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江
戸
時
代
の
罪
と
罰

　
「
牢
」と
は
、
犯
罪
者
の
身
柄
を
拘
束
し
て
お
く
施
設
の
よ
び
名
で
す
。「
牢
獄
」と

も
い
い
、
今
日
の
刑
務
所
と
似
た
施
設
で
す
が
、
刑
務
所
は
、
一
定
期
間
身
柄
を
拘

束
す
る
こ
と
自
体
が
刑
罰
で
あ
っ
た
り
、
懲
役
と
し
て
作
業
を
さ
せ
た
り
、
更
生
を

目
的
と
し
た
身
体
拘
束
機
関
と
い
う
こ
と
で
似
て
非
な
る
も
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
を
通
し
て
、
長
崎
に
は
四
つ
の
牢
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
当
初
は
一
つ

の
牢
で
よ
か
っ
た
も
の
が
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
増
設
さ
れ
、
古
い
順
に
あ
げ
ま
す

と
、
桜さ
く
ら

町ま
ち

牢ろ
う

、
溜た
め

牢ろ
う

、
小こ

島し
ま

牢ろ
う

、
長な
が

崎さ
き

人に
ん

足そ
く

寄よ
せ

場ば

と
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
法
律
は「
法
令
、
法は
っ

度と

、
掟お
き
て

、
定さ
だ
め

、
御お

触ふ
れ

」な
ど
と
よ
ば
れ
、
適
用

範
囲
や
対
象
が
か
わ
り
ま
し
た
。
す
べ
て
箇
条
書
き
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら「
条じ
ょ
う

目も
く

」

「
条じ
ょ
う

々じ
ょ
う

」と
よ
ば
れ
る
事
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
御
触
」と
い
う
の
は
幕
府
が
直
接
個
人
に
向
け
た
下
命
、
禁
止
、
教
諭
の
こ
と
で
、

忘
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
た
び
た
び
出
さ
れ
ま
し
た
。「
達た
っ
し

」と
い
う
の
は

通
常
、
役
所
や
役
人
に
む
け
て
出
さ
れ

る
も
の
で
す
。
ま
た
、「
自じ

分ぶ
ん

仕し

置お
き

」の

原
則
に
よ
っ
て
、
各
藩
に
は
藩
ご
と
の

法
律
や
裁
判
が
あ
り
、幕
府
と
は
異
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

幕
府
の
裁
判
手
続
き
は
、「
吟ぎ
ん

味み

筋す
じ

」と

「
出で

入い
り

筋す
じ（
公く

事じ

）」に
わ
か
れ
、「
吟
味
筋
」

は
、刑
事
に
関
す
る
も
の
で
、厳
密
に
扱

わ
れ
ま
し
た
。「
出
入
筋
」は
ほ
と
ん
ど
関

係
者
の
内な
い

済さ
い

で
処
置
さ
れ
ま
し
た
。牢
屋

に
関
す
る
も
の
は「
吟
味
筋
」。す
な
わ
ち

役
人
や
奉
行
の
吟
味
が
あ
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
司
法
は
、
取
調
べ
た
者

が
判
決
を
下
す「
糾き
ゅ
う

問も
ん

手て

続つ
づ
き

」と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
客
観
的
な
証
拠

は
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
ず
、「
自
白
」さ
せ
る
こ
と
を
取
調
べ
の
目
的
と
し
て
い
ま
し

た
。
自
白
を
も
と
に「
口く
ち

書が
き

」を
つ
く
り
、
判
決
の
根
拠
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

町
奉
行
や
長
崎
奉
行
の
権
限
で
は
、
死
罪
遠
島
の
判
決
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
権
限
を「
手て

限ぎ
り

」と
い
い
ま
す
。
死
罪
遠
島
は
江
戸
の
老
中
が
決
め
ま
す

が
、
決
定
で
き
な
い
場
合
は
評
定
所
に
図
っ
て
、
奉
行
に
差
図
し
ま
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、長
崎
で
捕
縛
さ
れ
た
容
疑
者
が
吟
味
の
う
え
、死
罪
や
遠
島
を
命
じ

ら
れ
る
ま
で
、
江
戸
と
の
や
り
と
り
や
審
議
な
ど
、
年
を
越
え
た
時
間
が
必
要
で
し

た
。
ま
た
遠
島
は
、船
便
が
年
一
回
な
ど
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、さ
ら
に
時
間
が

か
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
長
期
間
拘
留
す
る
た
め
に
牢
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
桜
町
牢
屋
敷

　

長
崎
の
牢
屋
を
個
別
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
ま
っ
先
に
つ
く
ら
れ
た
の
が

「
桜
町
牢
屋
敷
」と
い
い
、
江
戸
の
小こ

伝で
ん

馬ま

町ち
ょ
う

牢
屋
敷
に
な
ら
ぶ
権
威
と
格
式
を
も
っ

て
お
り
ま
し
た
。
最
初
は
南
馬
町
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
桜
町（
今
日
の
市
役
所
別

館
）に
移
転
し
、
明
治
の
は
じ
め
ま
で
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

牢
内
は
夜
間
の
静
粛
以
外
に
き
ま
り
は
な
く
、
交
談
自
由
な
空
間
で
し
た
。
飲
酒
、

博
打
、
囲
碁
、
将
棋
な
ど
も
行
わ
れ
、
犯
罪
歴
を
誇
る
犯
罪
学
校
の
よ
う
な
と
こ
ろ

で
し
た
。
牢
役
人
が
直
接
取
り
締
ま
る
の
で
は
な
く
、腕
力
の
あ
る
者
が
実
力
、暴
力
、

慣
習
で
支
配
す
る
自
治
に
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

牢
の
小
者
に
頼
め
ば
買
物
が
で
き
た
の
で
、
金
が
支
配
す
る
空
間
で
も
あ
り
ま
し

た
。
多
額
の
金
を
も
っ
て
入
牢
し
た
者
は
特
別
扱
い
さ
れ
、
金
の
な
い
者
は
夜
間
に

人
知
れ
ず
変
死
す
る「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」の
生
き
地
獄
で
し
た
。

　

食
事
は
一
人
当
た
り
一
日
玄
米
五
合
が
支
給
さ
れ
、
副
食
は
各
自
が
買
う
か
差
入

れ
で
調
達
し
て
い
ま
し
た
。
桜
町
牢
は
三
棟
に
七
つ
の
部
屋
が
あ
り
、
揚あ
が

り
屋
と
い

う
身
分
の
高
い
者
の
棟
も
あ
り
、
牢ろ
う

守も
り

一
名
牢
番
十
名
が
お
り
、
れ
っ
き
と
し
た
奉

行
所
の
役
人
で
し
た
。

　
溜
牢

　
「
溜
牢
」は
、
桜
町
牢
の
収
容
に
耐
え
な
い
病
人
、
善
良
な
百
姓
、
不
良
行
為
の
矯

正
の
た
め
に
預
け
ら
れ
た
者
な
ど
を
収
容
し
ま
し
た
。
市
中
で
は
な
く
浦
上
村
山
里

に
お
か
れ
ま
し
た
。
牢
内
に
は
、
職
業
訓
練
の
た
め
の
施
設
が
設
け
ら
れ
、
更
生
を

目
的
と
し
ま
し
た
。
幕
末
に
は
同
じ
目
的
の「
長
崎
人
足
寄
場
」が
で
き
た
た
め
、
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

　
小
島
牢

　
「
小
島
牢
」は
長
崎
奉
行
所
で
は
な
く
、
長
崎
代
官
所
管
轄
の
牢
で
す
。
奉
行
所
は

老
中
傘
下
の
遠お
ん

国ご
く

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

、
代
官
所
は
勘か
ん

定じ
ょ
う

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

傘
下
と
組
織
が
違
う
た
め
、
同

じ
牢
の
使
用
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
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当
初
、
長
崎
代
官
支
配
の
農
村
は
大
き
い
事
件
も
な
く
、
村む
ら

預
あ
ず
か
り

で
済
ん
で
い
ま

し
た
が
、
天
草
支
配
を
ま
か
さ
れ
て
か
ら
は
、
凶
悪
な
犯
罪
者
に
手
こ
ず
る
こ
と
に

な
り
、
勘
定
奉
行
や
長
崎
奉
行
に
訴
え
て
よ
う
や
く
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
常
駐
の
牢

役
人
は
お
ら
ず
、
収
容
者
が
い
る
と
き
に
は
収
容
者
の
村
か
ら
牢
番
を
出
さ
せ
、
い

な
く
な
る
と
閉
じ
て
い
ま
し
た
。
牢
の
維
持
費
は
公
費
で
賄
い
ま
し
た
が
、
収
容
者

の
食
費
は
村
の
負
担
で
し
た
。

　

幕
末
に「
浦
上
四
番
崩
れ
」の
信
徒
た
ち
を
収
容
し
た
こ
と
で
世
界
的
に
有
名
に
な

り
ま
し
た
。

　
長
崎
人
足
寄
場

　

最
後
に「
長
崎
人
足
寄
場
」で
す
。
ま
ず
、「
人
足
寄
場
」の
場
所
は
大
黒
町
と
い
う

記
録
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
く
わ
し
く
は
不
明
で
し
た
が
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

収
蔵
資
料「
千
分
の
一
街
道
図
」に「
徒と

刑け
い

場じ
ょ
う

」と
い
う
施
設
名
が
発
見
さ
れ
、
今
日

の
県
交
通
会
館
付
近
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
人
足
寄
場
」は
、
無
宿
人
に
職
業
訓
練
を
ほ
ど
こ
し
帰
村
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に

江
戸
で
は
じ
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
主
旨
を
忠
実
に
ま
も
っ
た
の
が「
長
崎
人
足

寄
場
」で
す
。
こ
こ
は
、作
業
を
中
心
と
し
た
職
業
訓
練
で
収
容
者
の
矯
正
を
は
か
り
、

わ
ず
か
な
が
ら
賃
金
を
貯
金
さ
せ
自
立
を
う
な
が
す
と
い
う
更
生
施
設
で
し
た
。
今

日
の
刑
務
所
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
教
育
刑
を
と
り
い
れ
た
牢
屋
と
み
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　

幕
末
に
は
、
桜
町
牢
を
上
ま
わ
る
百
人
以
上
の
収
容
者
が
お
り
ま
し
た
。
犯
科
帳

に
は
、
そ
れ
ま
で
の
所
払
い
の
か
わ
り
に「
人
足
寄
場
」行
き
が
命
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
懲
役
と
い
う
刑
罰
が
一
般
化
し
ま
し
た
。
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長
崎
の
牢
屋

　

こ
の
よ
う
に
、
長
崎
の
牢
屋
は
江
戸
に
直
結
し
、
江
戸
に
準
じ
た
制
度
の
も
と
で

変
化
を
と
げ
て
い
き
ま
し
た
。
牢
屋
や
刑
務
所
と
い
っ
た
施
設
の
歴
史
も
目
を
そ
ら

さ
ず
直
視
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

�

（
長
崎
市
長
崎
学
研
究
所
主
幹
）

○
長
崎
の
八
月
と
言
え
ば「
九
日
、
原
爆
忌
」の
祈
念
式
典
に
は
じ
ま
る
。
北
村
西
望
先
生

に
製
作
し
て
戴
き
、
平
和
公
園
に
建
設
さ
れ
た「
平
和
祈
念
像
」は
其
の
象
徴
で
あ
る
。

○
次
い
で
十
三
日
よ
り
お
盆
の
行
事
が
始
ま
る
。
初
盆
の
家
で
は
之
の
夜
よ
り
初
燈
篭
を

と
も
し
、
花
火
・
音
火
矢
を
あ
げ
、
十
五
日
の
夜
は
精
霊
流
し
に
出
か
け
る
。
其
の
夜

お
そ
く
遠
く
よ
り「
も
ど
り
鉦か
ね

」の
音
が
き
こ
え
て
く
る
。

○
十
六
日
は
光
源
寺
あ
め
や
の
幽
霊
御
開
帳（
午
前
一
〇
時
～
午
後
三
時
）恒
例
の「
柳
川

下
り
松
の
飴
」の
御
接
待
が
あ
る
。（
無
料
）

○
八
月
は
本
協
会
主
催
の
各
行
事
、
恒
例
に
よ
り
全
て「
夏
休
み
」と
致
し
ま
す
。
但
し
事

務
局
の
月
水
金
は
通
常
通
り
開
所
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

○
先
日
、
名
古
屋
椙す
ぎ

山や
ま

女
学
園
よ
り「
今
年
も
恒
例
の
学
習
研
修
旅
行
」を
す
る
の
で
御
協

力
下
さ
い
と
来
訪
あ
り
、
各
コ
ー
ス
担
当
者
と
共
に
協
議
。

○
今
月
各
方
面
よ
り
御
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
書
籍

一
、
土
肥
原
弘
久
氏
よ
り
、「
今
篭
町
奉
納
記
録
」現
在
の「
長
崎
く
ん
ち
」行
事
の
実
に
詳

し
い
説
明
あ
り
、
大
い
に
参
考
と
な
り
ま
し
た
。（
著
者
刊
・
二
〇
〇
〇
円
）

一
、
西
日
本
文
化
協
会
よ
り「
西
日
本
文
化
№
482
」今
回
は
標
題
に「
人
気
の
長
崎
県
美
術

館
」と
あ
り「
ハ
タ
あ
げ
」「
梅
ヶ
枝
餅
」等
…
。（
西
日
本
文
化
協
会
刊
・
七
〇
〇
円
）

一
、
ら
く（
イ
ー
ズ
ワ
ー
ク
ス
社
）よ
り
、「
ら
く
№
36
」昭
和
20－

30
年
代
の
長
崎
の
な
つ

か
し
い
写
真
が
多
く
特
集
さ
れ
て
い
ま
す
。（
㈲
イ
ー
ズ
ワ
ー
ク
ス
出
刷
・
一
〇
〇
〇
円

＋
税
）

一
、
椙
山
女
学
園
よ
り「
2016
年
長
崎
修
学
旅
行
報
告
」第
一
編
の
唐
人
屋
敷
研
究
報
告
以
下

二
十
輯
、
学
生
の
研
究
報
告
。
立
派
な
論
考
で
し
た
。

一
、
長
崎
経
済
研
究
所
よ
り「
な
が
さ
き
経
済
6
／
2017
№

332
」・
概
況
編
に「
横
這
い
圏
内
の
動
き
」他
造
船
・
機
械
・

観
光
・
水
産
等
。
特
に「
長
崎
の
お
土
産
」の
項
。
大
い

に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
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長崎の牢屋位置図


