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今週の 
 

倫理 

親の献身的な愛情を自覚した時 

困難に立ち向かう力が沸き立つ 
 

え・城谷俊也 

9月のテーマ ｜ 親祖先への感謝 

 

「
日
本
民
俗
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
柳
田
国
男

の
随
筆
に
、「
親
棄
山
」
と
い
う
戦
時
中
に
執
筆
さ

れ
た
作
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
口

減
ら
し
の
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
親
を
山
に
棄
て

に
行
く
と
い
う
「
姥
捨
て
山
」
の
昔
話
を
紹
介
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
、
あ
る
男
が
六
十
歳
に
な
っ
た
親
を

畚(

も
っ
こ)

に
入
れ
、
幼
い
息
子
に
片
棒
を
か
つ

が
せ
て
、
山
の
奥
へ
棄
て
に
行
く
と
い
う
話
が
あ

り
ま
す
。
親
を
山
へ
置
い
た
後
、
男
は
用
済
み
に

な
っ
た
畚
も
そ
こ
に
置
い
て
帰
ろ
う
と
し
ま
す
が
、

息
子
が
「
こ
れ
は
家
へ
持
っ
て
帰
り
ま
し
ょ
う
。

い
ず
れ
ま
た
必
要
に
な
る
か
ら
」
と
言
い
ま
す
。

そ
の
言
葉
に
我
に
返
っ
た
男
は
、
親
を
連
れ
帰
っ

た
と
い
う
話
で
す
。 

 

そ
の
他
、
「
灰
で
縄
を
な
う
」
「
打
た
ず
に
太
鼓

を
鳴
ら
す
」
な
ど
の
無
理
難
題
を
親
の
知
恵
に
よ

っ
て
解
き
、
難
を
逃
れ
た
り
、
幸
福
を
得
た
り
と

い
っ
た
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
親
棄
山
」
と
い
う
題
名
か
ら
受
け
る
シ
ョ
ッ

キ
ン
グ
な
印
象
と
は
逆
に
、
こ
の
柳
田
の
作
品
で

は
、「
親
を
大
切
に
す
る
」
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。「
親
孝
行
」
の
大
切
さ
を
感
じ
さ
せ
る
よ

う
な
話
が
い
く
つ
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
親
を
は
じ
め
、
私
た
ち
が
生
き

て
い
る
元
と
な
る
存
在
に
思
い
を
馳
せ
、
感
謝
の

思
い
を
深
め
る
こ
と
は
、
実
は
、
私
た
ち
が
生
き

る
力
を
得
て
、
困
難
を
乗
り
越
え
、
充
実
し
た
人

生
を
切
り
開
く
上
で
も
大
切
な
こ
と
で
す
。 

た
と
え
ば
、
親
や
祖
先
の
お
か
げ
で
「
自
分
は

生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
気
持
ち
が
深
ま
る
と
、

人
は
そ
の
対
象
と
の
「
つ
な
が
り
の
意
識
」
が
強

化
さ
れ
ま
す
。
こ
の
一
体
感
が
強
ま
れ
ば
強
ま
る

程
、
幸
福
度
は
増
し
、
孤
独
感
に
苛
ま
れ
る
こ
と

を
防
げ
る
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、「
感
謝
す
る
こ
と
」
は
、
自
分
自
身
の
人

生
を
主
体
的
に
生
き
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

不
都
合
な
出
来
事
を
他
人
や
時
代
や
景
気
の
せ
い

に
し
て
い
る
限
り
、
主
役
は
そ
ち
ら
側
に
あ
り
ま

す
。
そ
う
で
は
な
く
、
日
々
生
じ
る
苦
し
さ
の
中

に
も
「
感
謝
で
き
る
こ
と
」
を
見
出
そ
う
と
す
る

営
み
は
、
脇
役
の
生
き
方
か
ら
脱
し
て
主
役
の
地

位
を
取
り
戻
す
端
緒
と
な
る
の
で
す
。 

さ
ら
に
「
有
難
い
」
と
い
う
感
謝
の
思
い
は
、

様
々
な
活
動
の
原
動
力
に
な
り
ま
す
。
日
々
の
働

き
（
仕
事
）
は
、
そ
の
表
現
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

感
謝
の
思
い
の
質
と
量
に
応
じ
て
、
働
き
の
あ
り

方
も
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。 

 

さ
て
、
先
の
「
親
棄
山
」
に
は
、
自
分
を
山
に

捨
て
る
息
子
が
帰
り
道
に
迷
わ
な
い
よ
う
気
遣
う

母
親
の
歌
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

奥
山
に 

し
お
る
栞
は 

誰
の
た
め 

身
を
か
き
分
け
て

生
め
る
子
の
た
め 

 

「
し
お
る
栞
」
と
は
、
山
道
の
左
右
の
木
の
小

枝
を
折
っ
て
目
印
に
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
棄

て
ら
れ
る
わ
が
身
よ
り
も
息
子
の
帰
路
の
無
事
を

案
ず
る
母
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
親
の
献
身
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
、
生
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
辛
い
こ

と
、
苦
し
い
こ
と
、
矛
盾
や
理
不
尽
に
打
ち
の
め

さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
、
こ
の
親
の
思
い
を
胸
に

抱
い
て
、
勇
敢
に
、
自
ら
が
直
面
す
る
課
題
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。 


