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近
年
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
倫
理
思
想
・
倫
理
理
論
と
し
て
多
く
の
注
目
を
浴
び
る
立
場
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
擁

護
者
の
多
く
は
、
ケ
ア
の
倫
理
を
、
他
の
道
徳
的
な
思
考
様
式
を
補
完
な
い
し
改
善
す
る
う
え
で
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
と
見
な
す
の

み
で
、
道
徳
全
般
に
つ
い
て
の
独
り
立
ち
し
た
理
論
と
ま
で
は
見
な
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
見
方
と
は
対
照
的
に
、
本
書
で
は
、
ケ
ア

の
倫
理
に
よ
っ
て
、
個
人
と
政
治
の
両
方
に
関
連
す
る
道
徳
に
つ
い
て
包
括
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き

で
あ
る
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
包
括
的
な
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
で
、
ケ
ア
の
倫
理
が
現
代
の
カ
ン
ト
的
な
自
由
主
義
と
単
に

折
り
合
わ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。（
そ
の
過
程
で
、
帰
結
主
義
や
新
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主

義
的
な
徳
倫
理
学
に
対
し
て
、
な
ぜ
私
が
慎
重
な
立
場
を
と
る
の
か
、
そ
の
理
由
も
い
く
ら
か
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。）

　

私
は
、
共
感
と
い
う
観
点
か
ら
妊
娠
中
絶
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
以
来
、
長
年
、
本
書
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取

り
組
ん
で
き
た
。
執
筆
は
そ
れ
ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
草
稿
の
か
な
り
の
部
分
を
や
む
な
く
削
除
し
た
も
の
の
、
最

終
的
に
は
、
そ
こ
で
削
除
し
た
箇
所
は
本
書
の
基
礎
と
な
る
部
分
と
し
て
書
き
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
書
で
の
議
論
が
正
し
い

道
筋
を
辿
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
今
後
さ
ら
に
考
察
し
詳
述
す
べ
き
問
題
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ケ
ア
倫
理
学

者
は
、
本
書
に
よ
っ
て
恩
恵
を
得
る
は
ず
だ
と
私
は
考
え
る
。
ケ
ア
の
倫
理
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
一
般
的
に
思
わ
れ
て
い
る
以
上
に
、
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論
争
を
巻
き
起
こ
す
の
み
な
ら
ず
、
理
論
と
し
て
も
有
望
で
あ
る
と
い
う
点
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。

　

ケ
ア
の
倫
理
は
社
会
の
既
存
の
あ
り
方
を
肯
定
す
る
の
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
実
現
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
っ
た
疑
念
が
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
書
で
は
、
事
実
が
ま
さ
に
そ
の
正
反
対
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ケ
ア
の
倫
理
は
、
共
感
と
い
う
要
素
を
重
視
し
共
感
概
念
を
体
系
的
に
用
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
家
父
長
的
な
考
え
や
制
度
の
問
題

点
を
、
極
め
て
説
得
的
か
つ
未
来
志
向
的
な
仕
方
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
こ
で
は
共
感
と
い
う
概
念
が
、〔
正
／
不
正
と

い
っ
た
〕
道
徳
的
な
区
別
を
す
る
際
の
新
た
な
一
般
的
規
準
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
し
て
ケ
ア
の
倫
理
が
、
昨
今
の
心
理
学
に
お
け
る
共

感
研
究
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
道
徳
教
育
に
関
す
る
（
あ
る
種
の
）
体
系
的
説
明

─
従
来
の
ケ
ア
倫
理
に
は
欠
け
て
い
た
説
明

─

を
ど
う
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
、
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
ケ
ア
の
倫
理
に
共
感
の
概
念
は
ま
さ
に
不
可
欠
な
の
で
あ
り
、
本

書
の
タ
イ
ト
ル
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
点
な
の
で
あ
る
。
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二　

共
感
に
基
づ
く
ケ
ア
の
倫
理
の
構
築
─
本
書
の
功
績

二
・
一　

規
範
倫
理
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
ケ
ア
の
倫
理

　

ス
ロ
ー
ト
は
、
本
書
『
ケ
ア
の
倫
理
と
共
感
』
に
お
い
て
、
前
著
で
の
感
情
主
義
的
徳
倫
理
学
を
ケ
ア
の
倫
理
と
し
て
さ
ら
に
洗
練
さ

せ
る
こ
と
で
、
ケ
ア
の
倫
理
を
規
範
倫
理
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
展
開
す
る
に
至
る
。

　

規
範
倫
理
学
は
、
道
徳
的
な
判
断
の
根
拠
を
探
究
す
る
倫
理
学
の
主
要
領
域
で
あ
り
、
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
前
提
に
さ
れ
て
い
る
行

為
の
正
／
不
正
、
責
務
の
有
／
無
、
慣
習
や
制
度
の
正
義
／
不
正
義
と
い
っ
た
道
徳
上
の
区
別
に
関
し
て
、
そ
の
根
拠
や
規
準
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
試
み
る
。
例
え
ば
ス
ロ
ー
ト
自
身
が
論
じ
て
い
る
具
体
例
を
用
い
る
な
ら
、「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
不
正
に
あ
た
る
」「
目
の

前
で
苦
し
ん
で
い
る
子
ど
も
を
助
け
る
責
務
が
あ
る
」「
性
差
別
的
な
慣
習
は
正
義
に
適
っ
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
道
徳
的
判
断
は
、
そ

れ
ぞ
れ
順
番
に
、
行
為
の
正
／
不
正
、
責
務
の
有
／
無
、
慣
習
や
制
度
の
正
義
／
不
正
義
と
い
っ
た
道
徳
上
の
区
別
を
前
提
に
し
て
い
る
。

規
範
倫
理
学
は
、
そ
う
い
っ
た
道
徳
的
区
別
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

　

規
範
倫
理
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
義
務
論
、
功
利
主
義
、
徳
倫
理
学
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ス
ロ
ー
ト
の
本
書
に
お
け

る
最
大
の
貢
献
は
、
こ
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
加
え
て
、
ケ
ア
の
倫
理
も
ま
た
、
同
様
に
有
力
な
規
範
倫
理
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る

こ
と
を
示
す
精
緻
な
哲
学
的
議
論
を
展
開
し
た
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
こ
そ
が
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
は
見
い
だ
せ
な
い

ス
ロ
ー
ト
の
独
自
の
貢
献
に
な
っ
て
い
る
。
い
く
ら
か
踏
み
込
ん
で
説
明
し
よ
う
。

　

前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
ケ
ア
の
倫
理
は
、
女
性
に
多
く
見
ら
れ
る
道
徳
的
経

験
を
不
当
に
周
縁
化
す
る
主
流
の
倫
理
学
に
対
す
る
、
根
本
的
な
異
議
申
し
立
て
で
あ
り
、
そ
の
革
新
性
は
、
ど
ん
な
に
強
調
し
て
も
し

す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
道
徳
発
達
理
論
に
特
徴
的
な
「
正
義
の
倫
理
」
に
お
い
て
は
、

他
者
か
ら
分
離
独
立
し
た
強
い
個
人
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
個
々
人
が
、
一
般
化
可
能
な
道
徳
的
原
則
に
基
づ
い
て
自
分
の
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振
る
舞
い
を
理
性
的
に
律
す
る
こ
と
が
、
理
想
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
考
え
で
は
、
伝
統
的
な
正
義

の
倫
理
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
多
く
の
場
合
、
男
性
に
頻
繁
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
女
性
に
よ
り
よ
く
見
い
だ
さ
れ
る
、
具
体

的
で
個
別
な
倫
理
的
配
慮
の
重
要
性
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
。
ギ
リ
ガ
ン
も
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
も
、
私
た
ち
が
一
人
で
は
生
き
て
い
け

な
い
よ
う
な
傷
つ
き
や
す
さ
を
抱
え
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
重
く
受
け
止
め
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
な
事
情
を

抱
え
、
一
般
的
原
則
で
は
捉
え
き
れ
な
い
よ
う
な
入
り
組
ん
だ
現
実
を
生
き
て
い
る
、
と
考
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
倫
理
的
対
応
に
お
い
て

は
、
相
手
か
ら
発
さ
れ
る
声
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
、「
相
手
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
個
別
の
ニ
ー

ズ
を
抱
え
て
い
る
の
か
」
に
関
し
て
、
具
体
的
か
つ
繊
細
に
理
解
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
で
の
ニ
ー
ズ
に
責
任
を
も
っ
て
応
答
す
る
こ
と

が
、
極
め
て
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
ロ
ー
ト
自
身
の
倫
理
学
も
彼
女
た
ち
の
こ
う
い
っ
た
発
想
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
発
達
心
理
学
、
教
育
学
に
お
い
て
研
鑽
を
積
ん
で
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
道
徳

哲
学
に
お
い
て
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
規
範
倫
理
学
の
主
要
な
問
い

─
行
為
の
正
／
不
正
、
責
務
の
有
／
無
、
社
会
的
慣
習
や
制
度

の
正
義
／
不
正
義
と
い
っ
た
道
徳
上
の
区
別
が
、
ど
の
よ
う
な
規
準
・
根
拠
に
基
づ
い
て
正
当
化
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
い
等

─
に

真
正
面
か
ら
答
え
る
形
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ギ
リ
ガ
ン
も
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
も
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的

な
規
範
倫
理
学
の
枠
組
み
に
縛
ら
れ
な
い
問
題
関
心
の
広
さ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
（
そ
し
て
現
行
の
）
男
性
中
心
主
義
的
な
倫
理
学
を
相

対
化
す
る
よ
う
な
革
新
的
な
貢
献
を
な
し
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
「
倫
理
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
不
変
の
定

義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
常
に
時
代
状
況
の
中
で
批
判
的
に
再
解
釈
な
い
し
更
新
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
ス
ロ
ー
ト
は
、
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
深
い
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
彼
女
た
ち
が
示
さ
な
か
っ
た
点
、
す
な
わ

ち
ケ
ア
の
倫
理
の
方
向
性
が
、
規
範
倫
理
学
に
お
け
る
伝
統
的
な
問
い
に
応
答
す
る
う
え
で
も
有
効
だ
と
い
う
点
を
示
し
て
い
く
。
そ
れ

ゆ
え
ス
ロ
ー
ト
は
、
ケ
ア
の
倫
理
を
、
他
の
主
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
規
範
理
論
と
し
て
擁
護
す
る
と
い
う
課
題

に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
点
で

─
ギ
リ
ガ
ン
が
本
書
の
そ
の
よ
う
な
画
期
性
を
高
く
評
価
し
た
よ
う
に

─
極
め
て
独
創
的
で
あ
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
本
書
が
、
専
門
性
の
高
い
哲
学
的
議
論
へ
と
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、
本
書

の
内
容
は
、
読
者
が
倫
理
学
の
基
礎
知
識
を
い
く
ら
か
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン

グ
ズ
の
著
書
と
比
べ
て
難
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
ケ
ア
の
倫
理
を
規
範
倫
理
学
の
一
つ
の
有
力
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
確
立

す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
道
徳
哲
学
者
と
共
通
の
土
壌
で
論
戦
を
張
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
哲
学
者
が
用
い
て
き
た
技
巧
的

な
事
例
を
も
と
に
、
緻
密
な
議
論
が
抽
象
的
に
展
開
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
本
書
の
内
容
を
章
ご
と
に
、
重
要
だ
と
思

わ
れ
る
論
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
、
解
説
し
て
い
き
た
い
。
な
お
本
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
や
論
証
全
体
は
、
も
っ
と
複
雑
で
錯
綜
し

て
い
る
が
、
以
下
で
は
分
か
り
や
す
さ
を
重
視
し
て
議
論
が
単
純
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お
く
。




