:16). God sent His only Son to save us so that we may 
not be separated from Him forever. By paying our entire debt on the cross Jesus pardoned us and healed us 
completely for free. It is not that we deserved it but God loves us. All we have to do is to say YES. Jesus continues 
to pardon us and forgive us when we confess our sins to each other. “Therefore confess your sins to one another, 
and pray for one another, that you may be healed” (Jam 5:16). If Jesus forgives us when we confess or apologize 
to one another then why should we confess to a Priest? We need to confess to a priest because they are the 
successors of the Apostles. Jesus before departing from the Apostles and ascending to heaven breathed on them, 
and said, “Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, 
they are retained” (Jn. 20:22-23).        
　He even authorized them to forgive the sins after having breathed on them. Wow! The Apostles could forgive 
sins. Remember that when Pharisees questioned Jesus when He said that He could forgive sins” the scribes and 
the Pharisees began to question, saying, “Who is this that speaks blasphemies? Who can forgive sins but God 
only?(Lk 5:21). They thought Jesus doesn’t have authority to forgive sins but God alone. They were mistaken 
because we know Jesus can forgive sins because He is God. “Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, before 
Abraham was, I am.” (Jn. 8:58) So if Apostles could forgive sins, are they gods? Mediator between God and men? 
Certainly not because there is only one God and there is only one mediator between God and men that is Jesus. 
“For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus’’ (1 Tim 2:5). So 
then the Apostles are the mouthpiece or the Ambassadors of Jesus. He sent them to the world with His authority. 
“Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you (Jn. 20:21). They had 
the full authority from Jesus and acted on His behalf. And each of the apostles passes on this authority as ministers 
and leaders appointed by Christ to other apostles. For example, the first things the Apostles did on the mission in 
the world were to replace Judas. They picked Matthias so that he could take the place of leadership (Acts 1:21-26). 
So the gift (Confession) that Christ handed to the Apostles is passed on to generations of apostles and priests. From 
the very beginning we can see this Confessional tradition in the Church through Church documents and writings 
of the Church fathers. “Confess your sins in church, and do not go up to your prayer with an evil conscience. This 
is the way of life. . . On the Lord’s Day gather together, break bread, and give thanks, after confessing your 
transgressions so that your sacrifice may be pure” (Didache 4:14, 14:1 [A.D. 70]). One of the great Church fathers 
Basil the great wrote in his rule, “It is necessary to confess our sins to those to whom the dispensation of God’s 
mysteries is entrusted. Those doing penance of old are found to have done it before the saints. It is written in the 

Gospel that they confessed their sins to John the Baptist [Matt 3:6], but in Acts [19:18] they confessed to the 
apostles” (Rules Briefly Treated 288 [A.D. 374]). So after the Apostles, the Bishops and Priests continue this 
mission of Jesus to forgive sins. As Jesus promised, “…teaching them to observe all that I have commanded you; 
and lo, I am with you always, to the close of the age.”(Matt 28:20). So, going to the Sacrament of Reconciliation 
is our effort to grow in holiness and a step towards God who loves us unconditionally. All of this is possible because 
God has empowered His servants- the Bishops and priests to be at His service to forgive the sins of His people who 
turn to Him in contrition.
       As we approach the Lenten season, it’s time to open the free gifts of Christ, grace and forgiveness. As we 
confess our sins aloud to Christ’s representative, the priest, we overcome self-deception. It lifts burdens, relieves 
guilt, forgives sin, and sets us on a new path of spiritual journey. The priest, who acts in the person of Christ, says 
“I absolve you in the name of the Father, Son and Holy Spirit.” We need to hear this to be assured of forgiveness 
and love for us. As we receive His gift let us not forget to unwrap it and use it for our own salvation.
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1.　報告及び連絡事項：司会はサニー神父が担当。

・ウェイン司教が初めの祈りを行って開式された。

・前回（12月会議）の報告を新田が行い、承認された。

・ウェイン司教から司教、司祭の休暇と研修による不在が報告された。

　リカルド神父、1月12日～27日、修道会総会のためフィリピンへ。

   ボスコ神父、1月3日～2月3日、休暇のためベトナムへ。

   マーシーさん、姪の結婚式のため、司式する押川司教と共にフィリピンへ。

　休暇等での不在時には、必ず緊急連絡先を他の司祭に依頼し、その決定を信徒に知らせてから出かけるよう、司教から

強く要請がなされた。

・12月30日に行われた子どもクリスマスパーティーについて、担当のブイ神父から報告が行われた。参加の子供46名

とお手伝いの大人たちも加わって、総勢80名余でごミサに与り、ゲームやBBQを楽しんだことが報告された。

・ウェイン司教から各小教区のクリスマスと新年のミサの報告が求められ、会議に参加した各教会の主任司祭と助祭から、

参加人数や行事内容等の報告が行われた。

・泡瀬教会を会場に行われた「県民クリスマス」の集いについて、担当のクレーバー神父から報告が行われた。23の教

派が集い、盛況のうちに行われたことが報告され、泡瀬の主任司祭と信徒たちの協力に感謝が述べられた。

・ウェイン司教から第2回臨時司教総会の報告が行われた。特にシノドスについては、賛成、反対いろいろな意見があ

るが、互いに先ず聴くこと、そして意見を述べ合うことが大切で、2024年10月の第二会期に向けての各教区の取り

組みついての要請があるので、今後の取り組みについては決まり次第伝えていくことが述べられた。

・教区立の聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会について、ウェイン司教から報告が行われた。総会で新しい

会長に Sr.アグネス宮城涼子が選出され、さらに4名の評議員も新たに選出されたことが報告された。

・2024年の教区目標については、『南の光明』誌の一面に掲載されたが、教区目標そのものがタイトルとされず、単なる「年

頭挨拶」と受け取られている。今後は記事のタイトルにも注意するよう促された。また、今回は英訳するには難しい

表現もあり、頭を悩ませたが解釈を加えて概ね発表した表現に落ち着いた経緯が報告された。

・サントニーニョ祭に向けて、ノベナの祈りが始まることがサニー神父からお知らせされた。

2．審議事項

・教皇フランシスコの自発教令『コンペテンチアス・クアスダム・デチェルネレ』に関連して、東方教会法典との一致を

目指してなされた教会法の改定であるが、地方教会への行政権の配分など、ローマと各地方教会との関係性の変更に

ついて言及されているので、その方向性を確認し、また聖職者の公的会への所属についての規定も改定されてので、

確認されるよう要請があった。

・「教区の日」は、2月11日（日）14:00から17:00｠安里教会にて開催することが確認された。例年通り生まれ年の祝い

と共に、金婚祝のお祝いを受ける人たちについては、夫婦共に健在で、基本的には当日参加ができる人を対象とする

よう要請が行われた。司祭ではペトロ神父がカプチン会入会75年周年の祝いに該当することが判明した。

・「6・23沖縄慰霊の日」について、今年は日曜日に当たるためどのようにするかが協議された。主日のミサを通常通り

各小教区で行い、その中で「沖縄慰霊の日」の意向を盛り込むこと。また、魂魄の塔での平和祈念・追悼集会への参

列を呼びかけること。そして、平和委員会が中心となって、希望者のみで例年通り朝6時に小禄教会でミサを行い、

ミサの後平和巡礼をスタートし、魂魄の塔にて平和祈念・追悼集会をすることが確認された。

・信徒の要望を受け、聖職者たちの氏名と顔写真を「南の光明」の復活祭の祝賀挨拶として掲載することが決められた。

4月号に掲載していく方向で準備を進めるので、2月中に各司祭・助祭の顔写真を担当の新田宛に送るよう要請が行わ

れた。

・1月のウェイン司教の予定が報告された。1月21日具志川教会10時のミサを主式、1月28日読谷教会11時のミサを主式。

・次回2月の司祭・助祭拡大会議は2月6日（火）、10時から教区センター（安里教会ホール）で行われる。

｠

2024年1月15日　承認：ウェイン・フランシス・バーント司教　記録：新田 選

2024年1月拡大司祭・助祭会議議事録
開催日時：2024年1月9日（火）10:00～12:00　於：教区センター　

｠会議の前に、マイケルの司式で聖体賛美式（ベネディクション）が行われた。
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聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル

記
念
日
を
祝
う

　
司
教
様
公
式
訪
問
　
　
　
　

愛
楽
園
教
会

　
例
年
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ

ル
記
念
日
は
十
二
月
三
日
と
決
ま
っ
て

い
ま
す
が
、
今
年
は
主
日
と
重
な
っ
て

お
り
、
特
別
に
十
二
月
一
日
に
日
を
移

し
て
、
司
教
様
司
式
の
も
と
、
マ
イ
ケ

ル
神
父
様
、
フ
ラ
ン
シ
ス

神
父
様
と
に
よ
っ
て
ご
ミ

サ
が
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
後
初
め
て
と
な

る
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
記
念

日
の
ご
ミ
サ
で
あ
り
、
多
く
の
方
か
ら

参
加
希
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

い
ま
だ
尾
を
引
く
影
響
を
考
慮
し
、
参

加
者
数
は
、
愛
楽
園
信
徒
四
名
を
含
む

十
数
名
に
留
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。
ご
ミ
サ
の
中
で
司
教
様
は
愛
楽
園

教
会
信
徒
に
向
か
っ
て
「
愛
楽
園
教
会

の
た
っ
た
数
人
の
人
の
祈
り
が
那
覇
教

区
を
助
け
て
い
る
の
で
す
」
と
お
話
に

な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
ミ
サ
後
は
、
司
教
様
を
囲
ん
で

お
弁
当
と
お
茶
菓
子
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
和
や
か
な
祝
賀
会
を
お
こ
な
い
ま

し
た
。
来
年
こ
そ
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

ザ
ビ
エ
ル
記
念
日
に
多
く
の
人
が
集
え

ま
す
よ
う
、
お
祈
り
致
し
ま
す
。

（
寺
田
道
明
通
信
員
）

県
民
ク
リ
ス
マ
ス

（
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
）　
　
　
　

泡
瀬
教
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
十
六
回
目
を
迎
え
た
今
回
は
私
の

所
属
し
て
い
る
泡
瀬
教
会
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
日
、
私
は
大
切
な
友
人

と
の
約
束
が
あ
り
ま
し
た
が
、
滅
多
に

な
い
機
会
な
の
で
こ
ち
ら
に
参
加
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
カ
ト
リ
ッ
ク
を
始
め
、
聖
公
会
、
ル

ー
テ
ル
教
会
、
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
、
日

本
キ
リ
ス
ト
教
団
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ

な
教
会
の
方
々
が
子
供
連
れ
や
九
十
四

歳
に
な
る
方
た
ち
ま
で
聖
堂
い
っ
ぱ
い

に
集
ま
り
ま
し
た
。
神
様
か
ら
の
タ
レ

ン
ト
を
活
か
し
、
素
晴
ら
し
い
歌
声
や

演
奏
を
披
露
し
て
く
だ
さ
り
、
感
動
の

あ
ま
り
涙
が
溢
れ
ま
し
た
。
毎
年
集
め

ら
れ
た
献
金
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ

に
寄
付
し
て
い
て
、
今
回
は
「
沖
縄
い

の
ち
の
電
話
」
と
「
普
天
間
や
ま
が
っ

こ
う
（
子
供
の
居
場
所
）」
に
贈
ら
れ
る

と
の
事
で
し
た
。
帰
る
途
中
も
喜
び
で

私
の
心
は
満
た
さ
れ
、
楽
し
く
帰
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
一
人
ひ
と
り
の
奉
仕
の
気
持
ち
が
こ

の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
盛
り

上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
成
功
に
導
か
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
神
に
感
謝
。

（
久
高
和
子
）

喜
び
の
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た

名
護
教
会

　
去
る
十
二
月
二
十
五
は
、
久
し
ぶ
り

に
主
の
降
誕
の
祝
賀
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
マ
イ
ケ
ル
神
父
様
の
ギ
タ
ー
演
奏

や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
信
徒
た
ち
が
世
界

の
国
々
の
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
を
披
露

し
た
り
、
名
護
の
信
徒
は
名
護
音
頭
や

民
謡
を
踊
っ
た
り
と
、
和
気
あ
い
あ
い

と
、
と
て
も
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま

し
た
。

　
ま
た
、
十
二
月
三
十
一
日
に
二
名
と

一
月
十
四
日
に
一
名
の
幼
児
洗
礼
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
ミ
サ
後
に
は
お
祝
い

の
茶
話
会
が
開
か
れ
、
名
護
教
会
の
家

族
が
増
え
た
こ
と
を
み
な
で
喜
び
祝
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
一
月
七
日
（
日
）
夕
方
六
時
か
ら
は
、

教
会
集
会
室
に
て
、
新
年
会
が
開
催
さ

れ
、
普
段
会
う
機
会
の
少
な
い
未
信
者

の
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
方
や
た
く
さ

ん
の
子
供
た
ち
も
参
加
し
、
神
父
様
と

と
も
に
新
年
を
祝
い
ま
し
た
。
三
線
の

弾
き
語
り
な
ど
も
あ
り
、
楽
し
い
ひ
と

と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　
仕
事
な
ど
で
な
か
な
か
ミ
サ
に
あ
ず

か
れ
な
い
信
徒
や
未
信
者
の
家
族
、
友

人
た
ち
が
、
年
の
初
め
に
教
会
に
集
い
、

神
父
様
と
交
わ
り
を
も
つ
こ
と
は
、
教

会
に
と
っ
て
特
別
な
こ
と
の
よ
う
に
感

じ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
交
流
に
よ
っ
て
、

た
く
さ
ん
の
方
と
教
会
と
の
つ
な
が
り

が
、
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
け
ま
す
よ

う
祈
り
ま
す
。（
渡
慶
次
純
栄
通
信
員
）

幼
児
洗
礼
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

名
護
教
会

　ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

　
　
　
　
　

  

保
良
勇
志
（
十
二
月
三
十
日
）

　セ
シ
リ
ア  

川
島
空
実
（
十
二
月
三
十
日
）

　ア
ン
ナ

　

  

池
間
瑠
璃
（
一
月
十
四
日
）
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我
が
子
達
の
初
聖
体
を

終
え
て

与
那
原
教
会

　
一
月
六
日
の
御
ミ
サ
に
て
、
石
垣
龍

人
さ
ん
・
福
治
郎
さ
ん
、
城
間
結
羽
さ

ん
、
城
間
百
恵
さ
ん
、
城
間
吉
永
さ
ん
、

丸
居
陽
人
さ
ん
・
丸
居
玄
季
さ
ん
の

七
名
が
初
聖
体
に
与
り
ま
し
た
。

　
勉
強
会
を
指
導
し
て
下
さ
っ
た
シ

ス
タ
ー
・
タ
オ
に
感
謝
す
る
と
共
に
、

与
那
原
教
会
の
皆
様
か
ら
も
沢
山
の

お
祝
い
の
言
葉
を
い
た
だ
き
、
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
勉
強
会

の
初
め
の
頃
は
、
元
気
が
良
す
ぎ
て
、

な
か
な
か
シ
ス
タ
ー
の
指
示
が
通
ら

な
い
こ
と
も
多
く
、
時
々
、「
神
様
が

今
の
様
子
を
見
て
い
た
ら
、
な
ん
と
言

う
と
思
う
？
」
な
ど
と
声
か
け
し
ま
し

た
が
、
自
分
達
が
子
供
の
時
は
も
っ

と
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う
な
ぁ
、
と
よ

く
覚
え
て
い
な
い
な
が
ら
も
、
多
分
、

多
く
の
方
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て

い
た
の
で
は
と
反
省
し
て
お
り
ま
し

た
。

　
勉
強
を
進
め
て
い
く
中
で
、
落
ち
着

い
て
話
が
聞
け
る
よ
う
に
な
り
、
信
仰

へ
の
理
解
も
深
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
娘
は
、「
パ
ン
は
何
の
た
め
に

も
ら
う
の
か
な
？
」
と
い
う
疑
問
を

持
ち
、
シ
ス
タ
ー
か
ら
「
イ
エ
ス
様

が
私
た
ち
を
愛
し
て
い
る
か
ら
、
プ

レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
い
た
だ
け
る
の
よ
」

と
教
え
て
い
た
だ
い
た
よ
う
で
す
。 

　
初
聖
体
を
受
け
る
子
供
た
ち
は
皆
、

「
あ
の
パ
ン
っ
て
ど
ん
な
味
が
す
る

の
？
」
と
か
「
あ
れ
っ
て
、
大
人
し
か

食
べ
ら
れ
な
い
の
？
」
と
か
、
あ
る
種

の
「
憧
れ
」
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
娘
は
、「
パ
ン
は
あ
ま
り

味
が
し
な
く
て
、
思
っ
て
い
た
の
と
違

い
ま
し
た
」
と
い
う
感
想
で
し
た
が
、

こ
れ
か
ら
、
祈
り
を
重
ね
て
い
く
中
で

「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
と
「
こ
れ
を
私
の

証
と
し
て
行
い
な
さ
い
」
の
意
味
を

噛
み
し
め
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
原
稿
を
書
く
た
め
に
娘
と
話

を
し
て
い
て
、「
あ
ー
、
イ
エ
ス
様
を

食
べ
て
、
自
分
の
中
に
入
れ
る
っ
て

い
う
こ
と
？
」
と
い
う
言
葉
に
出
会

い
ま
し
た
。

　
イ
エ
ス
様
の
お
体
を
い
た
だ
く
と

い
う
ご
聖
体
の
神
秘
性
に
つ
い
て
、
こ

れ
ほ
ど
的
を
射
た
言
葉
は
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
主
イ
エ
ス
に
従
う
も
の

と
し
て
、
赦
し
の
秘
跡
と
毎
週
の
聖

体
拝
領
に
与
り
、
信
仰
を
深
め
て
い

く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
子
供
た
ち
が
、

そ
の
入
口
に
立
て
た
こ
と
に
大
き
な

喜
び
を
感
じ
、
ま
た
、
導
い
て
下
さ

っ
た
与
那
原
教
会
の
皆
様
に
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
自
身
、
与
那
原
教
会
の
皆
様
に
育

て
て
い
た
だ
い
て
、
大
変
良
か
っ
た
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
我
が
子
達
も
皆
様

の
愛
情
を
受
け
て
ス
ク
ス
ク
と
育
ち
、

信
仰
へ
の
道
を
深
め
て
い
く
こ
と
が

で
き
ま
す
よ
う
に
。（
城
間
吉
主
） 

イ
エ
ス
さ
ま
と
共
に

　
新
し
い
年
に
向
か
っ
て

宮
古
島
平
良
教
会

　
二
〇
二
四
年
一
月
七
日
（
日
）
子

ど
も
会
の
新
年
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
二
歳
児
か
ら
高
校
生
ま
で

の
十
三
名
も
集
い
、
楽
し
い
時
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
感
謝
で
い
っ
ぱ
い

で
す
。

　
最
初
に
「
主
の
ご
公
現
の
祭
日
」

の
ご
ミ
サ
で
、
現
在
の
能
登
半
島
の

地
震
や
争
っ
て
い
る
国
と
国
で
苦
し

ん
で
い
る
人
た
ち
の
為
に
イ
エ
ス
様

の
愛
と
平
和
の
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。

　
退
堂
後
は
馬
小
屋
を
囲
み
、
粗
末

な
馬
小
屋
で
誕
生
な
さ
っ
た
イ
エ
ス

様
の
事
を
思
い
な
が
ら
、
物
質
的
に

貧
し
く
さ
れ
た
世
界
の
子
ど
も
た
ち

に
必
要
な
恵
み
を
与
え
て
く
だ
さ
い

と
願
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
子
ど
も

た
ち
が
大
好
き
な
「
よ
う
こ
そ
イ
エ

ズ
ス
さ
ま
」
の
歌
、「
あ
な
た
が
う
ま

れ
た
よ
ろ
こ
び
を
う
た
い
ま
し
ょ
う
」

を
声
を
合
わ
せ
歌
っ
た
の
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
幸
い
良
い
天
気
に
恵
ま

れ
た
の
で
広
い
庭
で
汗
を
流
し
、
元

気
よ
く
飛
び
跳
ね
動
き
回
る
こ
と
が

で
き
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
の
後
は
、
ホ
ー
ル
で
絵
本
を

読
ん
だ
り
、
か
る
た
会
を
子
ど
も
グ

ル
ー
プ
、
大
人
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、

ど
っ
ち
が
勝
つ
か
笑
い
な
が
ら
楽
し

く
過
ご
し
ま
し
た
。 

　

　
次
々
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
す
す
み

最
後
は
お
や
つ
の
美
味
し
い
ハ
ン
バ

ー
グ
を
食
し
、
体
も
心
も
元
気
な
子

ど
も
た
ち
は
、
記
念
の
カ
ー
ド
を
い

た
だ
き
、
楽
し
か
っ
た
新
年
会
も
終

わ
り
を
告
げ
た
の
で
す
。

　
こ
の
新
年
会
は
、
神
父
さ
ま
、
シ

ス
タ
ー
方
、
担
当
の
島
尻
さ
ん
、
保

護
者
の
（
今
回
十
二
名
）
方
々
、
そ

し
て
教
会
の
皆
さ
ん
の
惜
し
み
な
い

協
力
の
も
と
に
実
現
し
ま
し
た
。
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
た
く
さ
ん
の

感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。 

　

　
そ
れ
こ
そ
シ
ノ
ド
ス
（
共
に
歩
む
）

の
精
神
を
生
き
た
ひ
と
と
き
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
共
に
協
力
し
な
が
ら
シ

ノ
ド
ス
の
心
で
日
々
の
生
活
を
活
か

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
生
き
て
行

き
た
い
も
の
で
す
。

 

（
編
集
子 

か
さ
ね
）
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♦ 名護教会

　セシリア 具志堅敏子 様

　2023年12月27日帰天　享年91歳

♦ 与那原教会 　　

　ミカエラ 金城サエ子 様

　2023年12月28日帰天　享年79歳

♦ 開南教会

　マルコ 佐久川政和 様

　2024年1月10日帰天　享年81歳

♦ 小禄教会

　レオ 晏存鳥風 様

　2024年1月19日帰天　享年83歳

　私たちは故人とご遺族の意向

を最優先に考えます。何でもご

相談下さい。

那覇市首里鳥堀町4-57-3

TEL&FAX:098-885-8205

http://w1.nirai.ne.jp/yasurai

E-mail:yasurai@nirai.ne.jp

カリタス沖縄の活動報告
「ゆいまーるの会」と「カリタス沖縄のクリスマス合同子供支援」12 月 23 日（土）午後２時 ~ ５時までカリタス沖縄のメンバ

ーは、ゆいまーるの会と合同で那覇市安里一区自治会の活動場所で「クリスマス子供及び家族支援」に参加しました。安里八幡宮
内の建物で、双方のボランティア老若男女が約 20 名集まりました。私たちは、カリタス沖縄の寄付金でお菓子を購入し、与那原
の修道院で作って頂いたクッキーと合わせて、80 袋を持っていきました。その中の 10 袋はボランティアの学生たちに分けました。

集まったプレゼント用品の協力者は名護 ~ 那覇近郊の各地に及び、お米、味噌、野菜、缶詰、レトルト食品、飲み物、赤ちゃん用品、
袋詰めクリスマスのお菓子や箱入りケーキ、子供服、新品の子供靴や靴下と手袋等が山盛り集まって手慣れたボランティアの皆さ
んに教えてもらいながら順路に従って並べて配りました。一人当たり３点を選ぶ事が出来る生活用品は、赤ちゃんも入れた人数な
ので選ぶ大人も子供も迷いながらも、次々に手提げ袋いっぱいに入れ込んで持てない程でした。入口では、中が混雑しないように
ゆっくり案内する人、中では荷物入れを手助けする人、出口では山盛りの荷物の詰め替え作業や運び出しを手助けする人等が実に
素晴らしく動き、驚きました。クリスマスプレゼントを、神宮の一角で行っている不思議さ、沖縄の北部から南部までの人々から
寄せ集められた品々、それを配置して配る人、小中高生や大学生や社会人の様々な人々と共に働き皆が喜び幸せになる。イエス様
がお生まれになったクリスマスとは何と素晴らしいんでしょう！喜ぶ人と共に喜び、苦しむ人と共に苦しむ。ボランティアの方々
から教えてもらいました。“ 私たちは微力でも、無力ではない “ 私は ” いつも目には見えなくても神様がいつも私たちを見ておられ
ると思っています ” と、実感と感謝を込めて伝えています。カリタス沖縄の私たちは、これからも社会に出て行き、隣人と共に歩
んで行きたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カリタス沖縄ボランティア　 開南教会　瑞慶山美登里　
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