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人
は
自
己
の
存
在
を
、
普
遍
性
と
永
遠

性
に
触
れ
る
も
の
と
理
解
し
た
と
き
、
神

と
い
う
存
在
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
自
己
を

認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、

す
べ
て
が
「
見
え
な
い
も
の
」
と
関
わ
る

こ
と
も
知
り
ま
し
た
。「
見
え
な
い
も
の
」

と
は
究
極
的
な
時
空
を
超
え
る
無
限
と
永

遠
の
存
在
で
あ
る
こ
と
も
知
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

こ
こ
で
、
人
は
、
あ
ら
た
め
て
、「
見
え

な
い
も
の
」
が
自
己
の
存
在
の
根
拠
と
し

て
の
意
義
を
持
つ
こ
と
を
理
解
し
、
そ
の

「
見
え
な
い
も
の
」
へ
の
接
近
を
も
っ
て
、

人
の
存
在
の
意
義
と
意
味
を
捜
し
求
め
る

旅
に
出
発
す
る
の
で
す
。
見
え
な
い
も
の

を
捜
し
求
め
る
旅
で
す
。
こ
の
旅
こ
そ
が

人
の
生
き
る
姿
で
あ
り
、
死
に
向
か
う
人

の
普
遍
的
な
旅
の
姿
と
理
解
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。 

「
神
を
見
る
」（Tha Vision of G

od

）

こ
と
こ
そ
が
、
人
の
存
在
の
根
底
に
あ
っ

て
そ
の
存
在
自
身
を
支
え
る
こ
と
を
知
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
は
人
が
感
じ
取
っ
て
い

る
こ
の
世
界
に
お
け
る
限
界
か
ら
の
解
放

の
旅
で
し
た
。（
こ
の
解
放
の
旅
を
共
に
す

る
人
た
ち
の
協
働
の
行
為
を
「
礼
拝
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
） 

 

目
に
見
え
る
も
の
は
人
に
と
っ
て
限
界

の
表
象
で
あ
る
一
方
に
お
い
て
、
目
に
見

え
な
い
も
の
こ
そ
が
そ
の
限
界
を
超
え
る

存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

聖
書
の
民
は
、
こ
の
「
人
の
旅
」
を
協

働
の
食
事
に
お
い
て
表
現
し
、
感
じ
取
ろ

う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
取
り
分
け
、

食
べ
る
こ
と
が
人
の
い
き
る
こ
と
の
最
も

端
的
な
象
徴
と
捉
え
た
か
ら
で
す
。 

こ
こ
で
言
う
根
源
的
な
営
み
と
は
、
人

が
知
る
限
界
を
、
時
空
を
超
え
て
捉
え
る

こ
と
と
言
う
べ
き
で

し
ょ
う
。
人
は
、
誰

で
も
、
他
者
の
存
在

の
中
に
、
自
己
の
存

在
に
お
け
る
と
同
様

に
、「
目
に
見
え
な
い

も
の
」
が
潜
ん
で
い

る
こ
と
を
示
し
た
の

で
す
。 

他
者
と
食
事
と
杯

を
分
か
ち
合
う
こ
と
、

そ
し
て
他
者
の
足
を

洗
う
と
い
う
行
為
に

よ
っ
て
す
べ
て
の
人

が
普
遍
的
で
永
遠
的
な
存
在
の
様
態
、
す

な
わ
ち
永
遠
的
秩
序
の
中
に
在
る
こ
と
を

示
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
の
あ

ら
ゆ
る
体
験
、
生
き
る
姿
と
死
ぬ
姿
に
お

い
て
、
全
く
一
つ
の
、
誰
に
と
っ
て
も
全

く
同
様
の
存
在
の
態
様
に
向
き
合
っ
て
い

る
現
実
の
表
現
で
し
た
。 

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
晩
餐
の
席
上
、

こ
の
よ
う
に
し
て
人
の
生
と
死
の
普
遍
性

と
永
遠
性
を
現
実
と
し
て
示
し
た
の
で
す
。 

そ
し
て
、
人
は
そ
の
よ
う
な
食
事
の
席
、

す
な
わ
ち
普
遍
性
と
永
遠
性
を
内
包
し
て

い
る
食
事
に
お
い
て
、
そ
の
根
源
で
あ
る

神
を
見
る
と
い
う
行
為
を
実
現
さ
れ
た
の

で
す
。 

一
つ
の
食
卓
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
と

食
物
と
飲
み
物
を
分
か
ち
合
い
、
互
い
に

足
を
洗
う
と
い
う
行
為
が
、
神
を
見
る
こ

と
と
直
結
す
る
と
教
え
ら
れ
た
の
で
す
。 

こ
う
し
て
、「
最
後
の
晩
餐
」
す
な
わ
ち

「
主
の
晩
餐
」
に
参
加
す
る
こ
と
が
、
神

を
見
る
、
見
え
な
い
も
の
を
見
る
と
い
う
、

限
界
の
中
に
在
る
も
の
が
限
界
を
超
え
た

も
の
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
、
人
に
と
っ

て
、
人
が
生
き
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
を
最

も
根
源
的
に
示
す
場
に
自
己
を
置
く
こ
と

と
教
え
ら
れ
た
の
で
す
。 

そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
す
べ
て
の
人
を
支

配
す
る
限
界
か
ら
の
解
放
に
他
な
り
ま
せ

ん
。
キ
リ
ス
ト
教
会
の
民
が
、
今
、
絶
え

ず
行
い
続
け
て
い
る
「
聖
餐
式
」
と
は
、

ま
さ
に
こ
の
主
の
晩
餐
で
あ
り
ま
す
。
あ

ら
ゆ
る
限
界
か
ら
の
解
放
の
表
象
で
す
。

人
は
、
こ
の
時
と
場
に
お
い
て
、「
見
え
な

い
も
の
」
、
そ
の
根
源
で
あ
る
「
神
」
と
出

心
の
準
備
も
な
い
ま
ま
に
、
イ
ー
ス
タ

ー
が
竹
内
司
祭
の
ア
グ
ネ
ス
教
会
で
の

最
後
の
聖
餐
式
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
馬
込
便
り
編
集
委
員
た
ち
が
シ
リ
ー

ズ
で
お
願
い
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
の
礼

拝
」
は
前
半
の
二
回
目
を
お
届
け
し
た
ば

か
り
で
す
。 

す
で
に
竹
内
司
祭
よ
り
は
今
回
に
続

き
「
聖
餐
式
と
い
う
集
会
」「
個
々
の
役

割
と
そ
の
責
任
」
な
ど
皆
様
と
是
非
共
有

し
た
い
大
切
な
内
容
の
も
の
を
受
け
取

っ
て
お
り
ま
す
。 

馬
込
便
り
編
集
委
員
は
小
冊
子
と
し

て
こ
の
後
の
部
分
を
編
集
し
な
お
し
て

皆
様
に
お
届
け
し
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
皆
様
の
身
近
に
置
い
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
編
集
・
印
刷
作
業
を
行
っ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
し
ば
ら

く
お
待
ち
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
理
解

く
だ
さ
い
。 

■ キリスト教会の礼拝 ■ 
司祭 バルトロマイ 竹内謙太郎 

『キリスト教会とは何か ②』 
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会
い
ま
す
。 

そ
れ
は
同
時
に
、
人
が
す
べ
て
の
人
と

共
有
す
る
普
遍
的
で
永
遠
的
な
生
と
死
の

現
実
、
そ
れ
は
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が

具
体
的
に
示
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の

現
実
と
向
き
合
う
と
き
で
も
あ
り
ま
す
。 

そ
の
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
、

自
己
の
存
在
を
確
認
し
、
同
時
に
す
べ
て

を
共
有
す
る
他
者
と
出
会
う
の
で
す
。（
こ

の
具
体
的
な
機
会
を
礼
拝
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
そ
し
て
共
通
の
普
遍
性
を
持
っ
た
時

が
教
会
暦
で
す
）。 

そ
の
故
に
、
聖
餐
式
は
日
々
変
化
す
る

人
の
姿
を
、
生
と
死
と
い
う
座
標
軸
に
お

い
て
確
認
し
続
け
る
協
働
の
行
為
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
そ
の
様
に
し
て
参
加
す
る

す
べ
て
の
人
た
ち
が
全
く
共
通
の
課
題
と

方
向
性
を
持
つ
故
に
、
一
つ
の
聖
餐
式
と

い
う
機
会
は
、
参
加
者
の
協
働
の
行
為
と

呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
、
ま
さ
に
、
こ

の
行
為
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
人
の
意
思

の
働
き
な
の
で
す
。
す
べ
て
の
人
の
協
働

の
行
為
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 こ

の
行
為
の
中
心
に
存
在
す
る
の
が
、

見
え
な
い
も
の
に
直
面
さ
せ
よ
う
と
す
る

神
の
働
き
で
あ
る
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

そ
の
も
の
な
の
で
す
。 

人
は
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
共
に
聖

餐
式
と
い
う
普
遍
性
と
永
遠
性
を
そ
の
本

質
と
す
る
行
為
、
限
界
か
ら
の
解
放
、
完

全
な
自
由
に
お
い
て
初
め
て
神
と
い
う

「
目
に
見
え
な
い

も
の
」
と
の
対
面

を
果
た
す
の
で
す
。

そ
れ
は
同
時
に
、

人
そ
れ
自
身
と
の

出
会
い
で
も
あ
る

の
で
す
。 

そ
の
故
に
、
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
と
は
、

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
人
格
と
そ

の
生
涯
の
出
来
事
を
通
し
て
表
現
さ
れ
た

（
目
に
み
え
な
い
も
の
）
を
「
目
に
見
え

る
も
の
」と
し
た
神
の
働
き
（
神
の
恵
み
）

と
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
と
申
し
ま
し
ょ

う
。
（
完
） 

 

＜巻頭言より＞ 

またその精神を受け継いだ教会は、共同体内においては、互いに

声に傾聴しながら対話することや交わることを大事にし、共同体外に向

けては、人々を‘歓待(ホスピタリティ：hospitality)’、‘傾聴’、‘執り成

しの祈り’を挙げてキリストに結ばれたものの生き方についての理解を

深め、最後に人々と関わることについての具体的な実践を提案すること

とする。 
西欧化された個人主義世界に生きている現代人にとって、人々と関わ

ることはどういうことなのか。西欧の産業社会は、性関係以外には他人

を必要とすることも頼ることもなく、自力と自負心を持つ自律的な個人

になることを理想とし㊟、 理念化された個人主義は、国境を越えてあら

ゆる文化と精神に浸透され、近代を貫き世界を支配してきた。ところが、

個人主義と自己中心性という理想は、人々の間に疎外や愛情欠乏を招き、

人格や関係性の崩壊などを負の遺産として世に与えたと指摘されてい

る。とは言え、未だに個人主義と自己中心性が価値のある理念として猛

威を奮っている状況の中、西欧の価値と文化から多大なる影響を受けて

いるキリスト者は、人々と関わることをどのように理解する必要がある

のか。 
㊟Albert Nolan『今日のイエス：根本的な自由の霊性』ユ・ゾンオン訳(ブンド出版

社、2011)、p.33. 
バルトロマイ 

竹内 謙太郎 司祭 

（2018/3/27 イースター） 


