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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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に
陥
り、

文
化
的
に
は

地
域
主
義
に

終
始
し
た

こ

と

を
否
定
的
に

評
価
し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い

よ

う
に

も
思
え
る
が、

こ

こ

で

地
域
主
義
と
道
徳
の

関
連
に

つ

い

て

詳
し
く
考

察
し
て

い

る
M
・

ウ

ォ

ル

ツ

ァ

ー

の

議
論
を

参

照
し

て

み

た
い

。

ウ

ォ

ル

ツ

ァ

ー

の

道

徳
理

解
か
ら

す
れ
ば、

キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

が

示
し

た

道
徳
で

あ
る

「

キ
リ

ス

ト

者
」

と
い

う
理

想
的

実
存
が
デ

ン

マ

ー

ク

の

地
域

文
化
に

深
く
根
ざ
し
た
も
の

で

あ
っ

た
こ

と
は

、

何
ら

批
判
さ
れ

る

べ

き
点
で

は

な
く

、

む
し
ろ

積
極
的
に

評
価
さ

れ
る

べ

き
も

の

と

い

う
こ

と
に

な
る

で

あ
ろ

う
。

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

は

デ

ン

マ

ー

ク

社
会

と
い

う
「

キ

リ

ス

ト

教
界
」

の

内

部
で

、

こ

れ
を

改
革
す
る

た
め

に
、

そ

の

社
会
が

す
で

に

も
っ

て

い

た

伝
統
を

活
用
し
た

。

こ

の

こ

と
は
、

そ
の

道
徳
が
非
現
実
的
な
道
徳
と

な
ら

な
い

た
め

に
、

す
な
わ

ち
そ

の

社
会
に

実

存
す
る

人
々

に

よ
っ

て

十
全
に

生

き
ら
れ
る
た

め
に

は
、

必
要
不
可
欠

な
こ

と
で

あ
っ

た
。

　

確
か
に

、

哲
学
的、

思
想
的
に

は
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

哲

学
や
キ

リ
ス

ト
教

は、

現
代
に

お

い

て

広
く
世
界
中
に
知
ら
れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

し
た

が

っ

て、

も
は

や

国
家

や
地
域
を

単

位
に

し

た
「

キ

リ

ス

ト

教

界
」

概
念

は
、

現
代
世

界
の

実

情
に

そ
ぐ
わ

な
く
な
っ

た
と

言
え
る

。

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

と
い

う
地
域
の

「

キ
リ

ス

ト
教
」

で

あ
れ

、

デ

ン

マ

ー

ク

と
い

う
地
域
の

「

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

キ

リ
ス

ト
教
」

で

あ
れ

、

実
際
に

そ
の

他
の

地

域
に

暮
ら
す
人
間
に

と
っ

て

魅

力
的
に

思
わ
れ

る

か

も
し

れ

な
い

し、

そ
の

真

理
性
が
哲
学
的
に

普
遍
的
に

基

礎
づ

け
さ

れ
る

可
能
性
も
あ
る

か
も
し

れ

な
い

。

　

し
か
し
本
発
表
が

考
察
の

対
象
と
し

た

の

は
、

そ
の

よ

う
な

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

思
想
の

哲
学
的
可
能
性
で

は

な
い

。

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

キ

リ

ス

ト

者

は
、

十
九
世

紀
前
半
の

デ

ン

マ

ー

ク

社
会
と
は

無
関
係
に
「

単
独
に
」

生

き
ら
れ
る
べ

き
も
の

で

は
な

く、

む
し
ろ

そ
の

特

定
の

キ

リ
ス

ト
教
社
会

の

う
ち
で

生
き
ら
れ
る
よ

う
構
想
さ

れ
て

い

た
。

し
た
が
っ

て

こ

れ
に
、

あ
る

い

は
そ
の

他
の

地
域
に

お

い

て

も

活
用
可

能
な

「

現
代
的
意
義
」

が

認
め
ら
れ

る

と
し

て

も、

そ
れ

は
、

キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

思
想
の

内
部
に
見
出

さ

れ

う
る

も
の

で

は
な

く
、

む

し

ろ

こ

れ

に

対
し
て

外
部
に
あ
る
何
ら
か

の

社

会
状
況
と
の

問
を

行
き
来
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

こ

そ
知
ら
れ
る
は

ず

で

あ
る

。

呪
詛
と
自
己
犠
牲

　
　

　
キ
エ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

思
想
に

お
け

る
祈
り

の

本
質

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

中
里

　
　
巧

　
キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

思
想
の

根
幹
が
罪
責
観
に

あ
る

こ

と

は
、

明
ら
か

で

あ
ろ

う
。

そ
し
て

、

彼
の

罪
責
観
は

土
俗
的
呪
詛
か
ら

多
大
な

影
響
を
受

け
て

い

る
と
い

う
こ

と

も、

間
違
い

な
い

こ

と

で

あ
る

。

土

俗
的

呪
詛
と

い

う
の

は、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

父、

ミ

カ

エ

ル

ーー

ペ

ー

ダ
ー

セ

ン

ーー

キ

ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

が
お
こ

な
っ

た
呪
詛
の

こ

と
で

あ
る

。

一

七
六

八

年
一

二

月
ユ

ラ

ン

半
島
西
部
の

小

村
セ

デ

ィ

ン

グ
で

羊
の

番
を
し

て

い

た
一

二

才

の

お
り、

貧
し

さ
と

辛
さ
か
ら
神
を

幾
重
に

も
呪
っ

た
。

こ

の

出
来

事
は
、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

家
の

秘

密
で

あ
る

と
と
も
に

、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

思
想

生
成
に

お

け
る

決
定
的
要
因
と
な
っ

た
。

こ

の

出

来
事
は
、

父

ミ

カ

エ

ル

に

お

け
る

罪
責
意
識
と
い

う
キ

リ

ス

ト

教
神
学
カ

テ
ゴ

リ

ー

に

よ

っ

て

理

解
さ

れ
て

き
た
が

、

一

八

世
紀
中

頃
セ

デ

ィ

ン

グ

村
と

そ
の

周
辺
の

宗
教

習
俗
の

な

か

に
、

キ

リ
ス

ト
教
神
学
や

教
義
学
と
は

ま
っ

た
く
異
質
な
土

俗
的
な
も
の

が

な
お

生

き
残
っ

て

お

り、

少
年
ミ

カ

エ

ル

に

よ

る

呪
詛
行

為
は
、

む

し
ろ

そ
う
し
た

非
キ

リ

ス

ト

教
的
ー
土

俗
的
宗
教
習
俗
に
起
因
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