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ハ

イ
デ
ッ

ガ
ー

に

お

け
る

自
然
災
害
の

問
題

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

田
鍋

良
臣

　

昨
年
の

震
災
は

東
北
地
方
に
甚
大
な

被
害
を

も
た

ら
し

た
。

わ
れ

わ
れ

は

今
一

度
「

自
然
」

に

つ

い

て、

と

り
わ

け
「

自
然
災
害
」

と
い

う
現
象

に
つ

い

て

熟
考
す
る

必
要
に
迫
ら

れ

て

い

る
。

本
発
表
は

そ
の

手
が

か

り

と

な
り
う
る

よ

う
な
論
点
を、

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

の

思
想
か
ら

取
り
出
し
た

い
。

　
こ

れ
ま
で

あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ

と

は
な
か
っ

た
が

、

ハ

イ
デ

ッ

ガ

ー

は

『

存
在
と

時

間』

（
一

九
二

七

年
）

の

な
か

で
、

「

自
然
災
害
」

に

関
す

る

言

及
を
二

回

行
っ

て

い

る
。

そ
の

う
ち

最
も

目
に

つ

き
や

す
い

の

は

第

七
五

節
で

の

指
摘
で

あ
る

。

ハ

イ
デ

ッ

ガ

ー

は

そ
こ

で
、

科
学
的
な
観

察

に

よ

っ

て

は

捉
え
ら
れ

な

い

「

世
界
−

歴

史
的
」

な

現
象
と

し
て
、

ま
さ

し

く
「

諸
々

の

自
然
災
害
」

を

挙
げ
て

い

る
。

こ

れ

ら

は
、

道

具
の

使

用

や

他
者
と
の

か

か
わ

り
と
い

っ

た

現
存
在
の

日

常
的
な
あ
り
方
の

中
で

突

然
生
起
す
る

。

ハ

イ
デ

ッ

ガ

ー

は

そ
こ

に

こ

の

現

象
の

も
つ

「

独
自
な

性

格
」

を

見
出

す
と
と

も
に、

注
目

に

値
す
る

「

世
界
−

歴

史
的
な
生
起
の

存
在
論
的

構
造
」

を
も
指

摘
す
る

の

だ

が、

そ
の

解
明
は
な
さ
れ
て

い

な

い
。

　

そ

れ
を

究
明

す
る

た
め
、

本
発

表
は

次
に

『

存

在
と
時
間
』

で

な
さ
れ

た

自

然
災
害

に
関

す
る

も

う
一

つ

の

言
及

箇
所
に

注
目

す
る

。

そ
れ

は

「

意

味
」

を
扱
っ

た

第
三

二

節
で

あ
る

。

ハ

イ

デ
ッ

ガ
ー

は

そ

こ

で
、

意

味
に

対
す
る
「

不
条
理
」

な
も
の

の
一

例
と
し
て、

「

突
発

す
る

破
壊
的
な

自
然
の

諸
変
事
」

を

挙
げ
て
い

る
。

そ
の

背
景
に

は
、

「

意
味
を

『

も
つ
』

の

は

現
存
在
だ

け
」

で

あ
り、

非
現
存
在
的
な
存
在
者

、

物
や

道
具
な
ど

は

原

則
的
に
は
「

意
味
を
も
ち
え

ず
」

、

そ
の

限
り
で

「

非
意
味
的
」

で

あ
る
と
い

う
主

張
が

存
し
て

い

る
。

そ
れ

を

踏
ま
え
て

ハ

イ
デ

ッ

ガ
ー

は
、

自
然
災
害
を

性
格
づ

け
る

「

不
条
理
性
」

を
、

こ

う
し

た

「

非
意
味

性
」

の

存
在
論
的

な
様
態
の
一

つ

と
み

な
す
の

で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ

こ

で

の

「

不
条
理
」

と

は
、

何
か

「

馬
鹿
げ
て

い

る
」

と
い

っ

た
価
値
評

定

で

は

な
く、

況
や

ニ

ヒ

リ

ズ
ム

の

表
明
で

も
な

く、

文
字
通

り
の

意
味

で
、

人
間
が
持
つ

「

意
味
」

に

対
し
て

「

反
抗

す
る

（

惹
O
Φ

雫
・゚【

ロ

⇒

碍）
」

と

い

う
自
然
災
害
の

動
的
な
性
格
と

み

な

す
こ

と
で

き
よ
う

。

こ

う
し
た

不
条
理
的
11

反
意
味
的
な
動
性
こ

そ、

突

発
す
る

自
然

災
害
の

生
起
に

独

自
な

性
格
な
の

で

あ
る

。

加
え
て
ハ

イ
デ

ッ

ガ
ー

の

言
う
「

意
味
」

と

は
、

現
存
在
が

自
己
の

存
在
を
そ
こ

へ

と
「

企

投
」

す
る

先
の

こ

と
で

あ
る

か

ら
、

白
然
災

害
の

生
起
が
「

反
意

味
的
」

で

あ
る

な

ら
、

そ

こ

で

は

い

か

な
る

企
投
も

拒
絶
さ

れ
ざ
る
を
え
な
い

。

要
す
る
に

自
然
災
害
は
、

そ

の

本
質
上

つ

ね
に

「

理
解
を

絶
し

た

も
の
」

と

し
て

現
出
す
る

の

で

あ
る
。

　

だ

が
「

理

解
を

絶
す
る
」

の

で

あ
れ

ば
、

自
然
災
害
は
一

体
い

か

な
る

も
の

と

し
て

わ

れ

わ

れ

に

経
験
さ

れ
る
の

だ
ろ

う
か

。

本
発
表
は

そ
の

手

が
か
り
を、

一

九
三

〇

年
前
後
の

論
考
・

講
義
の

な
か
で

繰
り
返
し
問
題

と
な
っ

た
、

「

根
源
的
な
自
然
」

に
関

す
る

議

論
の

う
ち
に

求
め
る

。

ハ

イ
デ

ッ

ガ

ー

は
こ

の

「

自
然
」

を

語
る

際
に

、

し

ば
し
ば
古
代
ギ
リ

シ

ア

の

「

ピ

ュ

シ

ス
」

を
引
き
合
い

に

出
す

。

ハ

イ
デ

ッ

ガ

ー

に

よ
れ
ば、

ピ

ュ

シ

ス

と
は

動
植
物
の

成
長、

四

季
の

移
ろ

い
、

昼

夜
の

交
替

、

天
体
の

運
行、

人

間
の

運

命
さ
ら
に
は
神
々

の

動
向
な
ど

、

お

よ
そ

存
在
す
る

も

の

全
て

の

動
性
を
司
る
「

支
配

者」

に

あ
た

る
。

そ
の

支

配
形
態
は

「

暴

力
」

と
し
て

具
現
化
さ
れ
る

が、

そ

れ
は

裏
面
か

ら

言
え
ば

、

「

人
間
が

そ
の

独
自
な
力
を

試
し、

挫

折
す
る
」

状
況
を
意
味
す
る
。

こ

こ

に
一

層

鋭
く
捉
え

ら
れ

た

自
然
災
害
に

独
自
な
不
条
理
的
11

反
意
味
的
な
性
格
を
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見
出
す
こ

と

が
で

き
る

。

自
然
災
害
の

生

起
は
、

つ

ね
に
人
間
の

営
み

に

対
抗
す
る

圧

倒
的
な

暴
力
の

発
露
で

あ
り、

そ
の

猛
威
は

有
意
義
な
世
界

を

破
壊
す
る

と

と

も
に

、

そ
こ

に

住
み
慣
れ

親
し

ん

だ

環
境
の

無
力
さ
を

あ
ら
た
め

て

暴
露
す
る

。

け
れ
ど

も、

そ
の

な
か

に

「

す
で

に
投
げ
入
れ

ら
れ

て

し

ま
っ

て

い

る
」

現
存
在
は
、

そ

こ

か

ら

逃
げ
出
す
こ

と
が

で

き

な
い

。

荒
れ

狂
う
自
然
の

暴
力
に

対
す
る

こ

の

徹
底
的

な
無
力
さ
を
、

現

存
在
は
自
ら
の

有
限
性
と

し
て
、

恐
怖
と
不

安
の

直
中
で

引
き
受
け
ざ
る

を
え
な
い

の

で

あ
る

。

そ
れ
は

つ

ま

り
自
然

災
害
の

開

示
が

第
一

義
的
に

は、

現
存
在
の

「

被
投
性
」

の

う
ち
で

な
さ
れ
る

こ

と

を

意
味
す
る

。

あ

ら
ゆ

る

理
解
や

解
釈
を
拒

絶
し

つ

つ

「

不
条
理
」

に

生
起
す
る

自

然
の

暴

力
は、

何
よ

り
も
ま

ず
、

わ
れ
わ
れ
の

存
在
の

事
実
的
な
被

投
性
に

お
い

て
、

そ
の

根
本
気
分
を
通
じ
て、

直
接
的
に
経
験
さ
れ
る

の

で

あ
る

。

第
十
二

部
会

キ

ル

ケ
ゴ
ー

ル

に

お

け
る

地
域
主
義
の

問
題

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

須
藤
　
孝
也

　

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

に

よ

れ

ば
、

倫
理
が

人
聞
の

内
部
に

見
出
さ

れ

る

真
理

で

あ
る

の

に

対
し

、

キ

リ
ス

ト

教
は

宣
べ

伝
え
ら

れ
る

真
理
で

あ
り、

い

わ
ば

人
間
の

外
部
か
ら

人

間
に

も
た
ら
さ

れ
る

真
理
で

あ
る

。

そ

し
て

ま

た
キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は
、

キ
リ
ス

ト

教
の

真
理
は

信
仰

さ
れ
る

対
象
で

あ

り、

論
証
さ
れ
る

類
の

真
理
で

は

な
い

と
し
た

。

少
な
く
と
も

論
証
に

着

目
す
る
限
り
で

は
、

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

キ

リ

ス

ト

教
は、

普
遍
性
か
ら

切

り
離
さ
れ
て

い

る
。

　
キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

は、

キ
リ

ス

ト
教
の

真
理

性
を

証
明
す
る
こ

と
な

く
、

も
っ

ぱ

ら
「

真
の

キ
リ

ス

ト
者
」

の

在
り
様
を
書

く
こ

と

で
、

デ

ン

マ

！

ク
社
会
の

宗
教
改
革
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た

の

だ
が、

彼
が
そ
の

よ

う

な
戦
略
を

採
り
え
た
の

は
、

デ

ン

マ

ー

ク
社
会
に

住
む
人
々

は

皆
キ
リ

ス

ト

教
徒
で

あ
る

こ

と

を
自
負
し
て

い

る
、

と
い

う
認
識
が

あ
っ

た

た

め

で

あ
っ

た
。

ま
た
、

確
か
に

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

は

当
時
の

デ
ン

マ

ー

ク
国
家
教

会
が

示
し
た

キ
リ
ス

ト

教
に
つ

い

て

の

理

解
を

厳
し

く
批

判
し
た

け
れ

ど
、

こ

れ

は

彼
の

キ

リ
ス

ト

教
理

解
が

非
デ
ン

マ

ー

ク

的
で

あ
っ

た

こ

と

を
意

味
し

な
い
。

そ
の

キ

リ

ス

ト

教
理
解
は

デ

ン

マ

ー

ク

の

思

想
文
化
と

異
質
な
も
の

で

は

全

く
な

く、

そ

れ
は

デ

ン

マ

ー

ク

の

文
化
的
宗
教
的
伝

統
の

中
で

こ

そ

醸
成
さ
れ

た
、

多
分
に

デ
ン

マ

ー

ク

性
な
い

し

北
欧
性
を

帯
び
た
も
の

で

あ
っ

た
。

　
以
上
の

よ

う
に

見
る
と
き

、

キ
ル

ケ

ゴ

ー

ル

は
、

哲
学
的
に

は
ド
ク

サ
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