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今週の 
 

倫理 

「今」の充実 

丸山竹秋 

え・城谷俊也 

12月のテーマ ｜ よりよく生きる 

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
。 

  

死
に
対
す
る
正
し
い
理
解
の
深
化
と
と
も
に
、

と
ど
の
つ
ま
り
は
、
生
を
よ
り
よ
く
充
実
さ
せ
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
の
自
覚
が
高
ま
る
。
生
を

よ
り
よ
く
せ
ず
し
て
、
ど
う
し
て
死
を
意
義
あ
ら

し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
の
自
覚
で
あ
る
。 

か
の
孔
子
は
門
人
の
子
路
が
死
を
問
う
た
の
に

対
し
て
、「
生
に
つ
い
て
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
な

い
の
に
、
死
の
こ
と
が
、
ど
う
し
て
分
か
る
も
の

か
」
と
答
え
た
。
こ
れ
は
死
の
こ
と
、
死
後
の
こ

と
を
と
や
か
く
心
配
す
る
よ
り
も
、
生
き
て
い
る

今
の
こ
と
に
配
慮
せ
よ
と
子
路
を
戒
め
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。 

 

「
人
が
生
命
を
大
切
に
し
す
ぎ
て
、
そ
の
た
め

か
え
っ
て
死
地
に
赴
く
よ
う
な
結
果
に
な
る
」
と
、

か
の
老
子
も
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
『
老
子
』

第
五
十
章
に
は
「
人
の
生
生
、
動
い
て
死
地
に
之

く
。…

…

其
の
生
生
の
厚
き
を
以
て
な
り
」
と
あ

る
。
ま
た
そ
の
第
七
十
六
章
に
は
「
柔
弱
な
る
者

は
、
生
の
徒
な
り
」
と
述
べ
て
あ
る
。 

 

万
物
草
木
の
生
じ
る
と
き
は
柔
ら
か
で
あ
る
よ

う
に
、
柔
ら
か
で
弱
い
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
う

し
た
も
の
は
生
々
と
し
て
い
る
。「
其
の
死
す
る
や

枯
槁
な
り
」
で
、
か
た
く
、
こ
ち
こ
ち
し
て
い
る

と
死
に
至
る
。
富
貴
や
名
声
に
あ
く
せ
く
し
て
、

欲
に
固
ま
る
の
は
死
期
を
早
め
る
よ
う
な
も
の
だ
、

と
老
子
は
警
告
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

孔
子
と
老
子
の
説
は
反
対
の
よ
う
で
あ
る
が
、

死
よ
り
も
生
を
重
ん
ぜ
よ
と
す
る
の
と
、
そ
の
生

に
こ
だ
わ
る
な
と
す
る
の
と
、
矛
盾
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
生
の
あ
り
方
を
説
き
、
あ
る
い
は

生
へ
の
偏
り
を
戒
め
る
な
ど
、
そ
の
趣
が
異
な
る

だ
け
で
あ
る
。
た
だ
両
者
と
も
、
死
後
の
こ
と
を

探
究
は
し
て
い
な
い
。「
死
そ
の
も
の
を
考
え
る
と

い
う
の
で
な
く
、
生
に
連
な
る
死
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
に
対
処
し
て
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

に
、
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
」
の
が
老
子
の
思
想

で
あ
る
。 

 

荘
子
は
、
昼
と
夜
と
が
自
然
に
あ
る
よ
う
に
、

人
に
生
死
が
あ
る
の
は
、
自
然
で
あ
る
と
し
て
「
昔

の
奥
義
を
悟
っ
た
人
（
真
人
）
は
、
生
を
喜
ぶ
こ

と
も
知
ら
ず
、
死
を
憎
む
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。

生
ま
れ
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
喜
ぶ
わ
け
で
は
な

い
し
、
死
ぬ
る
に
際
し
て
も
嫌
が
ら
ず
、
自
然
に

ま
か
せ
て
行
き
来
し
て
い
た
」
と
説
い
た
。
た
だ

こ
こ
に
も
、
死
に
つ
い
て
の
詳
し
い
探
求
は
な
く
、

現
実
の
生
に
対
す
る
片
寄
ら
な
い
自
然
の
あ
り
方

が
説
か
れ
て
い
る
。 

 

死
を
探
究
す
る
自
分
も
「
今
」
に
お
い
て
あ
る
。

ま
さ
に
死
に
か
け
て
い
る
と
す
る
そ
の
自
分
さ
え

も
、「
今
」
に
あ
る
。
過
去
も
未
来
も
現
在
に
集
結

さ
れ
、
集
中
さ
れ
、
現
在
を
拠
点
と
し
、
現
在
に

基
礎
を
置
く
。
現
在
を
離
脱
し
た
り
、
切
断
し
た

り
し
て
の
過
去
論
争
、
未
来
思
索
は
無
意
義
で
あ

る
。
死
を
よ
り
よ
く
充
実
せ
し
め
る
に
は
、
今
の

生
を
よ
り
よ
く
充
実
せ
し
め
る
こ
と
が
基
盤
と
な

る
。 

 

死
と
生
は
裏
腹
の
も
の
で
あ
る
。
い
つ
も
同
居

し
て
い
る
。「
今
」
を
充
実
し
て
生
き
れ
ば
、
死
も

ま
た
充
実
す
る
（
『
生
と
死
の
妙
境
』
よ
り
）
。 


