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書
　

評『
民
間
人
保
護
の
倫
理
』
書
評
へ
の
応
答

眞
　

嶋
　

俊
　

造

多
く
の
場
合
、
書
評
は
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
著

者
に
応
答
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ

る
。
ま
ず
は
、
拙
著
の
論
評
を
し
て
い
た
だ
い
た
評
者

に
、
ま
た
論
評
に
つ
い
て
応
答
す
る
貴
重
な
機
会
を
設

け
て
い
た
だ
い
た
『
社
会
と
倫
理
』
編
集
担
当
者
に
お

礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
以
下
の
応
答
が
、
読
み
手
を
介

し
て
評
者
と
の
双
方
向
的
な
議
論
を
提
供
し
、
相
互
理

解
を
深
め
る
こ
と
に
資
す
る
と
し
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

さ
て
、
多
く
の
点
に
お
い
て
拙
著
の
至
ら
ぬ
点
を
喝

破
す
る
よ
う
な
論
者
の
炯
眼
に
感
服
す
る
と
と
も
に
、

ま
た
時
と
し
て
厳
し
い
批
判
を
賜
る
こ
と
が
で
き
非
常

に
あ
り
が
た
く
思
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
拙
著
で
は
カ

バ
ー
し
き
れ
な
か
っ
た
、
ま
た
は
伝
え
き
れ
な
か
っ
た

論
点
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
特

に
、
書
評
を
読
ん
で
「
戦
争
」
概
念
の
難
し
さ
を
痛
感

し
た
。
著
者
と
評
者
を
含
む
人
々
が
抱
く
「
戦
争
」
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
思
い
描
く
「
戦
争
」
観
を

規
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
戦
争
」
を
ど
う
捉
え
る

か
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
。「
戦
争
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
多
様
で
あ
り
、
ま
た
時
と
し
て
人
々
の
間

で
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、「
戦
争
」
観

の
み
な
ら
ず
、「
戦
争
」
と
い
う
も
の
の
認
識
の
相
違

を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
論
者
と
筆
者

が
そ
れ
ぞ
れ
念
頭
に
置
く
「
戦
争
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
も

差
異
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
る
武
力
紛
争
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
が
論
評
の
中

で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
引
用
か
ら
我
々
は
あ
る

特
定
の
イ
メ
ー
ジ
（
そ
れ
ら
は
我
々
の
間
で
異
な
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
を
抱
く
。
で
は
、
次
の
も
う

ひ
と
つ
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
与
え
る
だ
ろ
う
か
。

内
陸
の
農
業
地
帯
で
生
ま
れ
育
ち
、
そ
れ
ま
で
一
度

も
国
外
に
出
た
り
親
元
か
ら
離
れ
た
り
し
た
経
験
の

な
い
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
19
歳
の

新
年
兵
が
、
自
分
に
似
た
境
遇
の
多
く
の
僚
友
と
共

に
、
数
千
マ
イ
ル
も
離
れ
た
地
球
の
裏
側
の
ど
こ
か

に
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
名
前
す
ら
聞
い
た
こ
と

が
な
か
っ
た
国
に
送
ら
れ
た
。
基
地
に
は
朝
昼
な
く

迫
撃
砲
が
撃
ち
込
ま
れ
、
毎
日
の
よ
う
に
自
爆
攻
撃

や
I 

E 

D
で
僚
友
が
死
傷
し
て
い
る
。
衛
星
電
話

越
し
で
友
人
の
ゴ
シ
ッ
プ
と
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
話
し

か
し
な
い
郷
里
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
は
、
こ
こ
と
は

違
う
日
常
を
生
き
て
い
る
よ
う
だ
。
あ
る
晩
、
基
地

の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
る
と
、
遠
く
か
ら
猛
ス
ピ
ー

ド
で
乗
用
車
が
向
か
っ
て
く
る
。
止
ま
る
よ
う
に
叫

ん
で
も
車
の
ス
ピ
ー
ド
は
落
ち
な
い
。
銃
声―

隣

に
い
た
僚
友
が
発
砲
。
そ
れ
が
合
図
と
な
り
、
警
備

に
あ
た
っ
て
い
た
全
員
が
一
斉
に
車
に
向
か
っ
て
射

撃
を
開
始
し
た
。
弾
が
尽
き
る
と
同
時
に
、
車
は

ゆ
っ
く
り
と
停
ま
っ
た
。
注
意
深
く
後
部
ド
ア
を
開

け
る
と
、
座
席
に
は
血
ま
み
れ
に
な
っ
た
臨
月
の
妊

婦
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
彼
女
は
分
娩
の
た
め
に
急

い
で
病
院
に
向
か
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
に
ど
の
よ
う
な
戦
争
の
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
2
つ
の
異
な
る

ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
が
（「
戦
争
は
残
酷
」
と
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
を
除
け
ば
）
必
ず
し
も
同
じ
イ
メ
ー
ジ
を
与

え
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、

「
戦
争
」
を
考
え
、
ま
た
論
じ
る
際
に
は
、
ど
の
立
場

か
ら
ど
の
よ
う
な
「
戦
争
」
を
語
る
か
に
つ
い
て
自
覚

的
に
な
る
こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
前
提
に

な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
い
く
つ
か
の
点
で
著
者
の
立
場
を
明
確
し
、

応
答
を
行
い
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
拙
著
が
「
現
場
で
最

も
深
刻
な
倫
理
的
問
題
を
迂
回
し
て
い
る
」
と
い
う
指

摘
に
つ
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
の
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
の
混
乱
し
た
状
況
で
現
場
の
司
令
官
は
ど
う
す
る
べ

き
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
の
「
現
場
に
お
け
る
実

践
的
な
対
処
法
」
と
し
て
の
解
決
策
を
提
示
し
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
著
者
は
、
論
者
の
い
う
「
現
場
で
最
も

深
刻
な
倫
理
的
問
題
」
に
つ
い
て
答
え
を
出
す
意
図
を

持
っ
て
い
な
い
し
、
で
き
な
い
し
、
す
べ
き
で
は
な
い

と
考
え
て
い
る
。
倫
理
学
の
第
一
義
的
な
仕
事
は
、
問
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題
の
所
在
を
同
定
し
、
整
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
拙
著

に
お
い
て
は
こ
の
目
的
が
一
応
は
達
成
さ
れ
た
と
考
え

る
。
多
く
の
倫
理
学
者
は
、（
応
用
）
倫
理
学
が
「
現

場
」
に
お
い
て
具
体
的
な
問
題
解
決
を
指
示
・
指
令
を

行
う
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、ま
た
、「
現
場
」

で
の
実
践
的
な
対
処
法
や
解
決
策
に
つ
い
て
「
上
か
ら

目
線
」
で
説
教
す
る
意
味
は
な
い
し
、
そ
う
す
べ
き
で

は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
し

た
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
は
倫
理
学
者
と
し
て
の
越
権
で

あ
り
、
傲
慢
で
あ
り
、
不
遜
で
す
ら
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
何
ら
か
の
極
め
て
特
殊
で
例
外
的
な
場
合
（
例
え

ば
、「
現
場
」
の
司
令
官
が
過
去
に
主
要
な
研
究
大
学

院
大
学
で
規
範
倫
理
学
理
論
を
専
門
と
し
て
博
士
号
を

取
得
し
て
い
る
）
を
除
い
て
、
倫
理
学
が
「
現
場
」
で

の
問
題
解
決
に
直
結
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ

う
。
当
然
な
が
ら
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
例
外
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
司
令
官
は
必
ず
し
も
倫
理
学
者
と
し
て
判

断
や
言
動
を
行
う
の
で
は
な
く
、
倫
理
学
的
素
養
を
判

断
や
決
定
の
た
め
の
考
え
る
糧
と
し
、
そ
れ
を
前
提
と

し
つ
つ
も
あ
く
ま
で
も
軍
事
専
門
職
業
人
と
し
て
行
動

す
る
だ
ろ
う
。
実
践
に
か
か
わ
る
倫
理
学
の
貢
献
は
、

「
現
場
」
で
起
こ
る
問
題
に
具
体
的
な
対
処
法
や
解
決

策
を
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
問
題
を
整
理
す
る
こ

と
に
あ
る
と
い
え
る
。

倫
理
学
を
学
び
た
て
の
学
生
は
、「
答
え
は
何
で
す

か
？
」
と
い
う
よ
う
に
「
正
解
」（
そ
れ
は
往
々
に
し

て
「
唯
一
か
つ
具
体
的
で
普
遍
的
」
と
し
て
考
え
ら
れ

が
ち
な
も
の
）
に
飛
び
つ
き
た
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

あ
た
か
も
、
数
学
に
お
い
て
そ
れ
に
辿
り
着
く
こ
と
が

で
き
る
か
の
よ
う
に
、
倫
理
学
を
学
ぶ
と
倫
理
的
な

「
唯
一
の
か
つ
具
体
的
で
普
遍
的
な
正
解
」
が
得
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
。
も
ち
ろ
ん
、
倫
理
学

に
お
い
て
こ
う
い
っ
た
「
正
解
」
を
求
め
る
こ
と
が
常

に
間
違
い
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
常
に
そ
の
よ
う

な
「
正
解
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
求
め
る
と
い
う
行
動
様

式
を
と
る
こ
と
は
、
倫
理
学
と
い
う
学
問
に
お
け
る
固

有
の
特
性―

つ
ま
り
、
道
徳
判
断
や
そ
の
理
由
づ
け

に
お
け
る
多
元
性
を
否
定
し
な
い
こ
と―

を
見
過
ご

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、「
紙
の
上
で
戦
争
を
論
じ
、
紙
の

上
で
し
か
通
用
し
な
い
議
論
は
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
に
し

な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
応
答
し

た
い
。
著
者
が
疑
問
に
思
う
こ
と
は
、
果
た
し
て
論
者

は
ど
の
よ
う
な
「
議
論
」
を
代
替
と
考
え
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
少
な
く
と

も
私
に
は
論
評
に
お
い
て
そ
の
素
描
す
ら
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
主
張
が
戦
争

と
平
和
の
倫
理
を
研
究
す
る
倫
理
学
者
へ
の
批
判
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
説
得
力
の
あ
る
も
の

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
基
本
的
に
倫
理
学
者
の

学
術
的
活
動
は
、
抽
象
的
な
思
考
を
机
上
で
行
い
、
そ

れ
を
記
述
し
、
議
論
を
組
み
立
て
、
ま
た
批
判
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
様
式

は
、
部
分
的
に
は
思
考
・
分
析
優
位
の
活
動
と
い
う
倫

理
学
が
持
つ
固
有
の
特
性
に
依
拠
し
、
ま
た
部
分
的
に

は
多
く
の
倫
理
学
者
の
好
む
（
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ

m
odus operandi

な
）
と
こ
ろ
で
あ
る
。
倫
理
学
の
一

分
野
で
あ
る
応
用
倫
理
学―

そ
こ
に
は
戦
争
倫
理
学

や
軍
事
倫
理
学
も
ま
た
含
ま
れ
、
当
然
な
が
ら
民
間
人

保
護
の
倫
理
も
含
ま
れ
る―

が
理
論
と
実
践
の
架
橋

を
標
榜
す
る
（
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
応
用
倫

理
学
の
存
在
意
義
で
あ
り
、
ま
た
存
在
理
由
で
す
ら
あ

る
）
な
ら
ば
、
肱
掛
椅
子
に
座
っ
て
「
紙
の
上
で
戦
争

を
論
じ
、
紙
の
上
で
し
か
通
用
し
な
い
議
論
」
を
展
開

す
る
倫
理
学
は
意
味
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
　

著
者

は
そ
う
思
わ
な
い
。
紙
の
上
で
し
か
で
き
な
い
議
論

は
、
人
間
の
知
の
形
成
と
蓄
積
に
お
い
て
必
要
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
れ
は
紙
の
上
で
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き

る
特
権
で
も
あ
る
。「
正
義
」
の
概
念
や
そ
の
基
礎
付

け
な
く
し
て
、
評
者
の
い
う
、
人
間
は
「
少
し
で
も
正

し
く
あ
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
「
正

し
く
」と
は
何
か
を
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
も
し
論
者
の
い
う
「
現
場
」
が
紙
の

上
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
い
な
い
よ
う
な
「
現
場
」
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
「
現
場
」
で
は
行
為
者
間
の
相
互
理

解
可
能
性
が
担
保
さ
れ
ず
、
時
と
し
て
空
疎
と
な
り
、

ま
た
時
と
し
て
混
乱
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
は
な
か
ろ
う

か
。
戦
争
と
平
和
を
め
ぐ
る
倫
理
学
が
理
論
と
実
践
の

架
橋
を
目
指
す
こ
と
は
、
そ
の
存
在
意
義
と
存
在
理
由

に
か
か
わ
る
。
他
の
学
問
分
野
や
領
域
専
門
家
と
の
協

働
に
お
い
て
、
倫
理
学
者
は
そ
の
学
問
的
特
質
上
専
門
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と
す
る
事
柄
に
つ
い
て
分
業
を
担
い
、
紙
の
上
（
だ
け

で
は
な
く
、
頭
の
中
や
、
他
者
と
の
議
論
）
に
お
い
て

戦
争
と
平
和
に
か
か
わ
る
概
念
の
整
理
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
全
体
と
し
て
の
協
働
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
を

責
務
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
学
際
研
究
に
お
け
る

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
い
う
倫

理
学
者
の
ひ
と
つ
の
あ
る
べ
き
像
を
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

最
後
に
、
拙
著
の
議
論
に
対
し
て
真
摯
に
向
き
合
っ

て
い
た
だ
き
、
建
設
的
な
批
評
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た

幸
を
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
著
者
が
考
え
及
ば
な
か
っ
た

視
点
や
論
点
に
つ
い
て
の
指
摘
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た

幸
を
、
改
め
て
評
者
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
こ
れ
ら

を
今
後
の
研
究
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
評
者

か
ら
の
激
励
と
期
待
に
対
し
て
著
者
が
果
た
す
べ
き
責

務
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。


