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現
代
世
界
は
ま
す
ま
す
刑
罰
を
厳
し
く
、
多
く
科
す
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
増
え
続
け
る
罰
は
、
不
平
等
に
配
分

さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
こ
の
傾
向
に
つ
い
て
、
法
学
や
司
法
制
度

内
部
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
在
り
方
の
問
題
と
し

て
私
た
ち
は
ど
う
考
え
る
か
と
問
い
か
け
、
そ
の
道
筋
を
示
す
コ

ン
パ
ク
ト
な
著
作
で
あ
る
。

　
著
者
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
フ
ァ
サ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
出
身
の
人
類
学
者

で
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
科
学
高
等
研
究
院
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ

ラ
ン
ス
、
米
国
プ
リ
ン
ス
ト
ン
高
等
研
究
所
な
ど
の
機
関
に
在
籍

し
、
仏
英
両
言
語
で
多
く
の
成
果
を
発
表
し
て
い
る
（
本
書
の
フ
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石
　
田
　
智
　
恵

ラ
ン
ス
語
版
も
2
0
1
7
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
）。
も
と
も
と

医
師
で
も
あ
る
と
い
う
経
歴
か
ら
、
医
療
や
保
健
衛
生
政
策
を

テ
ー
マ
に
人
類
学
的
研
究
を
始
め
た
が
、
災
害
や
暴
力
の
被
害

（
災
）
者
、
移
民
・
難
民
や
公
営
住
宅
団
地
に
暮
ら
す
低
所
得
者

な
ど
、
社
会
的
に
弱
く
不
安
定
な
立
場
に
置
か
れ
た
人
々
に
も
そ

の
関
心
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
々
を
と
り
ま
く
権
力

の
働
き
を
、
倫
理
・
道
徳
の
問
題
と
し
て
考
察
す
る
の
が
、
フ
ァ

サ
ン
の
人
類
学
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
本
書
で
は
「
処
罰
」
と
い

う
権
力
の
働
き
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
執
行
機
関
（
警
察
）、
司
法

当
局 

（
裁
判
所
）、 

刑
務
所
と
い
う
3
つ
の 

「
処
罰
機
関punitive 

institutions

」
で
の
調
査
に
基
づ
い
て
問
う
て
い
る
。

　
導
入
部
に
は
2
つ
の
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
　
　
「
罪
は
あ
っ

た
が
罰
は
科
さ
れ
な
か
っ
た
」
ケ
ー
ス
と
、「
罪
は
な
か
っ
た
が

罰
は
科
さ
れ
た
」
ケ
ー
ス
　
　
が
示
さ
れ
る
。「
罰
は
い
か
に
あ

る
べ
き
か
」
と
い
う
規
範
論
よ
り
も
、「
罰
は
い
か
に
あ
る
の

か
」
を
問
い
、
事
実
に
根
差
し
た
考
察
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
が
そ
こ

に
見
ら
れ
、
自
身
が
収
集
し
た
様
々
な
現
実
を
読
者
に
突
き
付

け
、
処
罰
を
め
ぐ
る
問
い
を
刑
法
学
や
法
哲
学
の
枠
組
か
ら
解
放
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し
た
か
た
ち
で
提
起
し
て
い
る
。

　
第
1
章
「
罰
と
は
何
か
」
は
ま
ず
、
現
代
法
哲
学
の
基
礎
を
な

す
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
「
罰
」
の
定
義
の
5
要
件
の
そ
れ
ぞ

れ
を
現
実
の
出
来
事
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
5
つ
の
う
ち
4
つ
の
要

件
か
ら
外
れ
た
罰
が
そ
こ
か
し
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
（
例
：
フ
ラ
ン
ス
の
公
営
住
宅
団
地
で
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行

な
う
警
察
に
よ
る
「
潜
在
的
犯
罪
者
」
に
対
す
る
弾
圧
的
行
動
、

お
よ
び
違
法
な
行
動
に
対
す
る
不
処
罰
の
容
認
）。
罰
の
共
通
要

素
と
し
て
唯
一
残
る
の
は
、
定
義
の
第
一
要
素
す
な
わ
ち
「
苦
痛

の
付
与
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
次
に
著
者
は
、
言
語

学
、
民
族
学
、
歴
史
学
を
参
照
し
罰
の
概
念
の
系
譜
を
た
ど
る
。

そ
う
し
て
「
罰
」
と
「
苦
痛
」
の
結
び
つ
き
が
普
遍
で
は
な
い
こ

と
、
違
反
に
対
し
て
は
苦
痛
よ
り
も
補
償
を
求
め
る
考
え
方
が
広

く
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
だ
が
時
代
を
下
る
と
西
洋
で
は
、
苦

痛
に
よ
っ
て
の
み
贖
罪
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的

な
救
済
の
論
理
が
登
場
し
、
そ
こ
で
苦
痛
と
道
徳
の
概
念
が
結
び

つ
く
こ
と
で
、
罰
は
「
道
徳
的
罪
」
を
理
由
と
し
た
責
め
苦
と

な
る
。
こ
う
し
て
、
負
債
を
め
ぐ
る
情
緒
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
（an 

aff
ective econom

y of the debt

）
か
ら
懲
罰
を
め
ぐ
る
道
徳

の
エ
コ
ノ
ミ
ー
（a m

oral econom
y of punishm

ent

）
へ
、

と
い
う
か
た
ち
で
西
洋
の
罰
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
跡
づ
け
ら

れ
る
。

　
第
2
章
「
な
ぜ
罰
す
る
の
か
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
苦
痛
の
付

与
と
し
て
の
罰
が
い
か
に
正
当
化
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
の

点
に
関
す
る
代
表
的
な
刑
罰
理
論
で
あ
る
功
利
主
義
と
応
報
主
義

を
整
理
し
て
紹
介
し
た
上
で
著
者
は
、
民
族
誌
的
事
実
に
言
及
す

る
。
処
罰
は
と
き
に
、
路
上
で
警
察
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
（
少
年

保
護
セ
ン
タ
ー
に
暮
ら
す
ア
フ
リ
カ
系
の
青
年
に
対
し
て
）、
判

事
に
よ
っ
て
法
廷
で
行
な
わ
れ
（
交
通
法
規
違
反
を
繰
り
返
す
ロ

マ
の
男
性
に
対
し
て
）、
刑
務
所
で
懲
戒
委
員
会
に
よ
っ
て
（
刑

務
官
を
侮
辱
し
た
と
し
て
、
身
に
覚
え
の
な
い
と
主
張
す
る
囚
人

を
、
誰
に
対
す
る
ど
ん
な
侮
辱
か
も
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
独
房
に

移
す
こ
と
で
）
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
先
の
理
論
で
は
説
明

し
得
な
い
こ
の
よ
う
な
懲
罰
は
、
そ
れ
を
受
け
た
相
手
の
未
来
に

さ
ら
な
る
困
難
や
苦
し
み
を
呼
び
込
む
。
司
法
制
度
の
周
辺
で
、

し
か
し
適
法
性
の
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
の
苦
痛
は
ど
こ
か
ら
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く
る
の
か
。
著
者
は
書
名
に
そ
の
答
え
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
人
々
の
「
罰
す
る
意
志
」
な
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
仏
語
版

の
書
名
は 
『
罰
す
る
こ
と
：
現
代
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
』 Punir. U

ne 

passion contem
poraine

で
あ
る
）。
規
範
的
議
論
は
処
罰
行

為
を
過
剰
に
働
か
せ
る
こ
う
し
た
情
緒
的
次
元
を
十
分
に
論
じ
て

こ
な
か
っ
た
と
著
者
は
批
判
す
る
。

　
第
3
章
「
誰
が
罰
せ
ら
れ
る
の
か
」
で
は
、
本
書
の
核
心
と
言

う
べ
き
罰
の
不
平
等
な
配
分
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
報
道
、

統
計
な
ど
か
ら
集
め
ら
れ
た
事
実
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
政
治
家
の
経
済
犯
罪
や
メ
ガ
バ
ン
ク
の
不
正
は
交
渉
に

よ
っ
て
不
起
訴
に
な
る
一
方
、
複
数
の
短
期
契
約
労
働
で
生
計
を

立
て
る
公
営
団
地
住
民
の
モ
ロ
ッ
コ
系
男
性
は
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
所

有
・
転
売
で
初
犯
な
が
ら
3
年
の
実
刑
を
受
け
る
。
服
役
中
だ
っ

た
こ
の
男
性
は
フ
ァ
サ
ン
と
の
会
話
で
こ
の
対
比
に
言
及
し
、
そ

こ
に
「
司
法
の
不
正
義
を
感
じ
る
」
と
語
っ
た
。
フ
ァ
サ
ン
は
こ

の
発
言
を
、
人
は
有
罪
だ
か
ら
有
罪
判
決
を
受
け
る
の
で
は
な

く
、
有
罪
判
決
を
受
け
る
か
ら
有
罪
な
の
だ
、
と
い
う
罰
を
め
ぐ

る
社
会
学
的
分
析
と
し
て
引
き
継
い
で
い
る
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
事
実
を
積
み
重
ね
て
著
者
は
、
罰
の
社
会
的
配
分
を
つ
く
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
「
選
択
的
抑
圧
」
と
し
て
説
明
す
る
。
つ
ま
り
刑

罰
シ
ス
テ
ム
は
、
罰
す
べ
き
違
法
行
為
を
選
別
し
（
横
領
よ
り
も

マ
リ
フ
ァ
ナ
使
用
の
摘
発
に
集
中
し
）、
犯
罪
者
の
な
か
で
誰
を

罰
す
べ
き
か
を
特
定
す
る
（
高
級
住
宅
街
で
は
な
く
公
営
団
地
を

パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
）。
法
廷
に
お
い
て
こ
の
構
造
的
背
景
は
減
刑

の
根
拠
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
制
度
の
無
知

や
司
法
へ
の
不
信
か
ら
被
告
人
が
法
廷
で
見
せ
る
態
度
は
判
事
の

目
に
は
疑
わ
し
い
も
の
と
映
り
、
再
犯
リ
ス
ク
と
い
う
有
罪
判
決

の
判
断
材
料
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
不
均
等
に
割
り
当
て
ら
れ
た

罰
が
、
不
遇
な
立
場
に
あ
る
人
び
と
を
ま
す
ま
す
疑
わ
し
き
者
に

見
せ
、
選
択
的
抑
圧
の
対
象
に
な
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
の
不
遇

な
状
態
の
多
く
は
、
奴
隷
制
や
植
民
地
主
義
や
移
民
な
ど
の
歴
史

過
程
の
所
産
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
処
罰
機
関
」
は
「
罰
せ
ら
れ

る
べ
き
人
々
（punishable populations

）」
を
生
み
出
し
、

社
会
的
不
平
等
を
強
化
す
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
政
治
的
で
あ
り

暴
力
的
で
も
あ
る
と
本
書
は
示
唆
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
著
者
は
本
書
の
末
尾
で
こ
う
問
う
の
だ
。
も
し
も
処
罰
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的
行
為
が
、
私
た
ち
が
信
じ
て
い
る
よ
う
に
不
正
を
正
し
、
違
反

者
を
更
生
さ
せ
、
公
平
な
社
会
秩
序
を
守
る
も
の
、
で
は
な
い
側

面
を
持
っ
て
い
る
と
し
た
ら
？
　
反
対
に
、
公
平
さ
を
損
な
う
よ

う
に
作
用
し
て
い
る
と
し
た
ら
？


