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要
旨 本

稿
は
、
吉
原
遊
廓
を
研
究
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
基
礎
史
料
と
な
る
「
吉
原
細
見
」
に
つ
い
て
大
き
く
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
そ
の
問
題
を
扱

う
前
提
と
し
て
、
細
見
の
定
義
に
つ
い
て
第
一
章
で
考
察
を
し
た
。
筆
者
は
、
先
行
研
究
で
は
研
究
者
に
よ
っ
て
種
々
の
説
明
が
さ
れ
て
き
た
も
の
を
ま
と
め
、
歴

史
学
の
み
な
ら
ず
、
他
分
野
の
研
究
も
参
照
し
な
が
ら
新
た
な
定
義
を
規
定
し
た
。 

本
稿
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
問
題
と
は
、
一
つ
は
「
読
み
方
の
問
題
」
＝
史
料
学
的
問
題
で
あ
る
。
細
見
の
定
義
と
も
被
る
が
、
遊
女
評
判
記
と
の
差
異
を
い
か

に
扱
う
か
、
当
代
史
料
を
用
い
て
、
当
代
人
に
と
っ
て
の
細
見
が
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
第
二
章
で
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
先
行
研
究
に
お
い
て
評
判
記
と

連
続
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
細
見
は
、
両
者
に
相
関
関
係
は
あ
り
な
が
ら
も
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
に
疑
義
を
呈
し
た
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
、

事
実
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
細
見
は
、
既
存
の
研
究
に
お
い
て
そ
の
正
確
性
の
議
論
を
し
な
い
ま
ま
扱
わ
れ
て
き
た
。
細
見
は
、
実
用
性
に
長
け
て
い
る
こ
と

か
ら
正
確
性
を
疑
っ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
宮
本
由
紀
子
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
明
治
期
に
は
コ
ピ
ー
品
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
江
戸
期
細
見
に
お
い
て
は
ど
う
で

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
を
基
に
第
三
章
で
考
察
を
行
っ
た
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Abstract 

T
his 

p
aper

 
dea

ls 
wi
th 

t
wo 

m
ajor 

issue
s 

con
cern

ing 
Yosh

iwar
a 

Sai
ken,

 
the

 
b
asic 

hist
oric

al 
s
ourc

e 
for

 
res

earc
h 

o
n 

Y
oshi

wara 
b
roth

els. 
As 

a 
p
reco

ndit
ion 

f
or 

dea
ling 

with 
thes

e 
iss

ues, 
the 

d
efi

niti
on 

of 
S
aike

n 
is 

d
iscu

ssed 
in 

Ch
apt

er 
1. 

T
he 

a
utho

r 
summ

ariz
ed 

th
e 

var
ious 

expl
anati

ons 
gi
ven 

b
y 

res
earc

hers 
in 

pr
evio

us 
s
tudi

es 
and 

defi
ned 

a 
new 

d
efin

itio
n, 

r
efer

ring 

n
ot o

nly 
to h

isto
riog

raph
y bu

t al
so t

o 
stud

ies 
in o

ther
 fie

lds.
 

T
he 

tw
o 

pr
oble

ms 
a
ddre

ssed
 
in 

t
his 

pape
r 

are
 
"pr

oble
ms 

o
f 

in
terp

reta
tion

," 
in 

shor
t, 

a
rchi

val 
prob

lems
. 

In 
Chap

ter 
2
, 

w
e 
d
iscu

ss
 
how

 
t
o 
d
eal

 
wi
th
 
the

 
d
iffe

re
nce

 
bet

ween
 
S
aike

n 
and

 
Yujo

 
H
yoba

n-ki
, 
a
nd
 
wha

t 
Saik

en 
was

 
to
 
t
he
 
peo

ple
 
of
 
th
e 

day, 

u
sing

 
con

temp
orar

y 
hi
stor

ical
 
sou

rces
. 

As 
a
 
res

ult,
 
we 

ques
tion

ed 
t
he 

i
dea 

t
hat 

Saik
en 

w
as 

c
onsi

dere
d 

co
ntin

uous
 
w
ith 

Yujo 

H
yoba

n-ki
 
in
 
pr
evio

us 
stud

ies,
 
al
thou

gh
 
th
ere

 
is
 
a 

corr
elat

ion
 
bet

ween
 
t
he 

tw
o. 

Anot
her

 
iss

ue 
is 

that
 
of
 
fa
ctua

lity
. 

S
aike

n 

h
as 

be
en 

tr
eate

d 
wi
thou

t 
dis

cuss
ing 

i
ts 

accu
racy 

in 
e
xist

ing 
s
tudi

es. 
T
he 

a
cc
urac

y 
of 

S
aike

n 
ha
s 

not 
been 

ques
tione

d 
bec

ause 

o
f 

i
ts 

prac
tica

lity
, 

b
ut
 
as
 
Yuk

iko
 
Miy

amot
o 

h
as 

poin
ted

 
out

, 
copi

es 
exis

ted
 
in
 
th
e 

M
eiji

 
p
erio

d. 
How

 
thi

s 
w
as
 
th
e 

c
ase

 
in 

S
aike

n du
ring

 the
 Edo

 per
iod 

is d
iscu

ss
ed i

n Ch
apte

r 3,
 bas

ed o
n 
Ky
oden

 San
to
's y

ello
w co

ver. 
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は
じ
め
に―

「
吉
原
細
見
」
研
究
の
視
角
と
課
題―

 

本
稿
は
、
「
吉
原
細
見
」(

以
下
、
細
見)

に
つ
い
て
そ
の
定
義
の
再
検
討
、
お
よ
び
細
見
に
か
か
わ
る
事
実
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
、
読
み
方
を
め
ぐ
る
問
題
、
と
い

う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
も
の
で
あ
る
。 

細
見
の
研
究
は
、
吉
原
の
研
究
も
そ
う
だ
が
、
歴
史
学
の
み
で
行
わ
れ
て
い
る(

き
た)

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
学
は
他
分
野
に
お
け
る
細
見
研
究
の
成

果
を
ほ
ぼ
無
視
し
て
き
た
と
言
っ
て
良
い
。
近
年
の
、
他
分
野
、
特
に
国
文
学
の
研
究
成
果
も
取
り
入
れ
な
が
ら
先
行
研
究
整
理
を
果
た
し
た
の
が
、
髙
木
ま
ど
か

で
あ
る
１

。 

細
見
・
遊
女
評
判
記(

以
下
、
評
判
記)

の
研
究
は
、
歴
史
学
で
は
わ
ず
か
に
留
ま
る
。
髙
木
ま
ど
か
は
そ
の
わ
ず
か
の
一
人
で
は
あ
る
が
、
髙
木
以
前
は
一
九
九
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〇
年
代
ま
で
遡
る
必
要
が
あ
る
２

。
特
に
細
見
に
限
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
が
歴
史
学
で
は
最
新
で
あ
っ
た
３

。
こ
こ
で
は
、
髙
木
が
評
判
記
に
つ
い
て
の
詳
細
な
先

行
研
究
整
理
を
果
た
し
た
の
で
、
細
見
に
限
っ
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
取
り
扱
う
。 

前
述
の
如
く
、
細
見
の
歴
史
学
に
お
け
る
成
果
は
前
述
で
あ
げ
た
二
つ
し
か
な
い
と
言
っ
て
良
い
。
特
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
細
見
研
究
は
書
式
変
遷
、

そ
れ
が
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
意
味
、
細
見
か
ら
い
か
に
吉
原
を
読
み
解
く
か
と
い
う
点
に
お
い
て
今
な
お
、
指
針
を
示
す
も
の
と
し
て
大
変
有
用
で
あ
る
。 

一
方
で
、
細
見
研
究
の
難
し
さ
も
露
呈
し
た
。
そ
れ
は
、
細
見
が
歴
史
学
に
も
た
ら
す
意
味
性
の
少
な
さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
、
寛
政
九(

一
七
九
七)

年

に
細
見
は
、
揚
げ
代
金
が
金
銀
混
合
か
ら
金
に
統
一
さ
れ
、
太
夫
、
格
子
が
消
え
、
「
よ
び
だ
し
新
造
付
き
」
と
い
う
名
称
と
合
印
４

が
誕
生
し
、
合
印
を
入
山
形
の

変
形
に
統
一
し
、
階
層
の
上
下
で
対
応
さ
せ
た
５

が
、
そ
れ
が
何
を
当
時
の
社
会
に
対
し
て
意
味
し
た
の
か
不
明
で
あ
り
、
そ
の
前
後
の
歴
史
的
過
程
も
不
明
で
あ
り
、

た
だ
変
化
し
た
、
と
い
う
結
果
の
み
が
つ
い
て
き
て
、
歴
史
学
の
現
在
的
潮
流
で
あ
る
実
証
主
義
歴
史
学
に
相
容
れ
な
く
、
遅
塚
忠
躬
に
代
表
さ
れ
る
科
学
と
し
て

の
歴
史
学
研
究
６

を
標
榜
す
る
も
の
と
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、
研
究
と
し
て
成
立
し
得
る
の
は
吉
原
の
事
実
性
を
も
っ
と
も
正
確
に
７

、

表
し
た
史
料
が
細
見
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
勝
る
歴
史
資
料
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

先
行
研
究
に
話
を
戻
せ
ば
、
国
文
学
に
お
い
て
花
咲
一
男
が
近
世
風
俗
研
究
会
か
ら
細
見
の
復
刻
四
種
を
一
九
七
六
～
八
二
年
に
か
け
て
刊
行
し
た
。
ま
た
、
丹

羽
謙
治
や
八
木
敬
一
ら
が
細
見
に
つ
い
て
宮
本
と
同
じ
手
法
で
分
析
を
し
た
８

。
そ
れ
を
ま
と
め
た
『
吉
原
細
見
年
表
』
は
、
ま
さ
に
細
見
の
書
式
変
遷
分
析
の
集
大

成
と
言
え
よ
う
。
細
見
の
研
究
は
こ
の
よ
う
に
、
書
式
変
遷
の
分
析
に
ほ
と
ん
ど
を
費
や
さ
れ
、
丹
羽
は
年
表
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
「
天
理
図
書
館
蔵
遊
女
評

判
記
・
細
見
目
録
稿
」
上
下(

『
ビ
ブ
リ
ア
』
一
〇
六
、
一
〇
九
号(

一
九
九
六
、
一
九
九
八))

を
著
し
た
。
一
九
七
〇
～
九
〇
年
代
に
国
文
学
、
歴
史
学
と
も
に
細

見
研
究
を
行
っ
て
い
る
理
由
、
そ
れ
以
降
急
速
に
衰
退
し
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
双
方
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
を
扱
っ
て
い
な
い
。 
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こ
の
九
〇
年
代
後
半
は
、
細
見
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
別
の
研
究
に
お
い
て
細
見
が
分
析
さ
れ
始
め
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
代
表
さ
れ
る
の
が
鈴
木
俊
幸

に
よ
る
一
連
の
蔦
屋
重
三
郎
研
究
で
あ
る
９

。
蔦
屋
重
三
郎
と
い
う
、
一
時
期
細
見
の
独
占
販
売
を
担
っ
た
人
物
に
お
い
て
、
細
見
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
考
察
が
な
さ
れ
た
ほ
ぼ
唯
一
の
研
究
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
細
見
は
か
つ
て
書
式
変
遷
の
み
で
は
あ
っ
た
が
、
研
究
の
主
題
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
た
か
の
如
く
、
研
究
の

補
助
史
料
に
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
丹
羽
の
「
細
見
は
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
遊
女
や
妓
楼
の
実
態
を
反
映
し
て
お
り
、
有
力
な
補
助
史
料
と
な
り
う

る
の
で
あ
る
」
１
０

と
い
う
一
文
は
ま
さ
に
そ
の
意
識
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
歴
史
学
で
も
近
年
の
横
山
百
合
子
に
よ
る
嘉
永
二
年
梅
本
屋
佐
吉
抱
え
遊
女
付
け
火

一
件
の
一
連
の
研
究
で
も
細
見
は
使
わ
れ
て
い
る
が
、
細
見
は
京
町
に
梅
本
屋
が
い
て
、
そ
こ
に
名
前
が
あ
る
遊
女
が
放
火
犯
の
名
前
と
一
致
す
る
か
と
い
う
確
認

で
使
用
さ
れ
て
き
た
。 

し
か
し
、
こ
こ
で
な
に
よ
り
の
問
題
は
、
細
見
の
事
実
性
が
明
治
期
以
降
に
担
保
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題(

事
実
性
を
め
ぐ
る
問
題)

と
、
細
見
を
ど
う
解

釈
す
る
か
と
い
う
史
料
学
的
問
題(

読
み
方(

史
料
学
的
解
釈)
を
め
ぐ
る
問
題)

で
あ
る
。
細
見
と
は
、
も
は
や
何
の
問
題
意
識
な
く
、
吉
原
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
案

内
図
、
あ
る
い
は
宣
伝
書
と
い
う
微
妙
に
異
な
っ
た
定
義
が
、
何
の
裏
付
け
も
な
く
さ
れ
る
。
江
戸
期
の
細
見
と
明
治
期
以
降(

特
に
、
明
治
一
〇
年
代(

一
八
七
〇

年
代
後
半)

以
降)

の
細
見
の
事
実
性
の
問
題
は
い
さ
さ
か
深
刻
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

本
稿
は
、
第
一
章
で
こ
れ
ま
で
曖
昧
で
あ
っ
た
細
見
の
再
定
義
を
行
い
、
第
二
章
で
細
見
の
定
義
を
受
け
つ
つ
、
評
判
記
と
の
差
異
性
に
着
目
し
な
が
ら
読
み
方

の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
第
三
章
に
て
、
黄
表
紙
な
ど
を
使
用
し
つ
つ
、
遊
女
の
存
在
事
実
を
細
見
が
担
保
で
き
て
い
た
の
か
確
認
す
る
。 
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第
一
章 

細
見
の
定
義 

細
見
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
定
義
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
実
は
決
ま
っ
て
な
い
。
定
義
す
る
必
要
性
は
、
ま
こ
と
に
勝
手
な
説
明
が
氾
濫
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
語
１
１

に
つ
い
て
大
き
な
業
績
を
残
し
た
前
田
勇
は
、『
江
戸
語
の
辞
典
』
１
２

の
「
細
見
」
の
項
で 

 

『
吉
原
細
見
』
の
略
。
娼
家
名
・
芸
娼
妓
名
お
よ
び
そ
の
位
付
・
揚
代
等
を
一
覧
表
に
し
た
案
内
記
。
享
保
年
間
に
始
ま
り
、
「
五
葉
松

ご
よ
う
の
ま
つ

」
と
題
し
て
毎
年
改
正

板
行
さ
れ
た
。(

後
略) 

 

と
、
説
明
し
た
。
注
目
す
べ
き
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
ま
ず
「
吉
原
細
見
」
で
は
な
く
「
細
見
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
江
戸
語
と
し
て
は
逐

一
呼
ば
ず
、
細
見
が
一
般
的
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
次
に
、
享
保
年
間
に
始
ま
っ
た
と
い
う
説
明
は
、
歴
史
学
に
お
け
る
主
要
な
見
解
と
大
き
く
異
な
る
。

歴
史
学
に
お
け
る
細
見
の
最
も
人
口
に
膾
炙
し
た
定
義
を
宮
本
由
紀
子
の
論
考
１
３

よ
り
見
て
み
る
と
、 

 

遊
女
や
遊
女
屋
の
格
を
示
す
合
印
（
あ
い
じ
る
し
）
、
遊
興
費
の
目
安
に
な
る
揚
代
金
が
記
載
さ
れ
た
江
戸
吉
原
の
遊
里
案
内
書
。
近
世
中
期
か
ら
出
版
さ
れ
昭

和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
代
に
吉
原
が
廃
業
す
る
ま
で
続
い
た
。
初
見
は
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
の
『
あ
づ
ま
物
語
』
と
い
わ
れ
、
「
遊
女
評
判
記
」
に
各

遊
女
屋
に
抱
え
ら
れ
た
遊
女
た
ち
の
源
氏
名
を
記
載
し
た
「
細
見
記
」
を
付
録
し
た
も
の
。
元
禄
期
以
降
「
細
見
記
」
の
部
分
の
み
が
独
立
し
、
文
学
的
傾
向

の
強
い
「
評
判
記
」
に
対
し
人
別
帳
の
形
式
で
案
内
書
の
機
能
に
重
点
を
置
い
た
も
の
に
な
っ
た
。
た
だ
し
当
初
は
一
枚
摺
り
の
地
図
（
「
絵
入
大
尽
図
」、
元
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禄
二
年
（
一
六
八
九
）
）
で
縦
七
九
セ
ン
チ
、
横
八
九
セ
ン
チ
の
大
形
で
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
代
ま
で
続
く
。
た
び
た
び
見
る
に
は
不
便
な
た
め
享
保
十
二

年
に
縦
一
三
セ
ン
チ
、
横
一
九
セ
ン
チ
の
横
本
が
で
き
三
十
五
年
間
続
く
が
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
蔦
屋
重
三
郎
に
よ
り
縦
本
（
縦
一
五
セ
ン
チ
、
横

一
〇
セ
ン
チ
前
後
）
に
、
ま
た
そ
れ
ま
で
個
々
に
付
け
ら
れ
た
題
名
を
「
吉
原
細
見
」
と
統
一
し
て
蔦
屋
の
独
占
販
売
体
制
に
な
り
以
降
定
着
し
た
。 

 

と
、
説
明
さ
れ
る
。
細
見
の
開
始
年
代
や
そ
も
そ
も
の
説
明
が
著
し
く
離
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
、
『
国
史
大
辞
典
』
の
誤
り
を
正
し
て
お
け
ば
、
元
禄

二
年
の
細
見
を
「
絵
入
大
尽
図
」
と
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「
絵
入
大
図
絵
」
で
あ
る
。 

そ
の
他
細
見
の
説
明
と
し
て
は
、
赤
坂
治
績
は 

 

吉
原
の
遊
女
屋
は
二
種
類
の
宣
伝
書(

遊
女
評
判
記
と
吉
原
細
見)

を
発
行
し
て
い
た
。(

中
略)

享
保
末
期(

～
一
七
三
六
年)

以
降
、
遊
女
の
名
前
だ
け
載
せ
た

吉
原
細
見
に
移
行
す
る
。
遊
女
の
数
が
多
く
な
り
過
ぎ
て
、
名
前
し
か
掲
載
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
１
４ 

 

と
、
い
う
持
論
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
石
井
良
助
は 

 

(

前
略)

細
見
は
古
く
は
遊
女
の
評
判
記
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
の
ち
に
は
、
遊
女
屋
の
名
、
遊
女
の
名
と
等
級
、
揚
代
な
ど
を
記
し
た
吉
原
一
覧
ふ
う
の
案

内
書
と
な
っ
た
も
の
で
、
享
保
ご
ろ
か
ら
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
た
。
１
５
１
６ 
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と
、
し
た
。
石
井
の
説
明
で
注
目
す
べ
き
は
吉
原
の
案
内
記
、
宣
伝
書
と
し
て
い
た
他
と
違
い
、
吉
原
一
覧
ふ
う
、
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
石
井
の
狙
い
が
何
で

あ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
「
ふ
う
」
と
い
う
説
明
は
極
め
て
正
し
い
。
細
見
に
収
め
ら
れ
た
吉
原
は
、
吉
原
の
全
体
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
吉
原
町
名
主

が
鷹
狩
場
も
支
配
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
吉
原
町
名
主
」
の
名
の
も
と
で
管
理
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
こ
を
「
吉
原
」
に
含
め
る
の
が
自
然
で

あ
る
。 

さ
て
、
筆
者
の
細
見
の
定
義
を
先
に
提
示
し
た
後
に
、
そ
の
理
由
を
述
べ
よ
う
。
筆
者
は
細
見
を
以
下
の
通
り
に
定
義
す
る
。 

江
戸
期
に
お
い
て
は
本
当
の
名
も
、
死
後
の
戒
名
も
わ
か
ら
ず
、
た
だ
吉
原
に
生
き
た
証
を
残
し
た
遊
女
た
ち
の
過
去
帳
で
あ
る
。
そ
の
初
見
は
享
保
期
に
お
け

る
横
本
細
見
の
出
現
に
あ
る
。
遊
女
の
名
、
遊
女
屋
の
名
、
茶
屋
な
ど
が
地
図
と
共
に
一
体
と
し
て
描
か
れ
た
。
宣
伝
書
の
意
味
合
い
を
伴
う
細
見
は
、
蔦
屋
細
見

の
み
で
あ
る
。
細
見
の
出
版
は
、
大
き
く
は
、
鱗
形
屋
、
蔦
屋
、
玉
屋
が
そ
の
順
で
江
戸
期
細
見
を
独
占
的
に
発
行
し
た
。
横
本
細
見
以
前
の
、
一
枚
摺
り
時
代
を
、

細
見
へ
の
足
掛
か
り
と
し
て
捉
え
、
「
初
発
的
細
見
」
と
す
る(

い
う)

。
た
だ
し
、
初
発
的
細
見
は
評
判
記
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
明
治
期
以
降
、
特
に
明

治
五(

一
八
七
二)

年
に
な
ん
ら
か
の
理
由
１
７

で
玉
屋
が
細
見
を
発
行
し
な
く
な
っ
て
か
ら
は
大
き
な
板
元
が
存
在
せ
ず
、
細
見
は
混
乱
を
極
め
た
。
明
治
一
〇
年
代

よ
り
源
氏
名
の
横
に
本
名
が
記
さ
れ
始
め
、
廓
の
女
に
終
わ
ら
ず
、
社
会
的
に
通
用
す
る
女
を
遊
客
は
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
こ
に
お
い
て
、
享
保
期
を
初
見
と
し
た
の
は
細
見
に
は
以
下
の
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
田
が
説
明
し
た
よ
う
な
源
氏
名
・

遊
女
屋
名
お
よ
び
そ
の
位
付
・
揚
代
等
を
一
覧
表
に
し
た
案
内
記
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
横
本
以
降
の
細
見
と
初
発
的
細
見
で
は
形
式
が
あ
ま
り
に
異
な
り
、
も
は

や
そ
の
読
者
の
目
的
も
変
わ
り
は
て
る
た
め
、
位
付
・
揚
代
が
必
要
で
あ
る
。 
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な
お
、
初
発
的
細
見
、
例
え
ば
万
治
元(

一
六
五
八)

年 

の
「
芳
原
細
見
圖
」 

は
、
女
郎
数
二
八
六
八
人
に
対
し
、
太
夫
・
格
子
・
局
・
散
茶
・
次
女
郎
の
全
て

の
人
数
を
足
す
と
二
二
〇
八
人
で
六
六
〇
人
の
遊
女
が
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
太
夫
が
三
人
で
あ
り
、
た
し
か
に
京
町
三
浦
屋(

四
郎
左
衛
門
内)

に
三
人
の
太
夫
が

い
て
、
他
に
は
い
な
い
こ
と
か
ら
史
料
上
の
数
字
は
、
吉
原
の
中
の
遊
女
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
も
の
だ
と
判
別
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
書
か
れ
な
か
っ
た
遊
女

が
六
〇
〇
人
以
上
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
不
完
全
的
な
細
見
で
あ
る
。
こ
の
不
足
数
に
つ
い
て
は
、
禿
や
新
造
の
可
能
性
も
残
さ
れ
て
お
り
、
直
ち
に

こ
れ
が
細
見
の
事
実
性
を
疑
う
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
こ
と
わ
っ
て
お
く
。 

こ
こ
で
赤
坂
、
石
井
、
宮
本
の
説
明
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
。
こ
の
三
者
は
、
評
判
記
か
ら
細
見
に
移
行
し
た
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
る
。 

宮
本
は
、
評
判
記
か
ら
「
細
見
記
」
が
独
立
し
た
の
を
元
禄
期
以
降
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
検
討
の
余
地
を
残
す
。
『
吉
原
丸
鑑
』
と
い
う
評
判
記
は
「
惣
評
論
」

で
「
さ
ん
茶
む
め
茶
の
内
に
し
て
、
三
浦
山
口
の
太
夫
の
名
に
同
じ
き
名
を
名
の
り
た
ま
ふ
か
た
〲
を
ば
、
こ
と
〲
く
そ
の
名
を
此
書
に
あ
ぐ
る
事
な
し
」
１
８

と
あ

る
よ
う
に
、
完
全
で
は
な
い
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
遊
女
を
採
録
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
評
判
記
で
あ
り
な
が
ら
、
惣
女
郎
は
名
前
を
集
め
た
だ
け
の
、

ま
さ
に
「
細
見
記
」
の
役
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
評
判
記
と
細
見
に
宮
本
の
言
う
よ
う
な
評
判
記
の
あ
る
部
分(

「
名
寄
せ
の
部
」)

が
独
立→

細
見
と
い
う
完
全

な
る
連
続
性
は
、
見
出
す
こ
と
が
現
状
で
き
な
い
。
ま
た
、
『
吉
原
鑑
』
１
９

を
見
る
と
、
ま
ず
細
見
の
如
き
地
図
と
遊
女
屋
、
遊
女
が
並
ん
で
い
る
。
そ
し
て
い
く

つ
か
の
遊
女
評
判
が
並
ん
で
い
る
。
ま
ず
初
め
に
細
見
部
分
が
来
て
お
り
、
位
の
高
く
な
い
遊
女
も
や
は
り
採
録
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
宮
本
の
巻
末
の
「
名
寄
せ

の
部
」
が
独
立
し
て
、
細
見
に
な
っ
た
と
の
説
明
は
一
般
化
で
き
う
る
も
の
で
は
な
い
。『
吉
原
鑑
』
は
万
治
二
年
の
も
の
で
あ
り
、
前
年
に
細
見
が
で
て
い
る
た
め
、

評
判
記
か
ら
独
立
よ
り
は
む
し
ろ
、
互
い
に
独
立
し
あ
っ
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
評
判
記
が
細
見
に
あ
た
る
部
分
を
後
に
削
除
し
た
と
推
察

さ
れ
る
。
赤
坂
の
も
の
は
、
評
判
記
と
細
見
が
書
き
手
も
異
な
れ
ば
、
機
能
す
る
も
の
も
違
う
と
い
う
事
実
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
井
は
こ
の
移
行
に
関
す
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る
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。 

評
判
記
と
細
見
の
対
比
に
つ
い
て
、
宮
本
は
評
判
記
を
、
所
見
の
あ
る
遊
女
と
馴
染
み
の
遊
客
以
外
は
知
る
由
が
な
く
、
雲
の
上
の
存
在
と
し
て
吉
原
を
紹
介
し

て
い
た
が
、
細
見
に
よ
っ
て
「
遊
客
は
大
門
を
く
ぐ
っ
て
、
右
も
左
も
わ
か
ら
ず
と
も
、
あ
た
か
も
馴
染
み
の
如
く
吉
原
の
中
を
自
由
に
見
物
す
る
こ
と
が
で
き
た
」

２
０

と
い
う
。
し
か
し
、
元
禄
期
に
「
通
」
と
「
野
暮
」
が
そ
こ
ま
で
意
識
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
宮
本
の
記
述
は
、
要
す
る
に
、
細
見
を
通

じ
て
吉
原
の
通
の
フ
リ
を
し
て
、
吉
原
を
歩
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
の
時
期
に
吉
原
を
よ
く
知
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
通
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
解
明

す
る
こ
と
が
細
見
の
読
者
層
と
そ
の
目
的
を
解
明
す
る
の
に
つ
な
が
る
。
そ
の
他
、
宮
本
は
出
版
統
制
の
動
き
が
評
判
記
か
ら
細
見
の
独
立
を
促
し
た
と
い
う
。
貞

享
元(

一
六
八
三)

年
、
元
禄
七(

一
六
九
三)

年
の
出
版
統
制
の
事
例
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
独
立
を
促
し
た
と
の
指
摘
で
あ
る
２
１

。
し
か
し
、
評
判
記
は
そ
の
後
も
出

版
さ
れ
て
お
り
、
細
見
の
独
立
化
へ
の
影
響
に
つ
い
て
過
大
な
評
価
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
細
見
と
評
判
記
に
は
あ
る
程
度
の
相
関
関
係
は
存
在
す
る
が
、

因
果
関
係
は
見
出
せ
な
い
。 

ま
た
、
評
判
記
の
範
囲
そ
の
も
の
に
課
題
が
あ
る
。
髙
木
が
指
摘
し
た
よ
う
に
２
２

、
「
遊
女
評
判
記
」
と
い
う
語
は
近
世
に
お
い
て
存
在
せ
ず
、
ど
の
範
囲
を
遊

女
評
判
記
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
。
髙
木
は
、
一
般
に
評
判
記
の
終
わ
り
と
さ
れ
る
宝
暦
五(

一
七
五
五)

年
ま
で
の
評
判
記
の
数

と
し
て
、
細
見
類
を
含
め
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
が
、
や
は
り
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
次
章
で
評
判
記
と
の
差
異
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。 

細
見
は
横
本
時
代
と
縦
本
時
代
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
前
者
を
前
期
細
見
時
代
、
後
者
を
後
期
細
見
時
代
と
し
て
区
分
す
る
。
さ
ら
に
後
期
細
見
は
、
蔦
屋
が
刊

行
し
た
江
戸
期
と
し
て
は
異
質
の
時
代
が
あ
り
、
蔦
屋
時
代
の
細
見
を
後
期
細
見
Ⅰ
時
代
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
玉
屋
山
三
郎
に
よ
る
細
見
を
後
期
細
見
Ⅱ
時
代
と

呼
び
、
玉
屋
細
見
の
あ
と
を
後
期
細
見
Ⅲ
時
代
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
次
章
で
、
評
判
記
と
の
差
異
を
は
か
り
な
が
ら
細
見
が
当
代
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
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の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 

  

第
二
章 

細
見
の
解
釈―

評
判
記
と
の
差
異
か
ら―

 

本
章
で
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
記
し
た
「
読
み
方
の
問
題
」
に
つ
い
て
扱
う
。 

ま
ず
、
史
料
学
的
問
題
の
前
に
横
本
細
見
に
つ
い
て
そ
の
読
解
と
し
て
の
「
読
み
方
」
に
触
れ
よ
う
。 

横
本
細
見
は
、
宮
本
の
論
考
に
お
い
て
は
享
保
一
二(

一
七
二
七)

年
に
伊
勢
屋
板
が
初
見
と
し
て
い
る
２
３

。
横
本
細
見
に
つ
い
て
、
持
ち
歩
く
の
に
は
便
利
に
な

っ
た
が
、
地
図
の
機
能
は
か
え
っ
て
薄
ら
ぎ
、
初
心
者
に
は
見
悪
い
２
４

、
と
し
た
。
た
し
か
に
横
本
細
見
は
、
筆
者
が
見
て
も
一
枚
摺
り
を
広
げ
て
見
る
よ
り
見
や

す
い
が
、
ど
こ
に
遊
女
屋
が
あ
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
。
当
時
も
同
じ
人
間
が
見
て
い
た
の
で
、
共
通
の
感
想
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
明
和

五(

一
七
六
八)

年
春
の
「
美
名
の
川
」
２
５

を
見
る
と
、
「
江
戸
町
壱
丁
目
中
ノ
町
ゟ
右
か
わ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
門
を
入
り
、
江
戸
町
一
丁
目
の
右
側
の
遊
女
屋

が
羅
列
し
て
あ
る
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
。
江
戸
町
や
京
町
と
い
っ
た
町
の
場
所
は
、
遊
女
屋
一
覧
に
行
く
前
に
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
頁
を
見
れ
ば

地
図
の
機
能
が
薄
い
だ
と
評
価
で
き
る
が
、
細
見
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
薄
ら
い
で
お
ら
ず
、
む
し
ろ
持
ち
運
び
の
点
や
広
げ
た
際
の
大
き
さ
を
鑑
み
れ
ば
、
初
心

者
に
も
そ
れ
以
外
に
も
向
い
た
細
見
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

さ
て
、
前
章
の
定
義
と
被
る
議
論
も
あ
る
が
、
細
見
の
も
っ
と
も
の
問
題
は
評
判
記
と
の
混
同
で
あ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
は
、
細
見
の
史
料
を
「
評
判
記
」
と

件
名
に
表
記
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
最
右
翼
で
あ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
の
件
名
表
記
は
、
目
録
を
検
索
す
る
際
の
手
が
か
り
と
し
て
、
資
料
の
主
題
を
表
現
し
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た
統
制
語
２
６

で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
吉
原
町
名
主
竹
島
仁
左
衛
門
が
記
し
た
「
洞
房
古
鑑
」
２
７

を
見
れ
ば
、
宝
暦
四(

一
七
五
四)

年
の
評
判
記
を
め
ぐ
っ
て
あ
る
事
件
が
起
き
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
２
８

。
そ
れ
は
、
細
見
で
は
絶
対
に
起
こ
り
得
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
概
略
を
実
際
の
評
判
記
と
共
に
示
そ
う
２
９

。 

江
戸
町
二
丁
目
遊
女
屋
、
家
田
屋
太
右
衛
門
の
抱
え
に
伊
澤
と
い
う
遊
女
が
お
り
、「
な
さ
け
う
す
け
れ
ば
、
か
つ(

筆
者
註―

「
り
」
の
誤
り
か)

た
も
の
は
ら
う
こ

そ
き
ら
い
な
る
」
と
い
う
評
判
が
為
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
評
判
を
記
し
た
あ
と
、
正
月
二
二
日
、
依
田
和
泉
守
に
遊
女
屋
主
人
か
ら
板
元
浅
草
寺
本
屋
吉
十
郎
３
０

、

販
売
所
吉
原
江
戸
町
一
丁
目
本
屋
彌
七
、
通
油
町
双
紙
屋
小
兵
衛
に
対
し
、「
御
願
申
上
」
た
の
で
、
吟
味
の
上
、
吉
十
郎
と
小
兵
衛
は
過
料
三
貫
文
に
、
彌
七
は
手

鎖
に
処
さ
れ
た
。
『
吉
原
出
世
鑑
』
は
売
れ
残
っ
て
い
た
一
〇
〇
余
冊
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
と
い
う
一
件
で
あ
る
。 

こ
れ
は
ま
さ
に
評
判
記
の
機
能
、「
遊
女
評
判
」
を
め
ぐ
っ
て
起
き
た
も
の
で
あ
る
。
細
見
に
そ
れ
は
な
い
の
で
、
明
ら
か
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
『
吉
原
出
世
鑑
』
は
も
う
二
つ
、
史
料
学
的
に
も
大
事
な
も
の
を
示
し
た
。
一
つ
は
、
そ
の
形
態
で
あ
る
。
当
評
判
記
は
会
話
文
体
で
吉
原
の
穿
ち
を
描
い
た
。

こ
れ
は
、
の
ち
に
洒
落
本
の
形
態
に
移
る
そ
の
初
発
的
な
も
の
と
認
識
で
き
る
。
会
話
文
体
を
と
り
入
れ
つ
つ
も
、
形
態
そ
の
も
の
は
細
見
を
模
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
細
見
は
横
本
、
こ
の
評
判
記
は
縦
小
本
で
あ
る
か
ら
、
作
者
自
身
が
細
見
と
の
な
ん
ら
か
の
差
異
を
認
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
野
間

が
指
摘
し
て
い
る
３
１

。
評
判
記
が
一
般
的
に
終
わ
る
と
さ
れ
る
の
が
、
翌
宝
暦
五
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
評
判
記
は
狭
義
の
意
味
３
２

で
の
評
判
記
の
終
わ
り
を
意
味

す
る
も
の
で
も
あ
る
。
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
販
売
に
関
し
て
、
細
見
と
同
様
の
と
こ
ろ
で
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
吉
十
郎
は
、
鱗
形
屋
細
見
の
売
所

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
細
見
と
評
判
記
は
享
受
の
位
相
を
接
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
宮
本
が
指
摘
し
た
よ
う
な
評
判
記
は
雲
の
上
、
細
見
は
庶
民
と
い
う
二
項
対

立
の
見
方
は
厳
し
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
仮
名
草
子
形
態
の
評
判
記
と
そ
の
「
読
み
方
」
は
異
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 
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こ
こ
ま
で
前
節
も
含
め
て
い
か
に
細
見
と
評
判
記
が
異
な
り
、
評
判
記
か
ら
細
見
へ
の
連
続
性
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
た
だ
し
、
評
判
記
が
細

見
を
真
似
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
相
関
関
係
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
吉
原
出
世
鑑
』
の
作
者
が
分
け
た
よ
う
に
、
当
代
人
に
と
っ
て
二
つ
は
な
ん
ら
か

の
差
異
が
あ
り
、
狭
義
の
評
判
記
は
洒
落
本
に
吸
収
さ
れ
て
い
き
、
細
見
は
細
見
の
な
か
で
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

細
見
と
評
判
記
の
見
方
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
「
当
代
性
」
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
の
が
議
論
の
一
つ
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
考
え
は
中
野
三

敏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
３
３

。
当
代
性
と
は
、
例
え
ば
評
判
記
に
書
か
れ
た
遊
女
評
判
は
ま
さ
に
今
遊
女
を
買
お
う
と
す
る
人
に
と
っ
て
は
、
有
用
で
あ
っ
た
と
い
う

特
質
の
こ
と
を
指
す
。
汎
用
性
が
時
間
的
に
限
定
的
な
も
の
を
い
う
。
こ
れ
は
細
見
と
評
判
記
が
当
時
の
現
実
に
目
を
向
け
ら
れ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
を
評
判
記
研
究
の
な
か
で
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
髙
木
ま
ど
か
の
研
究
３
４

は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。 

細
見
に
も
今
後
導
入
し
て
い
く
の
が
筆
者
の
課
題
で
あ
る
。 

  

第
三
章 

細
見
か
ら
み
え
る
遊
女
と
そ
の
存
在
事
実 

前
章
の
最
後
で
、
当
代
性
の
話
を
し
た
。
無
論
、
細
見
は
そ
の
瞬
間
の
吉
原
を
も
っ
と
も
忠
実
に
著
し
た
史
料
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
正
確
に
表
し
た
も
の
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、
恣
意
的
に
書
か
れ
た
評
判
記
以
上
に
当
代
性
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
た
だ
し
、
明
治
期
以
降
に
な
る
と
当
代
性
は
あ
る
の
だ
が
、
事
実
性
の

面
で
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
江
戸
期
に
お
け
る
事
実
性
を
簡
単
に
見
て
い
く
。 

例
え
ば
、
山
東
京
伝
の
『
江
戸
春
一
夜
千
両
』
に
は
数
多
く
の
吉
原
遊
女
が
で
て
く
る
。
さ
て
、
以
下
に
黄
表
紙
に
出
て
く
る
遊
女
を
細
見
と
合
わ
せ
な
が
ら
列
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挙
し
て
み
よ
う
。 

 

・
松
人―
松
葉
屋
半
左
衛
門
抱
え
の
散
茶
（「
新
吉
原
細
見
」
天
明
五
年
春
） 

・
瀬
川―

同
。 

・
哥
姫―

同
。 

・
花
さ
ん
・
滝
さ
ん
・
十
市
さ
ん―

扇
屋
宇
右
衛
門
抱
え
の
よ
び
だ
し
散
茶
。
花
は
、
花
扇
、
花
人
の
二
人
い
る
が
、
滝
さ
ん
は
た
き
川
、
十
市
は
と
を
ち
、
と
思

わ
れ
、
二
人
は
よ
び
だ
し
散
茶
で
あ
る
か
ら
、
よ
び
だ
し
散
茶
で
あ
る
花
扇
と
思
わ
れ
る
。 

・
長
山
さ
ん
・
雛
さ
ん
・
唐
琴
さ
ん
・
千
山
さ
ん―

丁
子
屋
庄
蔵
抱
え
遊
女
。
長
山
（
て
う
山
）、
千
山
は
よ
び
だ
し
散
茶
。
雛
さ
ん
は
、
散
茶
の
ひ
（
飛
）
な
（
奈
）

づ
る
か
。
唐
琴
（
か
ら
こ
と
）
は
散
茶
。 

・
哥
菊
さ
ん―

竹
屋
さ
乃
抱
え
の
よ
び
だ
し
散
茶
。 

・
菅
原
さ
ん―

靏
屋
忠
右
衛
門
抱
え
の
よ
び
だ
し
散
茶
。 

・
江
川
さ
ん―

え
（
衣
）
び
や
甚
兵
衛
？
抱
え
の
散
茶
。 

・
廿
巻
さ
ん―

大
文
字
屋
市
兵
衛
抱
え
の
散
茶
。 

・
象
潟
さ
ん―

大
ひ
（
飛
）
し
や
久
右
衛
門
抱
え
の
座
敷
持
。 

・
千
町
さ
ん―

小
ま
つ
や
□
□
□
□
抱
え
の
座
敷
持
。 



１５ 

 

 

以
上
よ
り
、
全
て
実
在
の
遊
女
が
出
て
き
て
お
り
、
江
戸
期
に
お
け
る
事
実
性
は
、
こ
れ
を
見
る
限
り
保
た
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
自
明
の
論
理
と

し
て
細
見
に
は
「
当
代
性
」
が
意
識
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
事
実
性
を
担
保
し
得
な
い
細
見
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。 

一
方
で
、
玉
屋
細
見
が
終
わ
る
明
治
五(

一
八
七
二)

年
以
降
の
細
見
で
は
、
い
さ
さ
か
事
実
性
が
担
保
さ
れ
な
い
も
の
が
窺
え
る
。 

「
経
済
及
統
計
」
一
四
号(
明
治
二
三(

一
八
九
〇)

年
二
月)

３
５

で
は
、 

明
治
一
六
年
：
吉
原
遊
女
数
一
一
二
八
人 

明
治
一
七
年
：
同
一
二
八
一
人 

明
治
一
八
年
：
同
一
五
七
四
人 

明
治
一
九
年
：
同
一
七
一
一
人 

明
治
二
〇
年
：
同
一
八
二
二
人 

明
治
二
一
年
：
同
二
〇
七
二
人 

と
い
う
数
字
が
残
っ
て
い
る
。
細
見
で
は
３
６ 

明
治
一
七
年
：
一
二
四
六
人(

細
見
の
編
者
：
藤
田
吉
右
衛
門) 

明
治
一
八
年
：
五
〇
八
人(

長
谷
川
園
吉) 

明
治
二
〇
年
：
一
七
五
六
人(

竹
内
斎
次
郎) 
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明
治
二
一
年
：
九
五
三
人(

土
田
吉
五
郎) 

と
、
な
っ
て
い
る
。
当
初
ズ
レ
は
少
な
か
っ
た
が
、
明
治
一
八
、
二
一
年
の
段
階
で
は
細
見
は
国
に
申
告
さ
れ
た
数
よ
り
半
分
以
上
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
史

料
が
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
推
論
に
な
る
が
、
江
戸
期
細
見
に
人
数
の
ズ
レ
が
な
か
っ
た
の
は
鱗
形
屋
、
玉
屋
と
い
っ
た
遊
女
屋
、
あ
る
い
は
遊
廓
に
精
通
し
た

蔦
屋
が
細
見
を
作
成
し
て
い
た
た
め
、
廓
の
事
情
を
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
一
方
、
明
治
期
に
玉
屋
が
細
見
を
作
ら
な
く
な
っ
た
あ
と
で
は
平
民
が
細
見
を
作

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
吉
原
に
精
通
し
て
い
た
の
か
を
指
し
示
す
史
料
は
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
の
ズ
レ
を
生
ん
だ
こ
と
を
鑑
み
る
に
、
全
体
的

に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
出
版
人
が
、
少
な
く
と
も
明
治
期
半
ば
に
お
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
し
示
す
。 

だ
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
細
見
は
「
遊
女
」
の
数
で
あ
り
、
国
に
申
告
さ
れ
た
数
は
禿
・
新
造
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
「
見
習
い
の
遊
女
」
も
含
め
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
吉
原
の
半
分
は
実
働
し
な
い
遊
女
で
埋
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
今
後
の
研
究
を
待
ち
た
い
。 

色
川
大
吉
は
、
同
「
経
済
及
統
計
」
の
資
料
で
遊
客
数
に
着
目
し
、
明
治
一
六
年
に
約
四
六
万
人
だ
っ
た
吉
原
の
遊
客
数
は
明
治
二
一
年
に
は
九
五
万
に
上
っ
た

が
、
板
橋
で
は
遊
女
数
に
対
す
る
遊
客
数
が
多
く(

年
間
遊
女
一
人
で
遊
客
一
〇
〇
〇
～
一
五
〇
〇
人)

、
こ
の
数
字
は
正
直
に
申
告
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い(

＝
他
の
廓
は
数
を
減
ら
し
て
申
告
し
て
い
る)

と
い
う
指
摘
を
行
っ
た
３
７

。
遊
客
数
を
減
ら
す
こ
と
に
い
か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
点
も
今
後

の
研
究
を
待
ち
た
い
。
そ
し
て
、
吉
原
の
九
五
万
の
遊
客
数
に
対
し
、
細
見
の
九
五
三
人
の
遊
女
数
は
俄
か
に
信
じ
が
た
い
が
、
細
見
の
数
字
を
信
じ
れ
ば
板
橋
の

遊
女
一
人
が
年
間
に
と
る
遊
客
数
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
明
治
期
の
細
見
の
事
実
性
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
明
治
期
に
は
偽
物(

コ
ピ
ー
品)

と
疑
わ
れ
る
細
見
も
存
在
す
る
。
明
治
二
三
年
三
月
刊
行
の
細
見
は
、
前
年
八
月
の
細
見
と
同
一
物
で
あ
る
こ
と
が
、
宮
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本
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
３
８

。
こ
れ
は
江
戸
期
細
見
の
よ
う
に
独
占
的
な
販
売
人
が
お
ら
ず
、
細
見
に
様
々
な
人
間
が
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
一

例
と
も
言
え
る
。
こ
の
宮
本
の
指
摘
以
外
に
コ
ピ
ー
の
細
見
が
存
在
す
る
か
定
か
で
は
な
い
が
、
細
見
は
詐
欺
商
品
と
し
て
当
時
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

本
章
の
最
後
に
本
論
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い
が
、
重
大
な
こ
と
の
た
め
遊
廓
の
繁
栄
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。 

宮
本
は
、
遊
廓
が
繁
栄
し
て
い
る
か
否
か
の
基
準
を
「
遊
女
の
総
人
数
が
多
け
れ
ば
、
そ
の
廓
は
遊
客
の
嗜
好
に
あ
っ
て
繁
昌
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
人

数
が
減
少
す
れ
ば
衰
退
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
３
９

と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
遊
廓
の
盛
衰
の
定
義
そ
の
も
の
も
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

私
娼
の
流
入
に
よ
っ
て
爆
発
的
に
遊
女
が
増
え
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
江
戸
期
で
は
数
百
の
単
位
で
増
え
た
年
も
あ
る
。 

筆
者
は
遊
廓
の
盛
衰
の
定
義
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
遊
女
の
総
人
数
の
み
な
ら
ず
、
位
の
高
い
遊
女
の
割
合(

太
夫
、
格
子
／
散
茶
／
よ
び
だ
し
散
茶
／
一
等
芸

妓etc
)

が
あ
る
程
度
占
め
て
い
る
こ
と
。
あ
る
程
度
と
い
う
の
は
、
今
後
あ
ら
ゆ
る
年
の
細
見
を
比
較
す
る
こ
と
で
設
定
さ
れ
て
い
く
。 

総
人
数
だ
け
で
見
て
し
ま
う
と
、
混
乱
を
極
め
た
幕
末
の
吉
原
は
四
〇
〇
〇
も
の
遊
女
が
お
り
、
そ
れ
は
一
八
世
紀
の
、
ま
さ
に
六
美
人
と
ま
で
謳
わ
れ
た
太
夫

六
人
が
存
在
し
た
総
人
数
約
三
〇
〇
〇
人
の
享
保
初
年
の
吉
原
よ
り
栄
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
宝
暦
一
一
年
の
高
尾
太
夫
を
最
後
に
太
夫
、
格
子
は
滅

び
４
０

、
時
同
じ
く
し
て
尾
張
屋
清
十
郎
の
揚
屋
も
滅
び
、
揚
屋
は
廃
絶
す
る
時
代
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
転
落
の
吉
原
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
通
説
を
そ
の
判
断
の

み
で
覆
す
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
宮
本
の
定
義
の
見
直
し
を
含
め
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 

本
稿
で
は
、
細
見
の
定
義
を
、
や
や
論
が
ま
と
ま
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
評
判
記
と
の
差
異
に
気
を
付
け
な
が
ら
行
い
、
第
二
章
で
は
「
当
代
性
」
が
意
識

さ
れ
た
細
見
の
明
治
期
に
お
け
る
不
可
解
な
人
数
に
対
し
、
そ
の
事
実
性
の
疑
義
を
呈
し
た
。 

江
戸
期
に
関
し
て
、
黄
表
紙
一
つ
で
検
討
し
た
の
は
、
『
江
戸
春
一
夜
千
両
』
が
京
伝
の
な
か
で
も
比
較
的
多
く
の
遊
女
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
、
京
伝
は
吉
原

に
若
く
し
て
馴
染
み
、
妻
も
吉
原
の
遊
女
で
あ
り
、
細
見
を
出
版
す
る
蔦
屋
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
な
に
よ
り
他
に
比
較
史
料
が
評
判
記
し

か
な
く
、
都
合
悪
く
、
細
見
的
な
評
判
記
が
あ
る
時
代
に
細
見
が(

当
時
は
あ
っ
た
が)

現
存
し
て
い
な
い
と
い
う
運
の
悪
さ
の
た
め
で
あ
る
。 

明
治
期
の
細
見
の
事
実
性
を
確
か
め
る
上
で
も
っ
と
も
困
難
な
こ
と
は
、
管
見
の
限
り
、
明
治
五
年
に
芸
娼
妓
の
名
簿
が
存
在
す
る(

東
京
都
公
文
書
館
蔵)

が
、

そ
れ
以
降
な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
治
五
年
の
み
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
芸
娼
妓
解
放
令
に
よ
っ
て
遊
女
の
多
く
が
廓
を
立
ち
去
っ
た
た
め
、
今
い
る
遊
女
を
把

握
し
よ
う
と
し
て
限
定
的
に
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
細
見
の
事
実
性
を
め
ぐ
る
問
題
は
別
の
史
料
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
れ
を
な
す
史
料
は
管
見
の
限
り
な
い
。 

史
料
上
の
制
約
が
多
い
吉
原
の
研
究
に
お
い
て
、
筆
者
も
宮
本
の
研
究
も
推
論
を
多
く
含
む
こ
と
は
、
課
題
で
あ
る
。
本
稿
で
も
宮
本
の
研
究
に
対
し
、
批
判
す

る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
歴
史
学
で
は
誰
も
な
さ
な
か
っ
た
細
見
へ
の
視
角
を
生
ん
だ
と
い
う
事
実
は
消
え
ず
、
そ
の
研
究
の
開
拓
者

と
し
て
そ
の
名
を
残
す
で
あ
ろ
う
。 

実
証
主
義
と
相
容
れ
ず
、
時
に
は
文
学
研
究
と
も
取
ら
れ
が
ち
な
評
判
記
と
細
見
に
つ
い
て
、
研
究
を
す
る
の
は
、
筆
者
も
そ
の
一
人
だ
が
、
近
年
髙
木
ま
ど
か

を
中
心
に
存
在
す
る
。
髙
木
ま
ど
か
の
問
題
点
は
、
遊
女
評
判
記
に
つ
い
て
は
詳
細
な
論
考
も
多
く
、
労
作
だ
が
、
細
見
の
扱
い
が
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
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と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
評
判
記
は
洒
落
本
や
細
見
に
変
容
・
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
が
、
細
見
に
評
判
記
の
な
に
が
吸
収
さ
れ
た
の
か
不
詳
で
あ
る
。

筆
者
は
、
本
稿
に
記
し
た
通
り
、
細
見
と
評
判
記
に
相
関
関
係
は
認
め
な
が
ら
も
、
直
接
的
な
連
続
性
は
認
め
て
い
な
い
。
一
方
、
評
判
記
が
宝
暦
五
年
に
終
わ
る

と
い
う
悪
し
き
文
学
史
に
対
し
、
髙
木
は
単
に
受
け
入
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
内
容
面
か
ら
見
れ
ば
存
続
し
て
い
た
と
い
う
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
指
摘
は
、
評
判

記
と
洒
落
本
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
、
今
後
文
学
史
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
り
得
る
指
摘
・
ま
と
め
方
で
あ
る
。 

評
判
記
も
細
見
も
同
じ
く
吉
原
の
当
代
性
を
如
実
に
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
両
者
を
よ
り
綿
密
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
評
判

記
も
細
見
も
そ
の
他
の
史
料
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
い
か
に
実
証
主
義
歴
史
学
の
な
か
で
生
き
抜
く
の
か
が
、
こ
の
研
究
全
体
の
課
題
で
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
出
版
統
制
を
め
ぐ
る
問
題
に
注
目
し
た
い
。
髙
木
は
既
に
注
目
し
て
お
り
、
そ
の
論
考
を
二
〇
一
九
年
に
著
し
て
い
る
４
１

。
細
見
の
場

合
は
加
え
て
、
隠
売
女
、
隠
遊
女
の
取
締
に
注
目
し
た
い
。
彼
女
ら
が
ど
う
い
う
位
で
吉
原
に
流
入
し
た
の
か
細
見
か
ら
探
る
の
は
源
氏
名
で
あ
る
か
ら
至
難
の
業

で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

最
後
に
、
板
本
の
冊
子
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
中
野
三
敏
が
非
常
に
面
白
い
論
考
を
残
し
た
が
、
歴
史
学
で
活
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
未
だ
見
な
い
。
以

下
、
中
野
の
論
考
４
２

を
要
約
す
る
形
で
紹
介
し
よ
う
。 

江
戸
時
代
の
書
物
に
は
明
ら
か
な
身
分
が
あ
り
、
そ
れ
を
端
的
に
表
す
の
が
外
型
で
あ
っ
た
。
大
本
は
江
戸
時
代
初
期
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
が
貴
顕
の
専

有
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
時
代
が
下
る
と
書
型
そ
の
も
の
の
地
位
や
経
済
を
考
え
大
衆
化
し
て
い
く
。
こ
の
初
期
段
階
で
も
品
位
が
低
い
も
の
は
小
型
で
出
版

さ
れ
た
。
遊
女
評
判
記
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
初
期
遊
女
評
判
記
は
、
後
期
の
洒
落
本
と
見
間
違
う
よ
う
な
も
の
で
出
版
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
初
発
的
細
見
は

大
型
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
野
の
論
に
従
え
ば
貴
顕
の
も
の
が
吉
原
に
い
っ
た
が
、
遊
女
評
判
記
が
小
型
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
読
み
手
は
実
は
初
期
段
階
に
お
い
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て
一
般
的
な
民
衆
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

以
上
の
よ
う
な
論
考
は
、
石
井
良
助
の
遊
客
の
考
察
な
ど
と
合
わ
せ
て
今
後
検
討
さ
れ
て
い
く
の
を
期
し
た
い
。 
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四(

一
九
七
七) 

宮
本
由
紀
子
「
明
治
期
の
吉
原―

「
吉
原
細
見
」
の
分
析
を
通
し
て―

」
『
駒
沢
史
学
』
三
四(

一
九
八
六) 

宮
本
由
紀
子
「「
遊
女
評
判
記
」
に
つ
い
て―

「
吉
原
細
見
」
以
前―

」
『
地
方
史
研
究
』
四
一(

一
九
九
一) 

八
木 

敬
一
・
丹
羽 

謙
治
編
『
日
本
書
誌
学
大
系
七
二 

吉
原
細
見
年
表
』(

青
裳
堂
書
店
、
一
九
九
六) 

横
山
百
合
子
『
江
戸
東
京
の
明
治
維
新
』(
岩
波
新
書
、
二
〇
一
八) 

横
山
百
合
子
「
遊
女
の
終
焉
へ
」(

高
埜
利
彦
編
『
近
世
史
講
義―

女
性
の
力
を
問
い
な
お
す―

』(

筑
摩
新
書
、
二
〇
二
〇)) 

 

 

１ 

髙
木
ま
ど
か
『
近
世
の
遊
廓
と
客―

遊
女
評
判
記
に
み
る
作
法
と
慣
習―

』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一)

。 

２ 

宮
本
由
紀
子
「
「
遊
女
評
判
記
」
に
つ
い
て―

「
吉
原
細
見
」
以
前―
」
『
地
方
史
研
究
』
四
一(

一
九
九
一)

。 

３ 

宮
本(

山
城)

由
紀
子
「
「
吉
原
細
見
」
の
研
究―

元
禄
か
ら
寛
政
期
ま
で―

」
『
駒
沢
史
学
』
二
四(

一
九
七
七)

、
宮
本
由
紀
子
「
明
治
期
の
吉
原―

「
吉
原
細
見
」
の
分
析
を
通
し
て―

」

『
駒
沢
史
学
』
三
四(

一
九
八
六)

。 

４ 

遊
女
の
格
を
示
す
印
。
度
々
変
化
し
た
。 

５ 

宮
本
由
紀
子
「
「
吉
原
細
見
」
の
研
究―

元
禄
か
ら
寛
政
期
ま
で―

」
『
駒
沢
史
学
』
二
四(

一
九
七
七)

。 

６ 

遅
塚
忠
躬
『
史
学
概
論
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇)

。 

７ 

江
戸
期
の
風
俗
研
究
家
の
花
咲
一
男
は
細
見
に
つ
い
て
、「(

前
略)

こ
れ
が
吉
原
に
つ
い
て
の
一
番
に
正
確
な
資
料
で
あ
る
こ
と
に
議
論
の
余
地
は
な
い
と
考
え
ま
す(

後
略)

」(

花
咲
一
男

「
ま
え
が
き
」
『
江
戸
吉
原
図
絵
』(

三
樹
書
房
、
一
九
七
六)

)

と
述
べ
た
。 

８ 

そ
の
膨
大
な
成
果
は
、
『
日
本
書
誌
学
大
系
七
二 

吉
原
細
見
年
表
』(

青
裳
堂
書
店
、
一
九
九
六)
に
見
て
取
れ
る
。 

９ 

そ
の
成
果
は
鈴
木
俊
幸
『
近
世
文
学
研
究
叢
書
九 

蔦
屋
重
三
郎
』(

若
草
書
房
、
一
九
九
八)

に
あ
る
。 

１
０ 

丹
羽
謙
治
「
史
料
と
し
て
の
吉
原
細
見
」
『
江
戸
文
学
』
一
六(

一
九
九
六)

、
一
〇
四
頁
。 

１
１ 

江
戸
語
と
は
、
江
戸
時
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
語
で
は
な
く
、
江
戸
と
い
う
都
市
の
住
民
が
日
常
的
に
使
用
し
て
い
た
語
を
指
す(

松
村
明
「
序
」(

前
田
勇
編
『
江
戸
語
の
辞
典
』(

講
談

社
、
一
九
七
九)

)
)

。 



２２ 

 

 
１
２ 

本
書
は
前
田
勇
の
没
後
、
そ
の
遺
稿
を
も
と
に
編
集
・
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

１
３ 

宮
本
由
紀
子
「
細
見
」
『
国
史
大
辞
典
』
。 

１
４ 

赤
坂
治
績
『
江
戸
の
芸
者―

近
代
女
優
の
原
像―

』(

集
英
社
新
書
、
二
〇
二
三)

、
一
四
四
頁
。 

１
５ 

石
井
良
助
『
吉
原―

江
戸
の
遊
廓
の
実
態―

』(

中
公
新
書
、
一
九
六
七)

、
Ⅴ
頁
。 

１
６ 

石
井
の
『
吉
原―

江
戸
の
遊
廓
の
実
態―

』(

中
公
新
書
、
一
九
六
七)

の
刊
行
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
ら
し
く
、
「
官
立
大
学
の
現
職
の
教
授
助
教
授
が(

筆
者
註―

助
教
授
は
西
山
松
之

助)

、
吉
原
、
廓
と
銘
打
っ
た
書
を
公
刊
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
曽
つ
て
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、(

中
略)

時
勢
の
転
換
に
驚
倒
せ
ら
る
に
相
違
な
い
。(

中
略)

学
術
的
に
は
相
当
高
く
評
価

さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う(

後
略)

」(

滝
川
政
次
郎
『
吉
原
の
四
季―

清
元
「
北
洲
千
歳
寿
」
考
証―

』(

青
蛙
房
、
二
〇
一
四)

、
三
三
～
三
五
頁)

と
称
さ
れ
た
。
が
、
近
年
の
吉
原
研
究
の

研
究
史
は
こ
の
石
井
の
も
の
を
新
書
で
あ
る
か
ら
か
、
そ
も
そ
も
触
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
一
九
六
〇
年
代
に
吉
原
の
概
略
を
緻
密
な
史
料
解
釈
と
未
活
用
史
料
で
あ
っ
た
「
徳
川
制
度
」

を
吉
原
研
究
に
活
用
し
た
こ
と
、
「
新
吉
原
規
定
証
文
」
も
学
術
的
に
お
そ
ら
く
初
め
て
使
用
し
、
そ
の
後
の
吉
原
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
こ
と
、
こ
れ
以
降
概
説
的
な
吉
原
は
描
か
れ
ず
、
今

な
お
吉
原
の
全
体
像
を
知
る
上
で
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
滝
川
は
、
石
井
に
小
冊
子
で
は
な
く
吉
原
に
つ
い
て
も
っ
と
語
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
望
を
述
べ
る
な

ど
、
評
価
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。 

１
７ 

こ
の
理
由
が
、
玉
屋
山
三
郎
の
死
亡(

生
没
年
不
詳)

に
あ
る
の
か
、
芸
娼
妓
解
放
令
に
あ
る
の
か
、
他
に
あ
る
の
か
不
明
。
横
山
百
合
子
は
、
芸
娼
妓
解
放
令
と
決
め
つ
け
て
い
る(

横
山

百
合
子
『
江
戸
東
京
の
明
治
維
新
』(

岩
波
新
書
、
二
〇
一
八)

、
同
「
遊
女
の
終
焉
へ
」(

高
埜
利
彦
編
『
近
世
史
講
義―

女
性
の
力
を
問
い
な
お
す―

』(

筑
摩
新
書
、
二
〇
二
〇)

な
ど)

)

が
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。 

１
８ 

『
吉
原
丸
鑑
』
巻
六(

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊
』
第
五
巻(

八
木
書
店
、
二
〇
一
一)

)

、
二
七
七
頁
。 

１
９ 

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊
』
第
一
巻(

八
木
書
店
、
二
〇
一
〇)

。 

２
０ 

宮
本
由
紀
子
「
「
吉
原
細
見
」
の
研
究―

元
禄
か
ら
寛
政
期
ま
で―

」
『
駒
沢
史
学
』
二
四(

一
九
七
七)

、
一
一
五
頁
。 

２
１ 

宮
本
由
紀
子
「
「
吉
原
細
見
」
の
研
究―

元
禄
か
ら
寛
政
期
ま
で―

」
『
駒
沢
史
学
』
二
四(

一
九
七
七)

。 

２
２ 

髙
木
ま
ど
か
『
近
世
の
遊
廓
と
客―

遊
女
評
判
記
に
み
る
作
法
と
慣
習―

』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一)

。 

２
３ 

実
際
の
享
保
一
二
年
細
見
を
み
た
わ
け
で
は
な
く
、
随
筆
か
ら
の
参
照
に
よ
る
。 

２
４ 

宮
本
由
紀
子
「
「
吉
原
細
見
」
の
研
究―

元
禄
か
ら
寛
政
期
ま
で―
」
『
駒
沢
史
学
』
二
四(

一
九
七
七) 

２
５ 

「
美
名
の
川
」(

花
咲
一
男
編
『
明
和
後
期
吉
原
細
見
四
種
』(

近
世
風
俗
研
究
会
、
一
九
七
六)

)

。 

２
６ 

「
国
立
国
会
図
書
館
件
名
標
目
表
（N

D
L
S
H

）
」(

 h
tt
ps
:/
/
ww
w.
nd
l.
go
.j
p/
jp
/d
at
a/
ca
ts
ta
nd
ar
ds
/c
la
ss
if
ic
a
ti
on
_s
ub
je
ct
/i
nd
ex
.h
tm
l
 
)

最
終
閲
覧
二
〇
二
三
年
七
月
二
日
。 

２
７ 

竹
島
仁
左
衛
門
「
洞
房
古
鑑
」(

野
間
光
辰
編
『
随
筆
百
花
苑 

花
街
編
』
一
二
巻(

中
央
公
論
社
、
一
九
八
四)

)

。
全
八
巻
あ
る
。
。 

２
８ 

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊
』
第
五
巻(

八
木
書
店
、
二
〇
一
一)
の
「
解
題
」
で
、
「
随
筆
吉
原
細
見(

一)

」
『
今
昔
』
第
二
巻
第
九
号(

一
九
三
一)

に
本
論
と
同
じ
と
思
わ

れ
る
事
件
に
つ
い
て
、
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
典
拠
不
明
、
と
し
て
い
た
。
「
随
筆
吉
原
細
見(

一)

」
は
「
洞
房
古
鑑
」
か
ら
採
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

２
９ 

以
下
の
概
略
は
、
「
洞
房
古
鑑
」
巻
之
四
と
実
際
の
伊
澤(

い
さ
わ)

の
評
判
が
載
っ
て
い
る
『
吉
原
出
世
鑑
』(

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊
』
第
五
巻(

八
木
書
店
、
二
〇

一
一)

)

よ
り
。 

３
０ 

「
洞
房
古
鑑
」
巻
之
四
で
は
木
屋
だ
が
、
本
屋
の
誤
り
。 

３
１ 

野
間
光
辰
「
解
題
」(

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊
』
第
五
巻(

八
木
書
店
、
二
〇
一
一)

)

。 

３
２ 

洒
落
本
に
移
行
し
た
あ
と
も
評
判
記
は
あ
る
が
、
一
般
的
に
洒
落
本
に
な
る
前
を
評
判
記
と
す
る
場
合
が
多
い
。 

３
３ 

中
野
三
敏
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』(

岩
波
新
書
、
一
九
八
五)

。 

３
４ 

髙
木
ま
ど
か
「
遊
女
評
判
記
の
書
き
手
と
読
み
手―

延
宝
期
前
後
の
吉
原
物
を
主
と
し
て―

」
『
常
民
文
化
』
四
二
号(

二
〇
一
九)

。 

https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/classification_subject/index.html


２３ 

 

 
３
５ 

『
経
済
及
統
計 

一
四
』(

経
済
統
計
社
、
一
八
九
〇)

。
国
立
国
会
図
書
館
で
は
刊
行
年
不
詳
の
た
め
、
色
川
大
吉
『
日
本
の
歴
史
二
一 

近
代
国
家
の
出
発
』(

中
央
公
論
新
社
、
二
〇

〇
六)

を
参
照
し
た
。 

３
６ 

宮
本
由
紀
子
「
明
治
期
の
吉
原―

「
吉
原
細
見
」
の
分
析
を
通
し
て―

」
『
駒
沢
史
学
』
三
四(

一
九
八
六)

。 

３
７ 

色
川
大
吉
『
日
本
の
歴
史
二
一 

近
代
国
家
の
出
発
』(

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六)

(

文
庫
版
初
出
、
一
九
七
四)

。 

３
８ 

宮
本
由
紀
子
「
明
治
期
の
吉
原―

「
吉
原
細
見
」
の
分
析
を
通
し
て―

」
『
駒
沢
史
学
』
三
四(

一
九
八
六)

。 

３
９ 

宮
本
由
紀
子
「
明
治
期
の
吉
原―

「
吉
原
細
見
」
の
分
析
を
通
し
て―

」
『
駒
沢
史
学
』
三
四(

一
九
八
六)

、
一
八
三
頁
。 

４
０ 

こ
れ
ま
で
宝
暦
二
年
の
花
紫
が
最
後
の
太
夫
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た(

西
山
松
之
助
『
江
戸
文
化
誌
』(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六)

(

初
出
、
一
九
八
七)

、
堀
口
茉
純
『
吉
原
は
ス
ゴ
イ―

江

戸
文
化
を
育
ん
だ
魅
惑
の
遊
郭―

』(
P
HP

新
書
、
二
〇
一
八)

な
ど)

。
し
か
し
、
評
判
記
と
細
見
を
見
れ
ば
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
花
紫
は
宝
暦
五
年
ほ
ど
に
い
な
く
な
る
が
、
そ
の
後

小
紫
、
高
尾
と
い
っ
た
太
夫
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た(

拙
稿
「
活
動
の
記
録 

近
世
遊
廓
と
し
て
の
吉
原
の
終
焉―

「
吉
原
細
見
」
の
分
析
を
中
心
に―

」
『
総
合
女
性
史
研
究
』
四

〇
号(

総
合
女
性
史
学
会
、
二
〇
二
三)

)

。 

４
１ 

髙
木
ま
ど
か
「
遊
女
評
判
記
の
書
き
手
と
読
み
手―

延
宝
期
前
後
の
吉
原
物
を
主
と
し
て―

」
『
常
民
文
化
』
四
二
号(

二
〇
一
九)

。 

４
２ 

中
野
三
敏
『
書
誌
学
講
義 

江
戸
の
板
本
』(

岩
波
書
店
、
二
〇
一
五)
(

初
出
、
一
九
九
五)

。 


