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絵・わたなべじゅんじ 

今週の今週の今週の今週の    

倫理倫理倫理倫理    

日本人日本人日本人日本人のののの伝統的伝統的伝統的伝統的なななな    

倫理観倫理観倫理観倫理観にににに立立立立ちちちち返返返返るるるる    

私
た
ち
人
間
は
、
個
々
人
の

「考
え
方
」
と
い
う

も
の
が
、
そ
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え
ま
す
。 

例
え
ば

「夫
婦
は
仲
良
く
協
力
す
る
こ
と
が
い
い
」

と
い
う
考
え
方
は
、
「共
に
暮
ら
す
」
と
い
う
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
を
選
ば
せ
ま
す
。
人
は

〈何
が
良
い
こ
と

な
の
か
〉
を
考
え
、
そ
れ
に
従

っ
て
行
動
を
決
定
し

て
い
き
ま
す
。
そ
の

「良
い
こ
と
」
の
価
値
基
準
は

国
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。 

日
本
人
の
倫
理
観
は
、
自
然
を
愛
し
た
古
代
日
本

人
の
心
情
を
基
調
と
し
、
そ
の
後
、
伝
来
し
た

『
論

語
』
な
ど
の
言
葉
を
当
て
は
め
て
説
明
さ
れ
ま
す
。 

①
古
代
に
お
い
て
は
、
太
陽
を
崇
拝
し
、
自
然
と
共

に
生
き
る
大
ら
か
な
考
え
方
が
人
々
の
倫
理
観
の

中
心
で
し
た
。 

②
奈
良
・平
安
時
代
に
入
る
と
、
鎮
護
国
家
と
し
て
、

仏
教
を
持

っ
て
国
家
を
治
め
る
よ
う
に
な
り
、
仏

教
思
想
が
人
々
の
倫
理
観
に
大
き
く
影
響
を
与
え

て
い
き
ま
し
た
。 

③
江
戸
時
代
に
は
、
儒
教
の
ひ
と
つ
で
あ
る
朱
子
学

を
中
心
に
仏
教
や
神
道
な
ど
の
影
響
を
強
く
受
け

て
倫
理
観
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
武
士
道
で

は

「努
力
」
「忍
耐
」
と
い
っ
た
修
業
的
性
格
を
美

徳
と
し
て
い
ま
し
た
。
庶
民
間
で
は

「石
門
心
学
」

と
い
っ
た
商
人
道
徳
が
栄
え
、
町
人
と
し
て
の
経

験
を
踏
ま
え
た
倫
理
観
が
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。 

④
明
治
以
降
、
西
洋
の
価
値
観
が
移
入
さ
れ
、
思
想

の
混
乱
期
を
迎
え
ま
す
。
日
本
人
と
し
て
の
生
き

方
や
倫
理
観
を
明
確
に
示
す
必
要
に
迫
ら
れ
、
政

府
は
教
育
勅
語
を
日
本
人
の
倫
理
観
と
し
て
学
校

で
教
え
ま
し
た
。 

⑤
戦
後
に
お
い
て
は
、
無
意
識
的
に
伝
統
的
道
徳
に

従

っ
て
行
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
日

本
人
の
倫
理
観
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
現

在
、
伝
統
的
な
倫
理
観
が
喪
失
し
た
状
態
で
あ
る

こ
と
に
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
人
の
倫
理
観
の
変
遷
に
は
素
晴
ら
し
い
も
の

が
あ
り
ま
す
が
、
弱
点
も
あ

っ
た
の
で
す
。
倫
理
研

究
所
創
立
者

・
丸
山
敏
雄
は
そ
の
弱
点
を
、
「最
も
重

大
な
こ
と
は
、
道
徳
と
幸
不
幸
と

一
致
せ
ぬ
、
と
い

う
こ
と
」
（『
万
人
幸
福
の
栞
』
）
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

  

ド
イ
ツ
の
大
哲
学
者
カ
ン
ト
は
、
人
間
の
行
な
う

善
悪
と
幸
不
幸
の

一
致
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
求
め

ら
れ
な
い
と
主
張
し
ま
し
た
。
ど
れ
ほ
ど
の
善
を
行

な
お
う
と
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
の
悪
を
行
な
お
う
と
、

幸
福
に
な
る
か
不
幸
に
な
る
か
と
は
、
結
び
つ
か
な

い
と
い
う
の
で
す
。 

  

し
か
し
丸
山
敏
雄
は
そ
れ
に
異
を
唱
え
ま
し
た
。

道
徳
と
幸
福
が

一
致

〈徳
福

一
致
〉
す
る
生
活
法
則

を

「発
掘
」
す
る
こ
と
で
、
最
高
善
を
追
求
し
て
い

っ
た
の
で
す
。 

生
活
法
則
は
、
次
第
に
姿
、
形
を
整

え
て
き
ま
し
た
。
や
が
て
敗
戦
を
機
に
、
丸
山
敏
雄

は
そ
の
生
活
法
則
を
世
に
示
し
、
道
義
の
再
建
を
期

し
た
社
会
教
育
運
動
、
す
な
わ
ち
倫
理
運
動
を
推
進

す
る
決
意
を
固
め
た
の
で
す
。 

丸
山
敏
雄
が
追
い
求
め
た

「最
高
善
」
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

「
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
ど

の
よ
う
に
行
な

っ
て
も
、
人
を
幸
福
に
し
、
己
も
幸

福
に
な
る
善
」
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
悪
し
き
習
慣

と
し
て
、
「例
え
ば
、
心
配
し
な
が
ら
、
結
果
を
予
想

し
な
が
ら
、
事
に
当
た
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で

あ
る
。
（中
略
）
し
か
し
、
こ
ん
な
心
持
で
し
た
事
は
、

必
ず
結
果
が
よ
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

真
に
正
し
い
こ
と
と
は
、
ま
ず
自
分
が
救
わ
れ
、

そ
れ
と

一
緒
に
人
が
救
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
自
分
の

掲
げ
た
燈
火
に
よ
っ
て
人
を
も
ま
た
救
う
。
世
の
中

を
光
明
に
導
く
火(

善)

を
追
い
求
め
た
い
も
の
で
す
。 


