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を

前
に

し
て

誰
が
正
し
い

も
の

で

あ

り
え
る

か
、

神
の

偉
大
さ
か

ら
す
れ

ば
、

ヨ

ブ

は

高
慢
の

罪
を
犯
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

れ
故、

神
の

ヨ

ブ

に

対
す
る

行

為
は

決
し
て

不
正
義
で

は

な
く、

正

し
い

罰
で

あ
る
。

し
か

し、

こ

の

解

釈
は
正
義
を
未
だ
に

人
間
的
な
次
元
で

考
え
て

い

る

に
過
ぎ

な
い

。

注
意

深
く

見
る
な
ら
、

神
の

計
り
知
れ
な
い

偉
大
さ
が
提
示
さ
れ

る

と

同
時
に、

神
は
善
悪
の

適
正
な
対
応
関
係
と

い

う
正

義
を
遥
か
に

超

え
て

し
ま
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

従
っ

て、

仮
に

ヨ

ブ
が

本
当
に

義
人
で

あ
っ

た
と
し

て

も
、

善

悪
の

彼
方
に

あ
る

神
に
向
か
っ

て

義
を
訴
え
て

も

無
意
味
で

あ
る

。

　
で

は
、

ヨ

ブ

の

痛
み

は

如
何
に

癒
さ
れ
る

の

か
。

そ

れ

は
、

痛
み

を
人

間
の

善
悪
の

次
元
で

捉
え
る

の

で

は

な
く、

善
悪
を
超
え
た

神
の

全
き

偉

大
さ

の

う
ち
に
見
る

こ

と

に
よ

り、

痛
み

を

罰
で

は

な

く
試
練
と

し
て

受

容
す
る
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

受
容
に
よ
っ

て

痛
み

自
身
に

意
味
が

あ
り、

そ
の

先
に

希
望
が
輝
き
見
え
る
の

で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

イ
エ

ス

の

受
難

が
無
意
味
で

は
な
い

よ

う
に

。

「

障
害
」

の

キ

リ
ス

ト

教
的
意
味

寺

　
戸

　
淳
　
子

　

本
発

表
で

は
、

一

九

六
〇

年
代
以

降
の

カ

ト

リ
ッ

ク
世

界
に

お

け
る

「

知
的
障
害
者
（
と
健
常
者
と
の

関
係
）

」

を
め

ぐ
る

言
説
を

分
析
し
な
が

ら
、

そ
れ

ら
が

同

時
代
の

社
会
に

対
し

て

ど

の

よ

う
な
批

判
を

投
げ
か

け、

異
な
る

価
値
を

提
示
し
よ

う
と
し

て

い

る

の

か
を

考
察
す
る．．

そ
の

た

め

に

以

下
の

組
織
・

著
述
家
を

取
り
上

げ
る

。

．
 
一

九
五

〇

年
代
以
降

の

歴

代
教
皇
の

発
言、

特
に

パ

ウ
ロ

六
世
と
ヨ

ハ

ネ
・

パ

ウ
ロ

ニ

世
の

言

説、

 
一

九

六
〇

年
代
か

ら

カ

ト
リ
ッ

ク
教
会
世
界
で

知
的
障
害

児
を
と

り
ま
く
状

況
改
善
の

努
力
を
重
ね
て

き
た

、

〈

障

害
が

あ
る
人
々

の

た

め

の

キ

リ
ス

ト

教

事
務

局
〉

創
設
者
マ

リ
ー
・

エ

レ

ー

ヌ
・

マ

チ
ュ

ー
、

〈
ラ

ル

シ
ュ

共
同
体
〉

創
設
者
ジ
ャ

ン

・

ヴ
ァ

ニ

エ
、

お

よ
び

彼
ら

の

活

動
に

影
響
を

与
え、

あ
る

い

は
そ
の

活
動
か
ら

影
響
を

与
え
ら
れ
た

聖
職

者
た

ち、

そ
し
て
比
較
の

た

め
に

 
非
欧

米
世

界
に

お
け
る

障
害
者
の

社

会
的
位
置
づ

け
と

彼
ら
を

取
り
巻
く

価
値
の

世

界
の

人

類
学
的
研
究

、

今

後
の

展
開
の

手
が
か
り
と

し
て

 
ジ
ャ

ン
・

ヴ
ァ

ニ

エ

と
ジ
ユ

リ

ア
．

ク

リ

ス

テ

ヴ
ァ

の

往
復
書

簡
。

　

教
皇
メ
ッ

セ

ー
ジ
の

テ

ー

マ

は
、

時
代
と

共
に

変
化
し
て

き
た
。

二

十

世
紀
半
ば
に

は
、

個
々

人
の

苦
し

み

が

キ

リ

ス

ト

の

十

字
架
上

の

贖
い

の

苦
し

み

に

類
比
さ
れ

、

苦
し

み

を

捧
げ
る

と
い

う
意
義
が

述
べ

ら
れ
て

い

た

が
、

六
〇

年
代
に

は

苦
し

む

人
々

の

社
会
統
合
の

理

想
が

そ
れ
に
と
っ

て

代
わ

り
、

ヨ

ハ

ネ
・

パ

ウ

ロ

ニ

世
の

メ

ッ

セ

ー

ジ
で

は
、

苦
し
む
者
が

も
つ

「

他
者
や

社
会
に

呼
び

か

け
る

力
」

が
説
か
れ

る

よ

う
に
な
る

。

そ

こ

で

は

「

苦
し

み
」

が

救
い

へ

の

道
を
開
く
と
い

う
理

念
が

示
さ
れ、

ま

た
そ
の

語
り
方
に

は
、

苦
し
む

こ

と
と

苦
し
み
に

寄
り
添
う
行
為
に

言
及

す
る

と

き、

個
別
の

事
例
を

出
さ
ず、

キ

リ
ス

ト
と

マ

リ
ア

に

代
表
さ
せ

る
と

い

う
特
徴
が
あ
る

。

　

こ

れ
に
対
し、

マ

チ
ュ

ー

と

ヴ
ァ

ニ

エ

の

言
説
に
は

、

体
験
談
が
曲

豆

富

で

固
有
名
詞
が

頻
出
す
る
と

い

う
こ

と
の

他
に、

以
下
の

特
徴
が
あ
る

。

ま

ず、

「

苦
し
み

の

聖
化
」

を
否

定
し

、

苦
し
み
の

軽
減
に

向
か

う
行

為

こ

そ
必
要．
だ

と

説
か

れ
る

が
、

そ
の

行

為
が
「

与
え
る
」

の

で

は

な

く

「

受
け
取
る
」

こ

と

で

あ
る

点
に、
「

利
他

性
」

を
核
心
と

捉
え
る

議
論
と
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は

異
な

る

特
徴
が
あ
る

。

さ
ら

に

ヴ
ァ

ニ

エ

は
、

「

私
た

ち
と
は

違
う
存

在
」

へ

の

恐
怖
と
い

う
テ

ー

マ

を
展
開
し

、

知
的
な
障
害
の

な
い

者
た
ち

が、

自
分
と
は
ま
っ

た

く
異
な
る
存
在
だ

と

思
っ

て

い

た

障
害
の

あ
る

人

た

ち
に

よ
っ

て
、

自

分
自

身
の

内

な
る

貧
し

さ
・

傷
つ

き
や

す

さ
・

弱

さ
．

傷
を
暴
か
れ、

そ
れ
を
受
け
入
れ、

そ
の

の

ち
他
者
の

傷
を

受
け
入

れ
ら

れ
る

よ

う
に

な
る

こ

と

で
、

異
な
る

人
々

が
と

も
に

居
よ

う
と

す
る

「

場
所
」

が
生

ま
れ
る

と

述
べ

る
。

ま
た

、

障
害
の

あ
る

人

た
ち
の

「

貧

し

さ
」

が

十
字
架
上

の

受
難
の

キ

リ
ス

ト

の

貧
し
さ

に

類
比
さ

れ

る

が
、

そ

の

意
義
は

次
の

二

点
に
ま
と

め

ら
れ

る
。

第
一

に
、

貧
し
さ

が

「

他
者

に

よ
っ

て

剥
奪
さ

れ

た

状
態
」

と

し
て

想
起
さ
れ

る

こ

と
で
、

そ

れ

が

個

体
の

抱
え
る

問
題
で

は

な
く
他
者
と
の

関
わ

り
の

結
果
と
い

う
意

味
を

帯

び
る

。

第
二

に
、

キ

リ
ス

ト
と

結
び
つ

く
こ

と

で、

「

苦
し

み
」

か

ら

「

苦
し

む

者
」

へ

視
点
が
移
行
し、

「

苦
し
み

や

死
が

あ
る
」

の

で

は
な

く

「

苦
し
む

誰
か
が
い

る
」

の

だ
と
い

う
こ

と、

苦
し
み
や
死
は

必
ず
「

誰

か
の
」

苦
し
み

や
死
な
の

だ
と

い

う
こ

と

が
明
示
さ
れ
る

。

こ

こ

か
ら、

キ
リ

ス

ト

や
マ

リ
ア

は、

「

具
体
的
な

苦
し

む
人、

亡

く
な
っ

た

人
」

と

「

そ
の

人
の

傍
に

寄
り

添
う
人
」

を

普
遍
化
す
る
一

者
と

し
て

、

教
皇
メ

ッ

セ

ー

ジ

に

姿
を
現
し
て

い

た

の

だ
と

考
え
ら
れ
る。

こ

れ

は
、

「

私
事
」

を
い

か
に

語
り
共
有
す
る
の

か

と

い

う、

現
在
の

欧
米
型

社
会
に

お
け
る

問
題
に

通
じ

て

い

る
。

　

非
欧

米
社

会
に

お
け
る

障
害
者
の

位
置
づ

け
の

人
類
学
的
考
察
は
、

カ

ト

リ

ッ

ク

世

界
に

お
け
る

こ

れ

ら

の

言
説
と

「

社
会
的
な
交

流
が

で

き
る

（
コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ー

の
一

員
で

あ
る
）

こ

と
が

個
人
の

能
力
よ

り
も
価

値

と

し

て

高
い

」

タ
イ
プ

の

杜
会
に

お

け
る

言

説
と

の

類
似

性
を

示
唆

す

る
。

ま
た
ク
リ

ス

テ

ヴ
ァ

は
、

フ

ラ

ン

ス

啓
蒙
主

義
以
降
の

近
代

社
会
に

「

母
（
と
い

う
体
験）
」

の

場
所
が
な
い

と

い

う
視
点
を

持
ち

込
み、

知
的

な
障
害
を

「

他
者
性
」

と

結
び

つ

け
る
言
説
に

「

死
」

と

「

母
」

を
加
え

る
こ

と
で
、

さ
ら
な
る

展
開
の

可
能
性
を

も
た
ら

し

て

い

る
。

真
宗
文
化
圏
域

で

の

障
害
者
運

動
の

可

能
性

　
　

　
　
CIL

だ

ん
な
い

の

研
究

頼

尊

恒

信

　

本
研

究
は、

「

NPO

法
人
CI

」

だ

ん

な
い
」

（
以
下、

CIL

だ
ん

な
い

と

略
す）

と
い

う
、

真
宗

文
化
圏
域
に

存
立
す
る
障
害

者
自
立
生

活

セ

ン

タ

ー

（
CIL

）

の

思
想
と
地
域
社
会
の

関
係
性
を
事
例

研
究
と
し

て、

真
宗
文
化
圏
域
で

の

障
害
当
事
者
運
動
の

可
能
性
に

つ

い

て

考
察
す

る

も
の

で

あ
る

。

同
法
人
は

、

重
度
障
害
者
四
人
が
中
心
と

な
り、

二

〇

一
一

年
四
月、

滋
賀
県
長
浜
市
木
之

本
町
地

域
に

自
立
牛

活
セ

ン

タ

ー
を

本
格
的
に

立

ち
上
げ
た

。

同
地
域
の

特
徴
と

し
て
、

木
之
本
町
を

含
む
旧

伊
香
郡
地
域
は
、

真
宗
寺
院
が
数

多
く、

「

講
」

文
化
や

報
恩

講
な
ど

の

真
宗
関
連
の

村
行
事
が

根
付
い

て

お

り、

真
宗
文
化
に

基
づ

い

た

村
落
共

同
体
が

形
成

さ
れ
て

い

る
。

　
CIL

だ
ん

な
い

の

自
立
生

活
セ

ン

タ

ー

は
、

 
農
村
地

帯
に

あ
る

自

立
生
活
セ

ン

タ

ー
、

 
仏

教
に

縁
深
い

自
立
生

活
セ

ン

タ

ー
、

 
共
生

生

活
セ

ン

タ

ー

と

名
の

つ

く
自
立
生
活
セ

ン

タ
ー
、

 
社

会
モ

デ

ル

を
主

軸

と
し
た
自
立
生

活
セ

ン

タ

ー
、

と
い

う
、

四
つ

の

地
域

特
性
を
生
か

し
た

特
色
が
あ
る

。

そ

の

よ

う
な

自
立
生

活
セ

ン

タ

ー

は
、

あ
る

意
味
で

真
宗

文
化
圏
域
で

の

自
立
生
活
セ

ン

タ

！

の

プ
ロ

ト
タ
イ
プ
と

な

り
得
る

。
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