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課
題
5
　
　
罪
を
償
う

日
本
に
お
い
て
死
刑
は

真
の
意
味
で
の「
贖
罪
」と
な
る
の
か

後ご

藤と
う

芽め

生い

（
愛
知
県
／
聖
霊
高
等
学
校
三
年
）

小泉信三賞
は
じ
め
に

「
罪
を
償
う
」
と
い
う
と
、
そ
こ
に
は
個
人
の

内
面
的
な
罪
、
宗
教
的
罪
、
犯
罪
的
な
罪
な
ど
多

く
の
側
面
が
存
在
す
る
。
人
間
社
会
に
お
い
て
、

古
代
か
ら
存
在
し
て
き
た
死
刑
は
、「
罪
を
償
う
」

と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
究
極
的
な
形
の
一
つ
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
死
刑
の
是
非
を
巡
る
議

論
は
数
百
年
に
わ
た
り
、
世
界
の
各
地
で
行
わ
れ

て
き
た
。
そ
の
た
め
、死
刑
に
つ
い
て
は
存
置
論
、

廃
止
論
の
双
方
と
も
、
大
概
の
根
拠
は
出
尽
く
し

た
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

森
炎
氏
に
よ
る
と
、
現
在
の
日
本
で
は
死
刑
は

犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様
、
こ
と
に
殺
人
の
執

拗
性
、
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
、
殺
害
さ
れ
た

被
害
者
の
数
、
社
会
的
影
響
、
犯
人
の
年
齢
、
前

科
、
犯
行
後
の
情
況
な
ど
を
考
慮
し
、「
や
む
を

得
な
い
場
合
に
の
み
死
刑
の
選
択
が
許
さ
れ
る
」

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
死
刑
の
判
断

に
あ
た
り
考
慮
す
べ
き
要
素
を
で
き
る
だ
け
列
挙

し
た
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
「
抜
き
が
た
い
犯
罪

傾
向
」
が
最
大
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
と
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
者
が
「
安
全
な
社
会
」
に

対
す
る
脅
威
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
、
連
続
殺
人

犯
の
場
合
の
よ
う
に
、
自
分
も
殺
さ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
と
い
う
人
々
の
不
安
や
脅
威
を
取
り
除
く

た
め
に
、
死
刑
が
選
択
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。こ

う
し
た
、
安
全
な
社
会
へ
の
脅
威
を
取
り
除

く
た
め
の
死
刑
と
い
う
考
え
は
世
界
的
に
広
く
み

ら
れ
る
も
の
で
、
死
刑
廃
止
国
で
も
そ
う
し
た
観

点
か
ら
死
刑
を
支
持
す
る
声
は
多
い
。
一
方
で
、

死
刑
廃
止
は
現
在
世
界
の
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て

い
る
。
死
刑
廃
止
を
求
め
る
主
な
根
拠
に
は
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
目
的
論
的
に
は
、
刑
罰
は

犯
罪
の
抑
制
と
犯
罪
者
の
更
生
の
た
め
に
行
わ
れ

る
。
し
か
し
死
刑
は
唯
一
、
更
生
の
機
会
を
完
全

に
奪
う
も
の
で
あ
り
、
刑
罰
の
目
的
か
ら
逸
脱
す

る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
現
代
の
国
家
で
は
基

本
的
人
権
を
国
家
が
保
障
し
て
い
て
、
そ
の
中
で

も
生
命
に
対
す
る
権
利
は
最
大
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
死
刑
は
そ
の
権
利
を
明
ら
か
に
侵
害
す

る
。
ま
た
、
裁
判
官
も
人
間
で
あ
る
以
上
絶
対
に

間
違
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
裁
判
に
は

常
に
冤
罪
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
死
刑
の
場
合
に

は
、
ほ
か
の
刑
罰
と
違
っ
て
執
行
し
て
し
ま
っ
た

場
合
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。
こ
う
し
た
死
刑
廃

止
論
が
、
た
び
た
び
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

死
刑
廃
止
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
ア
ム
ネ
ス

テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
調
べ
に
よ
れ
ば
、

死
刑
を
存
置
し
て
い
る
国
は
二
五
か
国
で
、
日
本

や
ア
メ
リ
カ
、
中
国
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

そ
れ
に
対
し
死
刑
が
法
制
上
も
し
く
は
、
事
実
上

廃
止
さ
れ
て
い
る
国
は
一
四
〇
か
国
と
、
世
界
の

国
の
三
分
の
二
以
上
と
な
っ
て
い
る
。



日
本
で
死
刑
制
度
存
置
を
支
え
て
い
る
も
の
は

世
論
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
の
内
閣
府
の
世
論
調

査
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
は
死
刑
存
置
に
対
し
て
条

件
付
き
を
含
め
て
の
賛
成
が
八
〇
・
二
％
に
至
り
、

反
対
の
九
・
七
％
を
大
き
く
超
え
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
二
〇
一
五
年
の
世
論
調
査
で
、
日
本

と
同
じ
死
刑
存
置
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
死
刑

制
度
へ
の
賛
成
が
六
一
％
と
、
日
本
を
大
き
く
下

回
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
〇
一
五
年
の
調
査
で

初
め
て
賛
成
が
五
〇
％
を
切
っ
て
四
八
％
と
な

り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
一
四
年
の
世
論
調
査
で

死
刑
制
度
へ
の
賛
成
は
二
五
％
で
あ
っ
た
。
死
刑

制
度
に
対
す
る
世
論
の
支
持
と
い
う
点
で
、
日
本

は
世
界
の
中
で
明
ら
か
に
突
出
し
て
い
る
。

上
述
の
内
閣
府
の
調
査
で
死
刑
制
度
支
持
の
理

由
を
複
数
回
答
で
求
め
た
と
こ
ろ
、
日
本
で
最
も

大
き
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、「
死
刑

を
廃
止
す
れ
ば
、
被
害
を
受
け
た
人
や
そ
の
家
族

の
気
持
ち
が
お
さ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
、

五
三
・
四
％
に
達
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ

リ
カ
で
の
世
論
調
査
で
最
も
大
き
な
理
由
と
さ
れ

た
も
の
は
、「
目
に
は
目
を
」
と
い
う
応
報
の
原

理
で
、
日
本
で
最
大
の
根
拠
と
さ
れ
た
遺
族
感
情

は
、“W

ould	help/benefit 	fam
ilies 	of	

victim
s ”

と
い
う
項
目
で
、
わ
ず
か
一
％
と
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
同
じ
死
刑
存
置
国
で
あ
っ

て
も
、
日
本
は
そ
の
根
拠
と
い
う
点
で
特
異
な
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
日
本

で
は
な
ぜ
死
刑
を
世
論
が
後
押
し
す
る
の
か
、
ま

た
、
死
刑
は
被
害
者
に
対
す
る
贖
罪
と
な
り
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
、
文
化
的
背
景

を
考
慮
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

日
本
に
お
け
る
『
罪
を
償
う
』
こ
と
と
死

刑
制
度

西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
に
相
当
す
る
日
本
の
宗
教

は
神
道
と
仏
教
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
日
本
に

お
い
て
宗
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
な
、
個
人
の
内
面
的
罪
を
問
う
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
。
第

一
に
、
日
本
に
お
い
て
宗
教
は
、
極
め
て
現
世
中

心
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
神
道
の

神
話
を
記
し
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の

中
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
十
戒
に
相
当
す
る
よ
う
な

道
徳
律
は
出
て
こ
な
い
。
和
辻
哲
郎
は
『
風
土
』

の
中
で
、「
人
間
の
行
為
と
心
情
は
『
貴
し
』『
明

し
』
あ
る
い
は
『
き
た
な
し
』『
卑
し
』
と
し
て

評
価
せ
ら
れ
る
。」
と
述
べ
て
お
り
、
日
本
の
道

徳
が
も
と
も
と
現
世
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
後
か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
教

も
同
様
で
、
や
は
り
和
辻
哲
郎
に
よ
れ
ば
、
仏
教

導
入
当
時
の
飛
鳥
時
代
の
人
々
は
、
大
多
数
が
仏

教
の
根
本
動
機
に
共
感
を
し
て
お
ら
ず
、
大
乗
仏

教
の
哲
学
に
も
無
縁
で
、
現
世
の
幸
福
を
求
め
て

仏
教
を
信
仰
し
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
も
日
本
の

宗
教
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
現
世
利
益
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
善
悪
二
元
論
に
基
づ
く
内

面
的
な
罪
と
い
っ
た
問
題
は
、
日
本
で
は
ほ
ぼ
問

題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宗

教
学
者
の
山
折
哲
雄
は
『
悪
と
日
本
人
』
の
中
で
、

日
本
の
思
想
史
の
中
で
「
悪
」
に
対
し
て
深
く
考

察
し
た
の
は
、
親
鸞
と
西
田
幾
多
郎
だ
け
だ
っ
た

と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
日
本
人
の
行
動
規
範
と
な
っ
て

い
っ
た
の
は
「
恥
」
で
あ
る
と
『
菊
と
刀
』
の
中

で
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
指
摘
し
て
い
る
。

彼
女
に
よ
れ
ば
、
西
洋
の
「
罪
の
文
化
」
に
対
し

て
日
本
は
「
恥
の
文
化
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま

り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
「
罪
」
を
最
終
的
に
は
個

人
の
内
面
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
に
対
し

て
、
日
本
で
は
そ
れ
が
外
部
か
ら
の
評
価
に
基
づ

く
「
恥
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
和
辻
哲
郎
の
「
武
士
道
の
根
本
精
神
は
恥
を

知
る
こ
と
」
と
い
う
言
葉
も
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を

述
べ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の「
恥
」



部
分
の
死
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
日
本
で
死
刑
制

度
が
支
持
さ
れ
る
理
由
の
一
端
は
そ
こ
に
あ
る
と

し
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
、
当
事
者
で
あ
る
殺
人

事
件
の
被
害
者
に
よ
っ
て
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。

『
第
一
二
回
全
国
犯
罪
被
害
者
の
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
』
の
提
言
で
は
、
死
刑
制
度
を
存
続
す
べ
き
理

由
の
一
つ
と
し
て
「
江
戸
時
代
に
法
制
化
さ
れ
た

あ
だ
討
ち
は
、
主
眼
は
武
士
の
面
目
の
保
持
に
あ

っ
た
が
、
実
際
に
は
武
士
階
級
以
外
で
も
あ
だ
討

ち
は
数
多
く
行
わ
れ
、
多
く
の
市
民
か
ら
賞
賛
、

支
持
さ
れ
、実
に
明
治
六
年
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

日
本
人
の
精
神
性
の
中
に
は
、
他
人
の
命
を
奪
っ

た
場
合
、
自
ら
の
命
を
も
っ
て
償
う
べ
き
で
あ
る

と
い
う
道
徳
観
が
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。」と
し
て
い
る
。こ
の
意
見
は
、

遺
族
感
情
を
死
刑
制
度
支
持
の
第
一
の
理
由
と
し

た
世
論
調
査
の
結
果
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
遺
族
感
情
は
森
炎
氏
に
よ
る

と
、社
会
に
広
く
共
感
を
生
む
も
の
で
あ
り
、そ
う

し
た「
共
感
の
社
会
」が
死
刑
存
置
と
い
う
厳
罰
主

義
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
け
る
「
罪
を
償
う
」

こ
と
と
死
刑
制
度

現
在
死
刑
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ

救
済
は
神
に
よ
る
も
の
し
か
あ
り
え
な
い
と
さ
れ

る
の
に
対
し
て
、
現
世
主
義
の
日
本
で
は
そ
う
し

た
超
越
的
な
解
決
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
神

が
裁
く
の
で
は
な
い
以
上
、
最
終
的
な
裁
き
は
世

俗
的
な
権
力
、
あ
る
い
は
社
会
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
最
初
に
触
れ
た
世
論
調
査
の
結
果
に

戻
ろ
う
。
死
刑
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
日
本
人

が
最
も
多
く
挙
げ
た
も
の
は
遺
族
感
情
で
あ
る
点

が
、
ア
メ
リ
カ
の
世
論
調
査
結
果
と
の
顕
著
な
違

い
だ
っ
た
。
こ
こ
で
現
れ
て
く
る
の
は
、
日
本
社

会
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
「
家
」
の

重
視
で
あ
る
。
集
団
志
向
的
だ
と
さ
れ
る
日
本
人

の
社
会
の
中
で
も
、
特
に
強
固
な
集
団
は
「
家
」

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
和
辻
哲
郎
を
は
じ
め
多

く
の
研
究
者
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
和
辻
哲
郎
に
よ
る
と
、
家
族
的
な
共
同
体

を
最
も
重
視
す
る
の
が
日
本
の
よ
う
な
モ
ン
ス
ー

ン
型
で
あ
り
、
家
族
は
全
体
性
ゆ
え
に
個
人
を
圧

倒
す
る
力
を
持
っ
て
い
て
、
仇
討
ち
の
思
想
が

人
々
の
強
い
支
持
を
得
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と

い
う
。
井
田
良
も
ま
た
、「
日
本
人
の
死
生
観
は
、

共
同
体
に
関
連
付
け
ら
れ
、
集
団
主
義
的
で
あ
る

こ
と
を
特
色
と
す
る
。
身
内
の
死
は
、
自
己
の
人

生
そ
の
も
の
の
一
部
否
定
で
あ
り
、
自
己
の
重
要

は
、日
本
人
の
集
団
志
向
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、「
恥
」
が
も
っ
ぱ
ら
外
部
か
ら
の
評
価

に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
人
が
現
世
中

心
的
な
世
界
観
の
中
で
生
き
て
い
る
以
上
、
現
世

を
超
え
た
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
罪
」
は

行
動
規
範
と
は
な
り
え
ず
、
む
し
ろ
社
会
と
い
う

神
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
恥
」
が
問
題
と
な
る

の
で
あ
る
。

「
罪
」
に
対
し
て
は
「
償
い
」
が
あ
り
得
た
が
、

「
恥
」
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ル
ー
ス
・
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
は
そ
れ
が
、「
罪
悪
感
と
は
違
っ
て
、

告
解
や
贖
罪
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
は
そ
れ
を
感
じ
る
当
人
に
つ
い
て
の
指
摘
だ

が
、こ
れ
を
社
会
か
ら
の
視
点
に
転
じ
れ
ば
、「
恥
」

に
相
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
た
と
え
告
解

や
贖
罪
を
行
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し

よ
う
。
山
折
哲
雄
は
『
悪
と
日
本
人
』
の
中
で
、

菊
池
寛
の
『
あ
る
抗
議
書
』
と
『
恩
讐
の
彼
方
に
』

を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
主
題
は
、

「
悪
の
行
為
を
清
算
す
る
に
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限

に
近
い
償
い
、
贖
罪
の
行
為
を
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」
と
い
う
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
は
罪
人
に
対
し
て

も
神
に
よ
る
救
済
が
あ
り
得
、
む
し
ろ
最
終
的
な



れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
は
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア

が
死
刑
の
廃
止
を
訴
え
た
時
期
で
も
あ
る
。
彼
は

そ
の
頃
広
ま
っ
て
い
た
社
会
契
約
説
に
基
づ
い

て
、「
人
間
は
本
能
ゆ
え
に
自
己
の
生
命
権
ま
で

と
い
う
形
で
譲
渡
し
た
り
し
な
い
。」
と
主
張
し
、

さ
ら
に
「
死
刑
よ
り
終
身
奴
隷
労
働
の
ほ
う
が
有

意
義
で
、
そ
の
ほ
う
が
犯
罪
抑
止
に
な
る
。」
と

し
て
死
刑
の
廃
止
を
求
め
た
。
彼
の
考
え
は
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
た
。
つ

ま
り
、
教
会
権
力
と
世
俗
権
力
が
結
び
つ
い
て
い

た
と
き
、
国
家
は
神
の
代
理
人
と
し
て
死
刑
を
執

行
し
た
が
、
聖
俗
の
分
離
に
伴
い
、
国
家
に
は
そ

の
よ
う
な
資
格
が
な
い
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
観
で
は

裁
判
官
・
警
察
官
・
検
察
官
す
ら
も
罪
人
な
の
で

あ
り
、
罪
あ
る
も
の
が
人
を
罰
し
て
い
い
の
か
と

い
う
問
題
も
死
刑
を
廃
止
に
す
る
理
由
の
一
つ
と

な
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
従
来
と
は
逆
に
宗
教
的
な

立
場
か
ら
、
死
刑
の
廃
止
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
死
刑
廃
止
運

動
の
先
頭
に
立
っ
た
の
は
教
会
だ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
文
化
人
の
間
か
ら
も
、
死
刑
に
対
す
る
非
難

が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
ヴ

ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
、
死
刑
に
反
対
す
る
演
説

の
中
で
「
諸
君
は
彼
、
つ
ま
り
こ
の
神
か
ら
、
神

の
信
徒
へ
の
手
紙
、
一
三
章
一
節
）
や
「
権
威
者
は

い
た
ず
ら
に
剣
を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神

に
仕
え
る
者
と
し
て
、
悪
を
行
う
者
に
怒
り
を
も

っ
て
報
い
る
の
で
す
。」（
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
、

一
三
章
四
節
）
と
い
う
言
葉
が
、
中
世
の
間
世
俗

的
権
力
に
よ
る
死
刑
を
肯
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て

き
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
十
七
世
紀
ま
で
の
中
世

か
ら
近
代
初
期
の
間
は
死
刑
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

で
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、「
暗
黒
時
代
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
て
、
中
世
全
体
を
通
じ

て
死
刑
が
多
く
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
十
四

～
十
六
世
紀
に
増
加
し
て
十
七
世
紀
初
頭
が
ピ
ー

ク
に
な
る
と
い
う
。
十
八
世
紀
半
ば
の
死
刑
賛
成

論
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ド
・
メ
ー
ス
ト

ル
は
、
死
刑
は
神
の
法
を
全
う
す
る
た
め
に
王
に

与
え
ら
れ
た
武
器
だ
と
し
て
、
王
権
神
授
説
を
死

刑
論
に
も
及
ぼ
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
し

た
宗
教
的
な
権
威
と
世
俗
権
力
と
の
結
び
つ
き
に

基
づ
く
神
の
代
理
人
と
し
て
の
世
俗
権
力
に
よ
る

死
刑
は
、
十
七
世
紀
以
降
の
啓
蒙
主
義
の
広
ま
り

と
世
俗
化
に
よ
っ
て
次
第
に
廃
止
へ
と
向
か
っ
て

い
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
啓
蒙
思
想
の
影
響
に
よ
っ

て
十
八
世
紀
に
教
会
の
影
響
力
が
大
き
く
後
退

し
、
そ
れ
と
同
時
に
教
会
と
国
家
の
分
離
が
行
わ

パ
諸
国
を
含
め
て
、
十
八
世
紀
ま
で
は
世
界
中
で

死
刑
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ー
ム
教
、
仏
教
と
い
う
三
大
宗
教
圏
の
中

で
、
死
刑
を
廃
止
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
圏
だ
け

で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
死
刑
廃
止
の
背
景
に

は
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
死
刑
廃
止
論
は
、
十
八
世
紀
初

頭
の
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
が
そ
の

先
駆
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は

中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
す
で
に
十
戒
の
中
の

「
汝
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
掟
を
根
拠
に
し
た
死

刑
廃
止
論
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
一
方
で
、

旧
約
聖
書
で
は
「
人
を
打
っ
て
死
な
せ
た
者
は
必

ず
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。」（
出
エ
ジ
プ
ト
記
、
二
一

章
一
二
節
）
と
も
記
さ
れ
て
い
て
、そ
う
し
た
「
目

に
は
目
を
」
の
原
理
は
旧
約
聖
書
の
中
に
た
び
た

び
見
ら
れ
る
と
い
う
。
新
約
聖
書
で
は
イ
エ
ス
は

罪
の
許
し
を
強
調
し
て
い
た
が
、
一
方
で
イ
エ
ス

は
神
の
国
と
カ
エ
サ
ル
の
王
国
の
二
つ
を
本
質
的

に
区
別
し
て
い
て
、
刑
罰
を
否
定
は
し
な
か
っ
た

と
さ
れ
る
。
そ
の
傾
向
は
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
さ
ら

に
強
化
さ
れ
、
そ
の
手
紙
の
中
の
「
人
は
皆
、
上

に
立
つ
権
威
に
従
う
べ
き
で
す
。
神
に
由
来
し
な

い
権
威
は
な
く
、
今
あ
る
権
威
は
す
べ
て
神
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。」（
ロ
ー
マ



に
は
、
死
刑
は
罪
人
の
救
済
の
た
め
に
役
立
つ
と

考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ツ
・
シ

ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、「
刑
罰
は
犯
人
の
重
罪
に

対
す
る
償
い
と
見
な
さ
れ
、
魂
の
救
済
の
た
め
に

必
要
な
の
で
、
犯
人
の
た
め
に
な
る
と
十
分
に
理

解
さ
れ
て
い
た
。」
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
そ
の

時
代
に
は
国
家
が
罪
人
を
処
刑
す
る
こ
と
は
宗
教

的
な
側
面
か
ら
も
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、世
俗
権
力
が
教
会
と
切
り
離
さ
れ
て
か
ら
は
、

国
家
に
よ
る
処
刑
は
単
な
る
殺
人
と
い
う
性
質
の

み
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。だ
か
ら
こ
そ
、教
会
は

そ
れ
に
反
対
し
、
人
々
も
そ
れ
に
賛
成
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。つ
ま
り
、キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
死
刑
が

も
と
も
と
宗
教
的
な
罪
を
償
う
行
為
と
い
う
側
面

を
持
っ
て
い
た
た
め
、聖
俗
の
分
離
以
後
は
、そ
の

罪
が
神
に
よ
っ
て
し
か
許
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ

る
以
上
、
国
家
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
「
罪
」

は
内
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
終
的
な
「
償

い
」
は
神
の
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
世

俗
の
権
力
が
一
体
化
し
て
い
た
時
代
に
は
、
神
に

よ
る
裁
き
を
国
家
が
代
行
し
て
犯
罪
者
を
処
刑
す

こ
う
し
て
、
聖
俗
の
分
離
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教

圏
で
は
国
家
に
よ
る
死
刑
が
否
定
さ
れ
て
き
た
。

最
近
で
も
ド
イ
ツ
の
あ
る
政
治
家
は
「
国
家
は
神

の
よ
う
な
裁
判
官
で
は
な
く
、
善
悪
を
間
違
い
な

く
判
断
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。」
と
死
刑
へ

の
反
対
論
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
そ
の
精

神
が
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

そ
れ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
死
刑
を
巡
る

考
え
が
こ
こ
ま
で
大
き
く
変
化
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
一
見
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
教
会
が
権
威
づ
け

し
て
行
っ
て
き
た
死
刑
を
、
十
八
世
紀
か
ら
は
教

会
が
先
頭
に
立
っ
て
廃
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は

矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
キ
リ

ス
ト
教
圏
に
お
け
る
「
罪
を
償
う
」
こ
と
の
と
ら

え
方
を
考
え
た
と
き
、
こ
こ
に
は
一
貫
性
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。一
般
的
に
、キ
リ
ス
ト
教
は「
罪
」

を
重
視
す
る
宗
教
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ダ

ム
と
イ
ブ
の
原
罪
に
始
ま
り
、
人
間
が
生
ま
れ
な

が
ら
に
抱
え
、
生
き
て
い
く
中
で
積
み
重
ね
る

「
罪
」
は
キ
リ
ス
ト
教
の
最
大
の
主
題
で
あ
っ
た
。

イ
エ
ス
の
死
も
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
人
類
の
罪
を

贖
う
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
罪
に
は
内
面

的
な
も
の
か
ら
犯
罪
ま
で
様
々
な
も
の
が
あ
る

が
、
教
会
と
世
俗
権
力
が
結
び
つ
い
て
い
た
時
代

に
し
か
属
さ
な
い
権
利
、
生
殺
与
奪
の
権
を
か
す

め
取
ろ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。」
と
述
べ
た
と

い
う
。
一
八
四
八
年
の
ペ
ト
ラ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
事

件
に
巻
き
込
ま
れ
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
執
行
直

前
に
劇
的
な
恩
赦
に
よ
っ
て
シ
ベ
リ
ア
に
送
ら
れ

た
経
験
を
持
つ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、『
白
痴
』

の
中
で
主
人
公
の
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
公
爵
に
「『
殺

す
べ
か
ら
ず
』
と
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ

な
の
に
、
人
が
人
を
殺
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

の
人
ま
で
殺
す
こ
と
は
な
い
。
殺
人
罪
で
人
を
殺

す
の
は
、
当
の
犯
罪
に
較
べ
て
釣
り
合
い
の
と
れ

な
い
ほ
ど
の
刑
罰
で
す
。」
と
言
わ
せ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
根
拠
と
し
た
死
刑
反
対
論

の
典
型
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
カ
ミ
ュ
は
『
ギ

ロ
チ
ン
』
の
中
で
、
死
刑
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て

宗
教
的
な
罰
と
し
て
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理
人

で
あ
る
王
な
ど
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の

場
合
地
上
の
生
活
が
犯
人
か
ら
奪
わ
れ
る
一
方

で
、
宗
教
的
な
償
い
の
機
会
が
残
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
根
拠
に
、「
永
生
の
信
仰
だ
け
が
、

死
刑
を
確
立
で
き
る
。」
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

カ
ミ
ュ
の
時
代
に
は
死
刑
は
神
の
代
理
人
と
し
て

の
王
に
よ
り
行
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼

は
死
刑
を
「
死
刑
は
、
人
を
堕
落
さ
せ
る
見
本
と

な
る
の
が
せ
い
ぜ
い
」
と
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
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光
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〇
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潮
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リ
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『
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罪
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罰
』　
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波
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庫　

一
九
五
九
年

ろ
う
。
ま
た
、
加
害
者
の
処
刑
は
遺
族
へ
の
慰
め

に
な
る
と
い
う
の
も
、
自
分
が
そ
の
立
場
に
置
か

れ
た
場
合
を
想
像
し
た
一
般
論
で
あ
り
、
遺
族
の

中
に
は
死
刑
制
度
に
反
対
し
た
人
も
存
在
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
弟
を
保
険
金
詐
欺
の
た
め
に
殺
害

さ
れ
た
原
田
正
治
さ
ん
は
、「
被
害
者
遺
族
の
た

め
に
と
言
わ
れ
る
死
刑
執
行
が
、
自
分
に
と
っ
て

は
何
の
け
じ
め
に
も
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
て
い

る
。ま
た
、彼
の
意
見
を
非
難
す
る
者
に
対
し
、「
じ

ゃ
あ
あ
な
た
は
僕
が
困
っ
て
い
る
時
に
手
を
差
し

伸
べ
て
く
れ
ま
し
た
か
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
被

害
者
は
ひ
た
す
ら
加
害
者
を
憎
み
続
け
、
死
刑
を

支
持
し
、執
行
さ
れ
た
ら
気
持
ち
を
切
り
替
え「
な

け
れ
ば
い
け
な
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
社
会

は
、
被
害
者
や
遺
族
の
感
情
を
く
み
取
る
こ
と
に

は
熱
心
な
一
方
で
、
あ
る
面
で
は
そ
の
「
遺
族
感

情
」
を
「
こ
う
で
あ
る
は
ず
だ
」
と
定
式
化
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
犯
人
へ
の
復
讐
を
、
遺
族
に
対

し
て
も
無
言
の
内
に
要
求
し
て
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、「
仇
討
」
と
危
険
の
除
去
が
優
先

さ
れ
、
内
面
的
な
意
味
で
の
「
罪
を
償
う
」
こ
と

を
考
え
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

死
刑
を
巡
る
議
論
で
、
従
来
こ
の
点
が
見
落
と
さ

れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

る
こ
と
は
道
徳
的
に
も
問
題
が
な
か
っ
た
が
、
聖

俗
の
分
離
に
よ
っ
て
、
神
の
権
限
で
あ
る
最
終
的

な
償
い
を
国
家
が
代
行
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
考
え
が
広
が
り
、
死
刑
の
廃
止
へ
と
つ

な
が
っ
た
。「
罪
」
に
対
す
る
「
償
い
」
が
最
終

的
に
は
神
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、

た
と
え
犯
罪
者
を
死
刑
に
し
な
く
と
も
、
最
終
的

な
裁
き
は
神
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
感
覚
に

も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
現
世
主
義
の
日
本
で
は
内
面
的
な
罪

は
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
「
償
う
」

と
い
う
感
覚
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
世
論
調

査
で
死
刑
賛
成
の
意
見
が
圧
倒
的
多
数
と
な
る
。

そ
の
多
く
は
、
被
害
者
や
遺
族
が
置
か
れ
て
い
る

状
況
や
気
持
ち
に
共
感
し
て
の
賛
成
で
あ
る
。
確

か
に
、
被
害
者
の
感
情
を
考
え
れ
ば
、
死
刑
は
必

要
だ
と
も
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
は
不
安
に
対
し
単
に
排
除
し
て
気
持
ち
を
慰

め
、安
心
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。

そ
う
で
は
な
く
、「
私
た
ち
の
感
情
」を
抜
き
に
し
、

「
罪
を
償
う
」
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ら

ば
、
死
刑
を
執
行
せ
ず
重
い
罪
を
敢
え
て
生
か
し

て
自
覚
さ
せ
、
社
会
に
貢
献
さ
せ
る
ほ
う
が
、
内

面
的
な
意
味
で
の
「
罪
」
を
償
う
こ
と
に
な
る
だ
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