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今週の 
 

倫理 

苦難と向き合うからこそ 

見えるものがある 

え・城谷俊也 

6月のテーマ ｜ 苦難と向き合う 

辞
書
で
「
苦
難
」
と
引
く
と
「
つ
ら
く
困
難
な

こ
と
」
や
「
苦
し
み
」
と
い
っ
た
意
味
が
並
び
、

お
世
辞
に
も
良
い
印
象
を
持
て
る
言
葉
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

も
ち
ろ
ん
「
苦
難
」
に
陥
る
こ
と
は
、
誰
し
も

自
ら
望
む
も
の
で
な
く
、
で
き
る
な
ら
ば
「
苦
難
」

と
遭
遇
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
願
う
も
の
で

す
。
も
し
「
苦
難
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、

一
日
も
早
く
逃
れ
た
い
と
思
う
の
が
普
通
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
少
し
視
点
を
変
え
て
、
人
生
や
仕

事
な
ど
に
お
い
て
苦
難
「
あ
り
」
と
「
な
し
」
の

場
合
を
比
較
す
る
と
、「
あ
り
」
の
方
が
そ
の
内
容

に
、
よ
り
深
み
が
出
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

偉
人
た
ち
の
人
生
が
、
す
べ
て
順
風
満
帆
で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
後
世
の
人
々
が
「
尊
敬
す
る
人

物
」
と
し
て
興
味
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

例
え
ば
、
戦
国
の
乱
世
を
平
定
し
た
徳
川
家
康

に
も
負
け
戦
が
何
度
も
あ
り
、
京
や
大
阪
と
違
い
、

当
時
は
未
開
発
だ
っ
た
江
戸
を
領
地
と
さ
せ
ら
れ

苦
労
し
た
一
面
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
文
学

作
品
の
題
材
と
な
り
、
偉
人
と
し
て
語
ら
れ
る
だ

け
の
魅
力
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

エ
ジ
ソ
ン
の
発
明
が
は
じ
め
か
ら
成
功
ば
か
り

で
、
松
下
幸
之
助
が
裕
福
な
幼
少
期
を
過
ご
し
て

い
た
ら
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
成
功
を
収
め
て
い
て
も

魅
力
に
乏
し
く
感
じ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

架
空
の
物
語
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
同
様
で
、
小

説
や
演
劇
、
映
画
や
ア
ニ
メ
な
ど
も
、
そ
の
ス
ト

ー
リ
ー
に
上
手
く
い
か
な
い
場
面
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
成
功
を
つ
か
む
過
程
が
、

面
白
か
っ
た
り
感
動
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
優
れ
た
能
力
を
持
つ
主
人
公
で
あ
っ

て
も
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
成
功
す
る
姿
し
か
な

い
の
で
は
面
白
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
こ
と
と
な
れ
ば
避
け
た

い
「
苦
難
」
も
、
自
分
を
離
れ
、
客
観
視
す
れ
ば
、

深
み
を
生
み
出
す
重
要
な
要
素
に
な
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
自
身
に
降
り

か
か
る
「
苦
難
」
も
、
演
劇
や
映
画
を
見
る
よ
う

に
、
一
歩
引
い
た
所
か
ら
冷
静
に
客
観
視
で
き
れ

ば
、
た
だ
「
つ
ら
い
」
と
か
「
苦
し
い
」
と
い
う
捉

え
方
だ
け
で
は
な
く
な
る
は
ず
で
す
。 

直
面
し
た
苦
し
み
に
慌
て
ふ
た
め
き
右
往
左
往

し
て
い
て
は
、
自
分
の
す
べ
き
こ
と
が
分
か
り
ま

せ
ん
。
目
の
前
に
好
転
の
機
会
が
訪
れ
て
も
気
づ

か
ず
に
、
せ
っ
か
く
の
好
機
を
取
り
逃
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

純
粋
倫
理
を
学
ぶ
と
『
万
人
幸
福
の
栞
』
の
第

二
条
「
苦
難
は
幸
福
の
門
」
と
い
う
言
葉
に
出
合

い
ま
す
。
こ
れ
は
「
苦
難
の
後
に
は
幸
福
が
来
る
」

と
い
っ
た
気
休
め
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
上
手
く
い
か
な
い
こ
と
が
起
き
る
の
は
、
必

ず
そ
う
な
る
「
原
因
」
と
「
意
味
」
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
探
り
、
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
「
原
因
」

を
改
善
し
「
意
味
」
を
分
か
っ
て
行
動
を
起
こ
す

か
ら
こ
そ
「
幸
福
」
に
至
る
の
だ
と
示
し
て
い
る

の
で
す
。 

一
般
的
に
「
苦
難
」
は
嫌
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
、

避
け
る
対
象
と
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
避
け

て
目
を
逸
ら
し
て
い
て
は
何
も
得
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
目
を
逸
ら
さ
な
い
か
ら
こ
そ
、
見
え
て

く
る
も
の
、
得
る
も
の
が
あ
る
と
認
識
し
、「
苦
難
」

に
真
正
面
か
ら
向
き
合
い
た
い
も
の
で
す
。 


