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今週の 
 

倫理 

 
先人の知恵に学び、苦難は 

天からの授かりものと捉えよう 
 

え・城谷俊也 

11月のテーマ ｜ 伝統文化 

令
和
三
年
五
月
、
熊
本
県
天
草
を
舞
台
に
し
た

映
画
『
の
さ
り
の
島
』
が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。 

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
を
繰
り
返
す

若
い
男
が
、
天
草
の
寂
れ
た
商
店
街
に
流
れ
着
く

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
彼
は
、
騙
す

つ
も
り
で
老
女
に
電
話
を
か
け
ま
す
が
、
現
金
を

持
っ
て
き
た
老
女
は
彼
を
孫
と
し
て
受
け
入
れ
ま

す
。
こ
う
し
て
二
人
の
奇
妙
な
共
同
生
活
が
始
ま

り
、
や
が
て
若
い
男
は
そ
の
暮
ら
し
に
居
心
地
の

良
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

映
画
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
「
の
さ
り
」
と

い
う
言
葉
は
、
「
の
さ
る
」
「
の
さ
っ
た
」
と
も
言

わ
れ
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
主
に
長
崎
県
、
熊
本

県
、
鹿
児
島
県
で
使
わ
れ
る
方
言
で
、「
天
か
ら
の

授
か
り
も
の
」
「
運
命
」
「
幸
運
」
な
ど
と
訳
さ
れ

ま
す
。
良
い
こ
と
が
自
分
の
も
と
に
舞
い
込
む
と

「
の
さ
っ
た
」
、
そ
う
で
な
い
と
「
の
さ
ら
ん
じ
ゃ

っ
た
」
と
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

た
だ
し
、「
の
さ
り
」
の
方
言
を
使
用
す
る
地
域

の
一
部
で
は
、
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
す
べ
て

が
「
の
さ
り
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
が
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
な
の
で
、
良
か

ら
ぬ
こ
と
が
起
き
て
も
「
の
さ
ら
ん
か
っ
た
」
と

は
言
わ
ず
、
す
べ
て
を
「
の
さ
り
」
と
し
て
受
け

止
め
る
文
化
が
根
付
い
て
い
る
の
で
す
。 

冒
頭
で
紹
介
し
た
映
画
『
の
さ
り
の
島
』
の
老

女
も
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
を
繰
り
返
す
若
い
男
を
、

天
か
ら
の
授
か
り
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 

 
 

▼ 

生
活
法
則
で
あ
る
純
粋
倫
理
を
発
見
・
唱
導
し

た
丸
山
敏
雄
は
、
純
情
（
す
な
お
）
な
心
を
持
ち

続
け
る
こ
と
を
重
要
視
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は

「
ふ
ん
わ
り
と
や
わ
ら
か
で
、
何
の
こ
だ
わ
り
も
不

足
も
な
く
、
澄
み
き
っ
た
張
り
き
っ
た
心
」
を
指
し

ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
世
に
現
わ
れ
た
偉
人

た
ち
は
、
そ
の
分
野
に
ス
ナ
オ
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
大
成
し
た
の
だ
と
力
強
く
述
べ
て
い
ま
す
。 

で
は
、
ス
ナ
オ
に
な
る
た
め
に
は
、
日
常
生
活

で
ど
の
よ
う
な
実
践
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
丸
山
敏
雄
は
著
書
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
記

し
て
い
ま
す
。 

 

「
ス
ナ
オ
」
、
こ
れ
は
万
物
万
象
を
そ
の
ま
ま
受

け
入
れ
る
心
で
あ
る
。
【
中
略
】
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
る
こ
と
が
「
ス
ナ
オ
の
陰
極
」
（
受
身
の
ス

ナ
オ
さ
の
極
点
）
で
あ
る
。
万
境
に
順
応
し
て
、

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
に
、
生
成
発
展
の

根
本
が
あ
る
。
大
き
な
発
動
は
、
大
き
な
受
容
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
『
歓
喜
の
人
生
』 

 

目
の
前
に
現
わ
れ
た
こ
と
を
す
べ
て
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
並
大
抵
の
心
境
で
は
で
き

な
い
で
し
ょ
う
。
特
に
嫌
な
こ
と
や
苦
手
な
も
の
、

ま
た
苦
難
が
目
の
前
に
や
っ
て
き
た
と
き
に
は
、

逃
げ
出
し
た
く
な
る
も
の
で
す
。 

し
か
し
、
そ
う
し
た
時
こ
そ
、
苦
難
を
真
正
面

か
ら
受
け
止
め
、
な
ぜ
こ
の
苦
難
が
や
っ
て
き
た

の
か
そ
の
本
質
を
見
極
め
、
一
つ
ひ
と
つ
正
し
く

切
り
開
い
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。 

 

先
人
が
培
っ
て
き
た
様
々
な
精
神
文
化
、
さ
ら

に
は
、
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
「
の
さ
り
」
の
よ
う

に
、
目
の
前
に
現
わ
れ
た
こ
と
を
天
か
ら
の
授
か

り
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 


