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江
戸
の
刑
罰

　
ケ
ン
ペ
ル
の
『
日
本
誌
』
を
通
し
て
、日
本
の
刑
罰
の
厳
し
さ
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
ケ
ン
ペ
ル
は
、

日
本
の
法
律
を
こ
の
よ
う
に
い
う
。

　
日
本
の
法
律
が
過
酷
で
あ
る
の
は
、
い
か
な
る
犯
罪
で
あ
っ
て
も
罰
金
刑
の
み
で
そ
の
罪
が
赦
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な

い
と
い
う
点
に
示
さ
れ
て
い
る
。
帝
国
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
赦
免
や
情
状
酌
量
を
受
け
る
望
み
も
空
し
く
、
体
罰
か

死
刑
で
も
っ
て
そ
の
罪
を
償
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
外
と
さ
れ
た
の
は
帝
国
内
の
諸
侯
や
名
の
あ
る
者
達
で
、
彼
等
は
自
ら

の
罪
の
代
償
と
し
て
、
あ
る
島
々
に
追
放
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
自
ら
自
決
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
法
律
は
他
に
な
く
、
そ
れ
を
適
切
に
制
御
し
自
ら
律
す
る
の
は
日
本
人
の
よ
う
な
国
民
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
法
律
と
は
、
た
だ
貧
し
い
人
々
の
た
め
に
あ
る
べ
き
で
あ
り
、（
そ
れ
は
確
か
に
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
）
金
持
ち

が
金
の
力
で
罰
を
逃
れ
る
よ
う
な
行
為
は
と
て
つ
も
な
く
悪
質
で
、
正
義
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
私
は
こ
の
国
を
何
度
も
旅
す
る
中
で
、
法
令
を
公
に
告
示
す
る
た
め
に
、
往
来
の
定
め
ら
れ
た
場
所
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

高
札
の
文
章
が
、簡
潔
簡
明
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
て
き
た
。
そ
れ
に
は
臣
民
が
果
た
す
べ
き
皇
帝
の
命
令
が
、

で
き
う
る
限
り
少
な
い
言
葉
数
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
法
令
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い

は
立
法
者
の
動
機
や
意
図
が
何
で
あ
る
の
か
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
な
簡
潔
さ
こ
そ
が
、
君
主
の
威
厳
に
相
応
し
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
下
し

た
命
令
の
理
由
を
知
っ
て
い
る
の
は
皇
帝
一
人
で
十
分
で
あ
り
、
そ
の
判
断
を
問
う
よ
う
な
行
為
は
反
逆
罪
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
る
だ
ろ
う
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モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
『
法
の
精
神
』
の
中
で
、「
行
き
過
ぎ
た
刑
罰
は
、
専
制
政
治
そ
の
も
の
を
瓦
解
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
」

と
し
て
日
本
の
話
題
に
触
れ
、
そ
の
地
で
は
「
罪
の
ほ
と
ん
ど
は
死
を
も
っ
て
償
わ
れ
る
」、
そ
れ
は
「
偉
大
な
皇
帝
へ
の
不
服
従

こ
そ
が
大
罪
」
で
あ
る
か
ら
で
、
そ
の
刑
罰
に
と
っ
て
「
問
題
で
あ
る
の
は
犯
人
を
矯
正
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
皇
帝
の
怨
み
を

晴
ら
す
こ
と
」
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。「
し
か
し
な
が
ら
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
死
を
軽
視
し
、
ほ
ん
の
些
細
な
気
紛
れ
で
切
腹
す

る
よ
う
な
人
々((

(

が
、
打
ち
続
く
極
刑
を
目
に
す
る
こ
と
で
矯
正
の
念
に
か
ら
れ
た
り
、
そ
れ
が
犯
罪
の
抑
制
に
繋
が
る
も
の
だ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
慣
れ
合
い
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
疑
問
を
呈
し
、「
賢
明
な
立
法
者
で
あ
る
な
ら
、
刑
罰
と
裁
量
の

正
し
い
中
庸
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
性
質
に
相
応
し
い
哲
学
や
道
徳
、
宗
教
の
箴
言
に
よ
っ
て
、
名
誉
の
戒
律
の
正
し
い
適
用
に
よ
っ

て
、
実
の
あ
る
幸
福
と
穏
や
か
な
平
安
の
享
受
に
よ
っ
て
、
そ
の
精
神
を
本
心
に
立
ち
戻
ら
せ
よ
う
と
し
た
だ
ろ
う
」、「
し
か
し
日

本
の
専
制
政
治
は
こ
の
よ
う
な
統
治
法
を
全
く
知
ら
ず
」、「
そ
れ
は
み
ず
か
ら
を
乱
用
す
る
が
、そ
れ
が
な
し
う
る
す
べ
て
で
あ
り
」、

「
日
本
に
お
い
て
法
は
努
力
を
し
た
が
、
そ
れ
は
お
の
れ
の
姿
よ
り
も
醜
悪
と
な
っ
た
」、
そ
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
恐
怖
を
吹
き
込
ま
れ
、

よ
り
心
の
平
安
を
失
く
し
た
魂
は
、
よ
り
大
き
な
残
虐
さ
に
よ
っ
て
し
か
導
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
日
本
の
法
の
起

源
で
あ
り
、
そ
の
精
神
で
あ
る
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」
と
述
べ
て
い
る
。『
法
の
精
神
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
一
七
四
八
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ

て
か
ら
僅
か
一
八
カ
月
の
内
に
二
二
回
も
版
を
重
ね
た
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。
お
そ
ら
く
ゴ
ロ
ヴ
ニ
ン
の
書
架
に
も
加
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ケ
ン
ペ
ル
の
意
見
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
異
な
っ
て
い
る
。

　「
法
多
け
れ
ば
罪
人
多
し
」
と
は
ど
の
国
に
お
い
て
も
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
国
の
裁
判
官
に
関
し
て
は
、
彼
等
が
明

文
化
さ
れ
た
厳
し
い
法
律
を
用
い
て
、
人
々
を
犯
罪
に
誘
う
可
能
性
の
あ
る
よ
う
な
様
々
な
機
会
―
―
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
な

い
か
、
あ
っ
て
も
ご
く
僅
か
で
あ
る
―
―
ま
で
も
阻
止
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
僅
か
な
違
反
で
も
体
罰
か
死

以
外
は
逃
れ
得
な
い
と
い
う
事
実
は
、
彼
等
の
知
恵
と
周
到
さ
、
そ
し
て
人
民
へ
の
優
し
さ
と
愛
情
を
明
白
に
証
立
て
る
も


