
孝
を 

忘
れ
た 

現
代 

毎
月
第

一
週
に
配
信
す
る

「今
週
の 

倫
理
」
で
は
、
倫
理
研
究
所
二
代
目
理

事
長
・
丸
山
竹
秋

（
一
九
二
一
―

一
九

九
九
）
の
こ
と
ば
を
掲
載
し
ま
す
。 

丸
山
竹
秋 

                            

 

分
は
親
孝
行
者
だ
」
と
う
ぬ
ぼ

れ
て
い
る
人
は
、
ま
ず
い
な
い 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「自
分
は
こ
の
よ

う
に
親
不
孝
者
だ
」
と
み
ず
か
ら
恥
じ

入
っ
て
い
る
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
も
「こ
の
点
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、

ま
だ
孝
行
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
具
体

的
に
省
み
て
い
る
人
が
、
は
た
し
て
ど

の
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
。 

 

例
え
ば
朝
起
き
た
と
き
に

「今
日
は
、

こ
の
よ
う
に
行
動
し
て
親
の
希
望
に
そ

う
よ
う
に
し
よ
う
」
と
か
、
夜
や
す
む

と
き
に

「今
日
は
ど
の
く
ら
い
親
の
願

い
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う

か
」
と
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
。
こ
う
し

た
実
践
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

ま
た
、
何
か
で
蹉
跌

（さ
て
つ
）
を
き

た
し
た
り
、
問
題
が
生
じ
て
迷
っ
た
と

き

「親
の
志
を
た
て
る
と
す
れ
ば
、
こ

う
や
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
」
と
、

解
決
の
手
が
か
り
を
そ
こ
に
見
出
だ
す

よ
う
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。 

「何
と
堅
苦
し
い
こ
と
か
。
そ
ん
な

の
は
ご
め
ん
だ
」
な
ど
と
反
発
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で

言
い
た
い
の
は

「親
孝
行
な
ん
か
誰
で

も
適
当
に
や
っ
て
い
る
よ
」
と
か

「何 

 

も
悪
い
こ
と
は
し
て
い
な
い
ん
だ
か
ら
、

孝
行
な
ど
と
と
り
た
て
て
目
く
じ
ら
を

た
て
る
必
要
は
な
い
」
な
ど
と
、
う
そ

ぶ
く
よ
う
な
態
度
は
や
め
た
ま
え
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。 

 

自
分
の
生
命
を
感
謝
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
生
命
の
元
（基
）
で
あ
る
親
に
感
謝

す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
建
築
で

も
基
礎

（も
と
）
を
な
し
て
い
る
土
台
を

大
切
に
し
な
い
と
家
は
成
り
た
た
な
い
。

ス
ポ
ー
ツ
、
芸
ご
と
、
勝
負
ご
と
、
芸

術
品
の
制
作
そ
の
他
、
何
で
も
基
本
動

作
、
基
礎
的
作
業
が
も
っ
と
も
大
切
で
、

こ
れ
を
無
視
し
て
は
す
べ
て
成
立
し
な

い
。
わ
が
生
命
の
元
で
あ
る
両
親
を
粗

末
に
し
、
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
ど
う

し
て
わ
が
生
命
活
動
が
健
全
に
な
さ
れ

得
る
で
あ
ろ
う
か
。
親
を
無
視
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
馬
鹿
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

我
が
生
命
は
ガ
タ
ガ
タ
に
崩
壊
し
て
い

く
の
で
あ
る
。 

親
子
と
い
っ
て
も
思
想
や
趣
味
や
生

き
方
そ
の
他
、
違
い
が
あ
る
の
は
当
然

だ
し
、
親
の
希
望
と
子
の
希
望
が
異
な

る
場
合
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
子
ど
も

自
身
と
し
て
は
、
な
る
べ
く
親
の
希
望

通
り
に
す
る
こ
と
を
第

一
に
志
す
の
が 

 

よ
い
。
頭
か
ら
親
の
望
み
を
否
定
し
て
、

自
分
の
希
望
だ
け
を
お
し
通
し
て
も
、

う
ま
く
は
い
か
な
い
。
親
の
希
望
を
ま

ず
受
け
入
れ
、
ど
う
し
て
も
自
分
は
こ

う
や
り
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
時
よ
く
話
し
合
い
を
し
て
許
し
て
も

ら
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
子
と
し
て
は
、

ス
ナ
オ
に
親
の
心
を
理
解
し
よ
う
と
、

す
ぐ
に
省
み
る
べ
き
だ
。 

 

親
自
身
と
し
て
は
、
子
に
対
し
て
感

情
的
に
な
っ
た
と
き
、
ま
ず
自
分
の
親

に
対
し
て
、
自
分
は
ど
う
で
あ
っ
た
か

を
ふ
り
か
え
る
こ
と
だ
。
こ
の
ふ
り
か

え
り
が

〝倫
理
〟
な
の
で
あ
る
。 

も
し
自
分
は
親
の
言
う
こ
と
は
よ
く

聞
い
た
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
わ
が
子
は

何
と
い
う
親
不
孝
者
だ
と
わ
が
子
を
非

難
す
る
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
。
自
分
の
気

が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
わ
が
親
に
対

し
て
、
そ
む
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

に
違
い
な
い
と
ふ
り
か
え
り
、
わ
が
子

が
わ
が
行
な
い
を
実
演
し
て
い
る
も
の

と
み
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
わ
が
親

へ
の

考
の
足
り
な
さ
を
思
う
と
き
、
わ
が
子

へ
の
真
の
愛
情
が
湧
き
出
る
の
で
あ
る
。 

（『世
紀
の
歩
調
』
よ
り
） 

今 週 の 倫 理  １０８４号 ２０１８.６.８ ～ ６.１４

今
月
の
テ
ー
マ  

え・城谷俊也 

「自 

親
の
子
、
子
の
親 


