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今週の 
 

倫理 

「その時・その場・その人」  

に対峙する 

え・城谷俊也 

7月のテーマ ｜ 決めつけない 

昨
今
、
情
報
伝
達
機
器
の
発
達
に
よ
り
、
世
界

中
の
人
々
と
つ
な
が
り
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
業
種
に
よ
っ
て
は
外
国
人
従
業
員
を
雇
用
す

る
企
業
も
増
え
て
い
ま
す
。 

国
が
変
わ
れ
ば
多
く
の
物
事
に
違
い
が
生
じ
る

こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

海
外
の
人
と
接
す
る
中
で
、
そ
の
違
い
に
戸
惑
っ

た
経
験
を
お
持
ち
の
読
者
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、
顔
つ
き
や
体
格
、
言
語
と
い
っ
た
目
に

見
え
る
違
い
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
生

活
す
る
人
々
が
長
年
に
わ
た
っ
て
大
切
に
し
、
醸

成
さ
れ
て
き
た
文
化
や
風
習
、
道
徳
観
と
い
っ
た

目
に
見
え
に
く
い
違
い
も
あ
り
ま
す
。 

世
界
の
ト
ッ
プ
企
業
を
顧
客
に
持
ち
、
国
際
的

に
通
用
す
る
人
材
の
育
成
に
尽
力
し
て
い
る
渥
美

育
子
氏
は
、
そ
の
豊
富
な
経
験
か
ら
、
異
文
化
交

流
に
お
い
て
は
、
自
国
文
化
の
理
解
や
語
学
力
も

重
要
で
あ
る
が
、
「
い
か
に
全
体
を
把
握
す
る
か
」

が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
渥
美
氏
が
開
発
し
た

「
渥
美
育
子
式
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
」
の
中
で
提
唱

さ
れ
て
い
る
の
が
「
４
つ
の
文
化
コ
ー
ド
」
で
す
。 

４
つ
の
文
化
コ
ー
ド
と
は
、
①
欧
米
諸
国
や
北

欧
の
国
々
に
み
ら
れ
る
法
律
や
ル
ー
ル
・
ノ
ウ
ハ

ウ
を
重
視
す
る
「
リ
ー
ガ
ル
・
コ
ー
ド
」
、
②
日
本

を
含
む
ア
ジ
ア
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
見
ら

れ
る
人
間
関
係
や
道
徳
観
に
価
値
の
中
心
を
置
く

「
モ
ラ
ル
・
コ
ー
ド
」
、
③
中
東
諸
国
等
に
見
ら
れ

る
神
の
教
え
に
価
値
の
中
心
を
置
く
「
レ
リ
ジ
ャ

ス
・
コ
ー
ド
」
。
さ
ら
に
④
と
し
て
、
歴
史
や
地
理

の
関
係
か
ら
①
～
③
が
混
ざ
り
あ
っ
た
「
ミ
ッ
ク

ス
・
コ
ー
ド
」
を
加
え
て
、
世
界
を
４
つ
の
文
化

圏
に
大
別
し
て
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
が
認
識
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
日
々

の
生
活
の
中
で
判
断
基
準
や
行
動
指
針
と
し
て
い

る
価
値
の
中
心
や
善
い
と
思
っ
て
い
る
基
準
が
、

時
代
や
場
所
が
変
わ
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
変
わ

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。 

ま
た
、
そ
の
価
値
観
も
自
分
の
立
ち
位
置
に
よ

っ
て
は
、
何
が
正
し
く
て
何
が
間
違
っ
て
い
る
と

い
う
受
け
止
め
方
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

そ
れ
は
、
国
の
違
い
だ
け
で
な
く
、
同
じ
地
域

に
暮
ら
し
、
身
近
に
接
し
て
い
る
人
同
士
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
経
験
に
よ
っ
て
、
同
じ
事
象

に
対
し
て
異
な
る
考
え
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
異
な
る
考
え
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
進
歩
し
て
発
展
し
て
き

た
の
で
す
。 

昨
今
で
は
、
あ
る
集
団
の
中
で
異
な
る
特
徴
や

特
性
を
持
つ
人
々
が
共
存
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
能
力
や
考
え
方
を
活
か
す
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

（
多
様
性
）
」
と
い
う
考
え
方
が
広
く
認
知
さ
れ
る

時
代
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

そ
う
し
た
時
代
の
中
で
大
切
な
こ
と
は
、「
そ
れ

ぞ
れ
に
違
い
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
争
い
の
種

に
せ
ず
、
成
長
の
足
掛
か
り
に
し
て
い
く
こ
と
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
、

「
そ
の
時
」
、
「
そ
の
場
」
、
「
そ
の
人
」
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
く
か
。
そ
れ
が
良
好
な
人

間
関
係
を
構
築
し
、
安
定
し
て
事
業
を
前
に
進
め

る
上
で
重
要
な
の
で
す
。 

〈
自
分
の
常
識
が
す
べ
て
正
し
い
〉
と
決
め
つ

け
ず
、
広
い
視
野
を
持
っ
て
周
囲
と
協
調
し
な
が

ら
日
々
を
送
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 


