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今週の 
 

倫理 

 
どんな経験も無駄はない 

丸山竹秋 

え・城谷俊也 

2月のテーマ ｜ 常に楽しむ 

毎
月
第
一
週
に
配
信
す
る
「
今
週
の
倫
理
」
で

は
、
倫
理
研
究
所
第
二
代
理
事
長
・
丸
山
竹
秋

（
一
九
二
一―

一
九
九
九
）
の
こ
と
ば
を
掲
載

い
た
し
ま
す
。 

  

世
の
中
は
慌
し
く
移
り
変
わ
る
よ
う
だ
が
、
そ

の
反
面
に
根
本
問
題
は
い
つ
も
未
解
決
の
ま
ま
、

う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。
そ
の

一
つ
に
幸
福
の
問
題
が
あ
る
。 

 

つ
ま
り
幸
福
と
は
何
か
と
い
う
人
生
の
根
本
問

題
が
、
い
つ
も
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
に
、
次
か

ら
次
へ
と
、
う
わ
べ
だ
け
の
変
化
に
幻
惑
さ
れ
な

が
ら
、
ず
う
っ
と
お
し
流
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の

が
実
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

い
つ
も
健
康
で
あ
る
人
は
、
そ
の
健
康
に
慣
れ

て
し
ま
い
、
そ
れ
が
当
然
で
あ
る
と
見
な
し
て
、

い
わ
ば
自
覚
状
態
が
な
く
な
る
。「
自
分
は
健
康
で

す
。
だ
か
ら
幸
福
な
の
で
す
」
と
い
う
意
識
が
な

い
。
自
覚
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
幸
福
で
あ

る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
状
態
な
の
で

は
な
い
か
。 

 

と
こ
ろ
が
、
病
気
に
か
か
っ
て
苦
し
ん
だ
が
、

な
ん
と
か
立
ち
直
っ
て
健
康
に
返
っ
た
と
き
、「
あ

あ
、
よ
く
な
っ
た
。
よ
か
っ
た
」
と
思
う
。
つ
ま

り
健
康
を
自
覚
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
病

気
で
不
幸
で
あ
っ
た
と
き
と
比
べ
て
、「
幸
福
」
だ

と
意
識
す
る
。
こ
う
し
た
と
き
が
、
本
当
の
幸
福

な
の
で
あ
る
。 

 

金
が
あ
る
の
は
幸
福
で
あ
ろ
う
。
生
活
す
る
の

に
さ
し
て
不
自
由
も
な
く
、
老
後
も
経
済
的
に
心

配
が
な
い
と
な
れ
ば
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
結
構
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
自
分
が
働
き
、
苦
労
も
し
て
、

勝
ち
得
た
財
産
で
は
な
く
、
親
か
ら
譲
ら
れ
た
り
、

労
せ
ず
し
て
得
た
金
銭
で
あ
っ
た
場
合
は
ど
う
か
。

金
が
あ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
、
な
い
の
は
ど
う
か

し
て
い
る
と
い
っ
た
く
ら
い
の
思
い
し
か
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
幸
福
感
と
い
う
も
の
は
、
ど

こ
に
も
な
い
で
は
な
い
か
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
当
の
幸
福
と
は
、

た
ん
に
健
康
で
あ
る
と
か
、
金
が
あ
る
と
か
、
困

っ
た
問
題
が
な
い
と
か
、
そ
う
し
た
こ
と
だ
け
で

は
な
く
「
こ
れ
が
幸
福
な
の
だ
」
と
自
分
で
自
覚

で
き
た
と
き
の
状
態
で
あ
る
と
、
第
一
に
言
え
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
幸
福
と
は
不
幸
と
裏
腹
に
な

っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
幸
福
ば
か
り
の
生
活
に
慣

れ
て
し
ま
う
と
、
幸
福
は
幸
福
で
な
く
な
る
の
だ
。 

 

と
い
っ
て
、
い
つ
も
不
幸
に
あ
っ
て
い
な
け
れ

ば
幸
福
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

不
幸
つ
ま
り
苦
難
と
い
う
も
の
は
、
無
理
に
自
分

か
ら
引
き
寄
せ
る
必
要
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
必

要
に
応
じ
て
自
然
に
与
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
苦
難
が
来
た
と
き
に
は
、
堂
々
と
迎
え
て
、

正
し
く
事
に
処
す
の
が
道
だ
。
自
分
を
鍛
錬
す
る

た
め
に
、
難
き
を
選
ぶ
の
は
よ
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ

自
分
の
生
き
方
を
過
ら
せ
て
ま
で
、
あ
え
て
苦
難

を
つ
く
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。 

 

そ
れ
よ
り
も
、「
こ
の
幸
福
を
得
ら
れ
な
い
人
も

い
る
だ
ろ
う
。
苦
難
に
喘
ぐ
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
思
う
と
、
自
分
が
今
日
の
幸
福
を
得
て
い

る
の
は
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。
社
会

に
感
謝
し
ま
す
」
と
の
思
い
で
あ
り
が
た
く
そ
の

幸
福
を
享
け
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
社
会
の
た
め
に

働
い
て
い
く
と
き
、
そ
の
幸
福
感
は
い
よ
い
よ
充

実
す
る
。
（
『
繁
栄
の
法
則
』
よ
り
） 


