
近
代
に
な
る
ま
で
日
本
の
死
刑
の
執
行
方
法
は
、
火
炙
り
、
鋸
挽
、

梟
首
（
さ
ら
し
首
）
な
ど
残
酷
極
ま
り
な
い
も
の
だ
っ
た
が
、
一
八

八
二
（
明
治
一
五
）
年
施
行
さ
れ
た
刑
法
で
絞
首
刑
に
一
本
化
さ
れ

た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
時
代
に
、
「
人
の
命
を
奪
う
死
刑
は
本
当

に
必
要
な
の
か
」
強
い
疑
問
を
抱
き
続
け
た
教
誨
師
が
い
た
。

田
中
一
雄
は
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
か
ら
退
職
す
る
ま
で
の

一
二
年
間
に
担
当
し
た
一
一
四
人
の
死
刑
囚
一
人
ひ
と
り
の
生
と
死

を
「
死
刑
囚
の
記
録
」
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
時
代
の
死
刑
囚
教
誨

は
、
極
悪
人
の
心
を
落
ち
着
か
せ
て
死
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
「
安
心

獄
死
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
田
中
は
死
刑
囚
の
生
い
立
ち
や
家
庭
環
境

な
ど
に
目
を
凝
ら
し
、
時
間
を
か
け
丁
寧
に
教
誨
す
れ
ば
極
悪
人
も

「
新
し
い
生
」
を
生
き
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
は
ず
だ
、
死
刑
制
度

は
「
新
し
い
生
」
の
可
能
性
を
奪
う
。
手
記
は
死
刑
制
度
に
苦
悶
し

格
闘
し
た
一
人
の
教
誨
師
の
時
代
を
超
え
た
記
録
で
あ
っ
た
。

田
中
は
死
刑
囚
に
向
き
合
っ
た
体
験
と
宗
教
者
と
し
て
の
思
索
か

ら
結
論
を
述
べ
て
い
る
。
「
死
刑
須
ら
く
排
す
べ
し
」
、
田
中
の
こ

の
信
念
を
支
え
て
い
た
の
は
、
犯
罪
者
も
必
ず
生
き
な
お
せ
る
と
い

う
人
へ
の
信
頼
で
あ
っ
て
、
殺
人
を
犯
し
た
一
人
ひ
と
り
の
死
刑
囚

と
向
き
あ
っ
た
末
の
結
論
で
あ
っ
た
。

「
大
逆
事
件
」
は
近
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も
っ
と
も
大
が
か
り

で
過
酷
な
言
論
・
思
想
弾
圧
事
件
で
あ
る
。
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）

年
労
働
者
・
宮
下
太
吉
の
検
挙
か
ら
始
ま
っ
た
事
件
は
、
幸
徳
秋
水

以
下
の
も
の
が
企
て
た
刑
法
第
七
三
条
違
反
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
う
。
刑
法
七
三
条
は
「
天
皇
、
太
皇
太
后
、
皇
后
、
皇
太
子
、
ま

た
は
皇
太
孫
に
対
し
危
害
を
加
え
又
は
加
え
ん
と
し
た
る
者
は
死
刑

に
処
す
」
と
規
定
さ
れ
、
実
行
行
為
が
な
く
て
も
「
加
え
ん
と
し
た

る
」
と
い
う
予
備
・
陰
謀
だ
け
で
も
死
刑
に
で
き
る
恐
ろ
し
い
法
で
、

天
皇
制
国
家
を
守
る
強
力
な
装
置
だ
っ
た
。
た
だ
の
一
人
も
殺
人
を

犯
し
て
い
な
い
二
四
人
は
、
証
拠
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
天
皇
暗

殺
の
予
備
・
陰
謀
を
企
て
た
と
し
て
死
刑
を
突
き
付
け
ら
れ
た
。
判

決
の
翌
日
、
二
四
人
の
う
ち
の
一
二
人
が
天
皇
の
「
恩
赦
」
に
よ
っ

て
無
期
に
減
刑
さ
れ
た
が
、
天
皇
の
恩
赦
は
判
決
前
か
ら
用
意
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
、
一
二
人
は
判
決
か
ら
わ
ず
か
六
日

後
の
一
月
二
四
日
朝
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
、
東
京
監
獄
の
刑
場
で

次
々
に
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
あ
っ
と
い
う
間
の
死
刑
執
行
は
、

あ
ま
り
に
無
法
な
裁
判
と
い
う
海
外
か
ら
の
批
判
が
伝
え
ら
れ
、
そ

れ
を
抑
え
込
む
た
め
だ
っ
た
。

田
中
も
教
誨
師
と
し
て
最
後
の
瞬
間
ま
で
た
ち
あ
っ
た
は
ず
だ
。

一
般
刑
事
事
件
の
死
刑
囚
に
は
「
死
刑
は
不
必
要
」
な
ど
と
饒
舌
だ
っ

た
田
中
で
あ
る
が
、
大
逆
事
件
の
死
刑
囚
に
は
急
に
無
口
に
な
る
。

死
刑
囚
に
対
す
る
教
誨
師
の
役
割
は
犯
し
た
罪
を
悔
い
改
め
さ
せ
る

こ
と
だ
が
、
「
大
逆
事
件
」
の
死
刑
囚
に
は
そ
れ
は
無
用
だ
っ
た
。

彼
ら
は
国
家
へ
の
批
判
は
し
て
も
、
他
者
を
傷
つ
け
る
な
ん
ら
の
行

為
も
し
て
い
な
い
。
過
ち
を
認
め
、
反
省
に
導
く
よ
う
諭
し
、
生
き

な
お
せ
る
よ
う
に
語
り
掛
け
る
と
い
う
教
誨
が
「
大
逆
事
件
」
の
死

刑
囚
に
は
ま
っ
た
く
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
を
田
中
は
認
識
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
。

死
刑
廃
止
は
明
治
維
新
後
か
ら
当
時
の
知
識
人
に
よ
っ
て
主
張

さ
れ
て
き
た
。
幸
徳
秋
水
は
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
三

月
三
日
の
万
朝
報
に
死
刑
廃
止
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
「
人
は
人
を

殺
す
の
権
利
な
し
、
殺
人
は
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
罪
悪
な
り
。

国
家
法
律
の
名
に
於
い
て
す
る
の
殺
人
も
ま
た
罪
悪
な
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
死
刑
を
有
す
る
は
文
明
国
民
の
恥
辱
な
り
」
と
書
い
た
。
そ

れ
か
ら
九
年
後
、
秋
水
は
死
刑
に
己
の
生
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
ろ
う
。

第
二
次
大
戦
後
、
旧
西
ド
イ
ツ
は
戦
争
中
に
多
数
の
国
民
を
処
刑

し
た
反
省
か
ら
、
ド
イ
ツ
基
本
法
制
定
時
に
死
刑
を
廃
止
し
た
。
日

本
国
憲
法
は
一
九
四
六
年
に
公
布
さ
れ
た
が
、
死
刑
に
関
す
る
言
及

は
な
い
。
一
九
四
八
年
最
高
裁
は
、
死
刑
は
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し

た
。一

九
八
〇
年
代
に
免
田
栄
さ
ん
以
下
四
名
の
死
刑
冤
罪
事
件
が
確

定
し
た
が
死
刑
廃
止
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
そ
し
て
現
在
い
ま
だ
確

定
に
至
っ
て
い
な
い
袴
田
巌
さ
ん
の
事
件
は
検
察
に
よ
る
証
拠
捏
造

さ
え
も
疑
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
契
機
に
死
刑
廃
止
の
流
れ
に
結
び

付
け
て
ほ
し
い
も
の
だ
。
（
Ｋ
）
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