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今週の 
 

倫理 

一心になって物事に取り組み 

自らの境遇を切り拓いていく 

え・城谷俊也 

1月のテーマ ｜ 心の整理 

 

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
仏
陀
と
弟
子
と
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
、
本
号
の
テ
ー
マ
「
心
の
整
理
」
を
考
え

る
上
で
示
唆
に
富
ん
だ
内
容
で
す
。 

仏
陀
に
は
周
り
か
ら
頭
が
悪
く
、
愚
か
だ
と
い

わ
れ
て
い
た
周
利
と
い
う
弟
子
が
い
ま
し
た
。 

日
頃
か
ら
、
他
の
弟
子
達
に
バ
カ
に
さ
れ
て
き

た
周
利
は
自
身
の
愚
か
さ
を
嘆
き
、
仏
弟
子
を
や

め
る
た
め
に
仏
陀
の
も
と
を
訪
ね
て
伝
え
ま
す
。 

「
私
は
あ
ま
り
に
愚
か
な
の
で
、
も
う
こ
れ
以
上

修
行
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」 

思
い
悩
む
周
利
を
見
て
仏
陀
は
言
い
ま
す
。 

「
自
分
の
こ
と
を
愚
か
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
者
は

愚
か
者
で
は
な
い
。
本
当
の
愚
か
者
と
は
、
自
分

を
賢
い
と
思
い
上
が
っ
て
い
る
者
で
あ
る
」 

仏
陀
は
弟
子
を
諭
す
よ
う
に
言
葉
を
続
け
ま
す
。

「
と
こ
ろ
で
お
ま
え
の
好
き
な
こ
と
は
な
ん
だ

ね
」「
は
い
、
私
は
掃
除
が
好
き
で
す
」「
そ
う
か
。

で
は
、〈
塵
を
払
い
、
垢
を
除
か
ん
〉
と
唱
え
な
が

ら
、
た
だ
た
だ
一
心
に
掃
除
に
取
り
組
む
が
よ
い
」

「
は
い
、
わ
か
り
ま
し
た
」 

そ
の
後
、
周
利
は
仏
陀
に
言
わ
れ
た
通
り
に
「
塵

を
払
い
、
垢
を
除
か
ん
」
と
唱
え
な
が
ら
、
半
年
、

一
年
、
二
年
、
五
年
、
十
年
と
来
る
日
も
来
る
日

も
ひ
た
す
ら
掃
除
を
行
な
い
ま
し
た
。 

 

や
が
て
長
い
年
月
が
経
ち
、
周
利
の
周
辺
に
変

化
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。 

 

ま
ず
身
の
回
り
が
清
ま
り
、
そ
れ
に
伴
う
「
場
」

や
「
物
」
が
整
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
掃
除
の
も

つ
本
来
の
働
き
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

そ
し
て
、
何
よ
り
周
囲
の
人
の
心
を
変
え
て
い

き
ま
し
た
。
地
道
に
一
つ
の
こ
と
を
や
り
遂
げ
る

周
利
の
姿
勢
を
見
て
、
当
初
、
軽
蔑
し
て
い
た
他

の
弟
子
達
が
、
彼
に
一
目
置
く
よ
う
に
な
り
、
心

か
ら
尊
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

つ
い
に
は
仏
道
修
行
の
最
終
目
的
で
あ
る
「
悟
り
」

の
境
地
に
周
利
は
到
達
し
た
の
で
し
た
。 

あ
る
日
、
仏
陀
は
大
衆
を
前
に
言
い
ま
し
た
。

「
悟
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
多
く
の
知

識
を
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
小
さ
な
こ
と

で
も
、
地
道
に
行
な
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
」 

 

私
た
ち
が
学
ん
で
い
る
純
粋
倫
理
で
は
、「
一
度

こ
う
と
目
的
を
定
め
た
ら
終
始
一
貫
や
っ
て
や
っ

て
や
り
ぬ
く
こ
と
」
の
大
切
さ
が
説
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
先
の
逸
話
に
お
い
て
も
焦
点
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
愚
直
な
ま
で
に
一
つ
の
こ
と
を

や
り
遂
げ
る
周
利
の
姿
勢
そ
の
も
の
で
し
た
。 

周
利
は
当
初
、
何
事
に
も
消
極
的
で
、
憂
い
や

悩
み
、
恐
れ
と
い
っ
た
負
の
感
情
に
支
配
さ
れ
、

心
の
整
理
が
出
来
て
い
な
い
状
況
だ
っ
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。 

そ
う
し
た
中
で
、
そ
の
消
極
的
な
心
を
払
拭
す

る
か
の
よ
う
に
、
仏
陀
は
「
一
心
」
に
な
る
こ
と

を
促
し
ま
し
た
。
周
利
は
〈
自
分
に
今
で
き
る
こ

と
、
何
を
な
す
べ
き
か
〉
に
気
づ
き
、
地
道
に
物

事
に
取
り
組
む
こ
と
で
心
が
整
理
さ
れ
、
積
極
的

な
姿
勢
へ
と
変
わ
れ
た
の
で
す
。 

一
心
と
は
、〈
何
の
こ
だ
わ
り
も
不
足
も
な
く
、
澄

み
き
っ
た
張
り
き
っ
た
心
〉
で
あ
り
、
純
粋
倫
理
で

い
う
「
純
情
（
す
な
お
）
」
に
近
い
言
葉
と
も
言
え
ま
す
。 

岐
路
に
立
っ
た
時
、
ま
ず
は
負
の
感
情
を
伴
う

私
情
雑
念
を
捨
て
て
「
一
心
」
に
な
っ
て
物
事
に

取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
、

心
が
整
理
さ
れ
、
明
朗
闊
達
な
心
境
に
達
す
れ
ば
、

境
遇
は
自
ず
か
ら
切
り
拓
か
れ
て
い
く
の
で
す
。 


