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は
じ
め
に

　
吉
原
中
心
の
遊
郭
史
は
、
権
力
者
側
か
ら
の
視
点
だ
。
吉
原
の
豪
奢
な
遊
び
が
な
く
な
れ
ば
、
世
間
は

そ
れ
を
遊
里
文
化
の
衰
退
と
よ
ん
だ
。
吉
原
の
成
立
は
、
集
権
政
治
体
制
の
一
環
で
あ
り
、
都
市
振
興
を

第
一
義
的
に
先
行
さ
せ
た
経
済
体
制
の
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
商
業
主
義
の
飛
躍
的
拡
大
に
と
も
な
う
武

士
社
会
の
道
徳
倫
理
の
喪
失
に
も
つ
な
が
っ
た
。

　
江
戸
外
神
田
御
成
道
の
古
本
屋
須
藤
由
蔵
が
書
き
残
し
た
﹃
藤
岡
屋
日
記
﹄
に
は
、
文
政
八
年
（
一
八

二
五
）
に
旗
本
太
田
波
之
丞
ら
一
統
が
隠
売
女
稼
ぎ
に
加
担
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
文
化
の
爛
熟

期
と
で
も
い
う
べ
き
文
化
文
政
時
代
を
支
え
た
の
は
、
階
層
下
落
に
陥
っ
た
武
士
た
ち
に
代
わ
っ
た
庶
民

で
あ
っ
た
。

　
管
理
売
春
総
帥
の
名
を
権
力
に
与
え
ら
れ
た
吉
原
は
、
江
戸
文
化
の
発
信
源
と
よ
ば
れ
、
小
説
・
物
語
、

浮
世
絵
や
歌
舞
伎
の
世
界
で
華
や
か
な
ス
ポ
ッ
ト
を
浴
び
続
け
た
。
甘
美
な
情
緒
や
独
特
の
文
化
に
人
々

は
幻
惑
さ
れ
た
。
こ
と
に
太
夫
と
よ
ば
れ
た
高
位
の
遊
女
と
の
交
際
は
、
高
級
社
交
場
と
し
て
多
く
の
人
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の
憧
憬
の
対
象
と
な
っ
た
。

　
一
方
で
、
江
戸
の
盛
り
場
の
至
る
と
こ
ろ
に
根
を
張
り
庶
民
の
支
持
を
受
け
、
独
特
の
文
化
土
壌
を
育

ん
だ
の
が
、
吉
原
以
外
の
買
売
春
地
域
︿
岡
場
所
﹀
で
あ
る
。
岡
場
所
は
、
庶
民
こ
と
に
町
人
階
級
の
法

に
背そ

む

く
自
立
的
覚
悟
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
岡
場
所
に
対
し
、
権
力
者
と
同
調
す
る
者
た
ち
は

蔑
み
の
視
線
を
向
け
た
。
岡
場
所
の
歴
史
は
闇
の
遊
里
裏
面
史
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

そ
こ
に
吉
原
を
凌
駕
す
る
か
の
ご
と
き
文
化
的
土
壌
が
醸
成
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
大
正
二
年
、
江
戸
風
俗
研
究
の
牽
引
者
で
あ
る
朝
倉
無
声
は
﹁
岡
場
所
研
究
﹂
序
説
（
注
１
）
で
、
吉
原

研
究
の
進
展
に
比
べ
て
岡
場
所
研
究
が
遅
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、﹁
一
體
江
戸
時
代
に
於
け
る
岡
場
所
の

全
盛
は
、
或
る
時
期
に
は
吉
原
に
も
勝
つ
た
程
で
、
ま
た
其
風
俗
や
流
行
や
が
、
江
戸
市
民
に
影
響
を
お

よ
ぼ
し
た
こ
と
は
吉
原
の
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
深
大
で
あ
っ
た
﹂
と
、
岡
場
所
の
重
要
性
を
述
べ
る
。

　
岡
場
所
に
息
づ
い
た
悲
惨
な
歴
史
と
文
化
は
、
江
戸
趣
味
の
好
事
家
や
江
戸
文
化
研
究
者
た
ち
の
手
に

よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
来
た
が
、
近
年
で
は
、
塚
田
孝
氏
・
吉
田
伸
之
氏
ら
を
中
心
と
し
た
歴
史
研
究
者
に

よ
り
、
近
世
都
市
社
会
の
構
造
的
特
質
を
踏
ま
え
た
遊
郭
社
会
と
い
う
包
括
的
概
念
の
も
と
、
岡
場
所
に

つ
い
て
も
意
欲
的
に
言
及
さ
れ
（
注
２
）、
女
性
史
研
究
者
の
先
進
的
論
考
も
根
底
か
ら
の
遊
里
史
の
見
直

し
を
行
っ
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
の
企
画
展
示
﹁
性ジ

ェ
ン
ダ
ー差

の
日
本
史
﹂

4



の
意
欲
的
な
取
り
組
み
も
遊
里
史
研
究
者
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
吉
原
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
今
後
は
岡
場
所
に
も
さ
ら
に
新
た
な
視
野
が
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
疑
い
な
い
。

　
そ
れ
ら
の
研
究
に
対
し
十
分
な
咀
嚼
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
自
分
な
り
に
岡
場
所
研
究
入
門
書
を
書
き
、

今
ま
で
の
研
究
の
間
隙
を
埋
め
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
思
っ
た
。

　
吉
原
を
、
遊
里
文
化
の
メ
イ
ン
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
と
す
る
と
、
岡
場
所
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
も
あ

る
。
本
書
は
江
戸
時
代
の
非
公
認
の
買
売
春
地
域
で
あ
る
岡
場
所
の
歴
史
を
視
座
の
中
核
に
す
え
た
も
の

で
あ
る
。
許
さ
れ
ざ
る
世
界
、
非
合
法
の
岡
場
所
で
生
き
た
女
性
た
ち
へ
の
鎮
魂
の
思
い
も
あ
る
。

　
岡
場
所
の
中
で
も
最
下
層
の
夜
鷹
と
よ
ば
れ
た
女
性
た
ち
は
、
性
病
に
罹
患
し
た
悲
惨
な
状
況
を
作
品

に
描
か
れ
、
世
間
か
ら
嘲
笑
を
浴
び
せ
ら
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
彼
女
た
ち
を
主
役
と

し
た
作
品
も
残
り
、
戯
作
的
反
骨
精
神
も
生
ま
れ
た
。
日
本
文
学
の
う
え
で
畸
形
的
作
品
群
と
も
い
う
べ

き
洒
落
本
史
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
﹃
跖せ

き

婦ふ

人じ
ん

伝で
ん

﹄（
宝
暦
三
年
刊
　
一
七
五
三
）
は
、
大
衆
か
ら
の
吉
原
へ
の

挑
戦
状
と
い
っ
て
も
い
い
作
品
で
あ
る
。
葛
飾
北
斎
は
﹁
夜
鷹
図
﹂
で
彼
女
た
ち
の
後
姿
に
悲
哀
美
を
描

き
、
喜
多
川
歌
麿
は
、
吉
原
（
花
）
と
対
峙
し
て
、
岡
場
所
﹁
深
川
の
雪
﹂
を
描
い
た
。

　
幕
末
、
吉
原
の
二
倍
の
売
上
金
を
計
上
し
た
と
い
う
岡
場
所
の
雄
深
川
に
、
江
戸
文
化
の
精
髄
と
も
い
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う
べ
き
﹁
粋い

き

と
婀あ

娜だ

﹂
と
い
っ
た
美
学
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

︿
恋
に
上
下
無
し
﹀
と
性
の
平
等
を
嘯う

そ
ぶい

た
神
道
家
増ま

す

穂ほ

残ざ
ん

口こ
う

は
、﹃
艶え

ん

道ど
う

通つ

鑑が
ん

﹄（
正
徳
五
年
刊
　
一
七
一

五
）
で
、
吉
原
の
太
夫
を
桜
に
、
岡
場
所
最
下
層
の
隠
売
女
惣そ

う

嫁か

（
夜
鷹
）
を
紫あ

じ
さ
い

陽
花
に
喩
え
た
。
季
節

に
遅
れ
路
上
に
い
つ
ま
で
も
枯
れ
残
る
紫
陽
花
を
残
花
と
見
る
か
残
滓
と
見
る
か
…
…
。
紫
陽
花
は
岡
場

所
の
女
性
た
ち
に
似
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
法
律
用
語
で
あ
る
隠
売
女
（﹁
か
く
し
ば
い
じ
ょ
﹂﹁
か
く
し
ば

い
た
﹂
な
ど
と
よ
ぶ
）
を
、
近
代
の
倫
理
は
淫
ら
な
淫い

ん

売ば
い

女
と
差
別
的
な
字
を
あ
て
た
。
淫
売
の
初
出
は
、

明
治
時
代
以
降
で
あ
る
。
貧
困
故
に
悲
惨
な
人
生
を
歩
む
夜
鷹
を
﹁
不
義
に
し
て
義
あ
り
、
不
道
に
し
て

道
あ
り
﹂
と
憐
れ
ん
だ
の
は
、
元
禄
期
の
色
道
の
大
成
者
藤
本
箕き

山ざ
ん

で
あ
る
。
本
書
に
よ
り
岡
場
所
の
女

性
に
石
を
投
げ
た
近
代
の
倫
理
を
照
射
す
る
一
歩
と
し
た
い
と
も
思
っ
た
。

　
別
記
：
文
書
類
お
よ
び
洒
落
本
な
ど
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
出
来
る
だ
け
、
原
文
の
味
わ
い
を
残
し
た

が
、
一
部
漢
字
を
あ
て
読
解
に
便
宜
を
図
っ
た
。
振
り
仮
名
も
現
代
仮
名
遣
い
で
行
っ
た
も
の
も
あ
る
。

原
文
か
ら
の
引
用
は
原
則
と
し
て
﹁
　
﹂
に
記
し
、
大
略
を
現
代
語
に
訳
し
た
部
分
は
、︿
　
﹀
に
記
し

た
。
ま
た
適
宜
（
　
）
で
注
記
し
た
。
ま
た
、
原
漢
文
の
返
り
点
、
レ
点
な
ど
は
、
読
み
下
し
て
読
み
や

す
い
よ
う
に
配
慮
し
た
。
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本
書
で
引
用
し
た
参
考
資
料
の
中
に
は
現
在
で
は
人
権
上
不

適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
現
在
で
は

使
用
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
は
社
会
全

体
と
し
て
こ
の
よ
う
な
言
葉
、
表
現
が
一
般
的
に
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
差
別
助
長
の
意
図
で
は
使
用
し
て
お
ら
ず
、
引

用
文
は
原
文
の
ま
ま
と
し
て
い
ま
す
。 

（
編
集
部
）
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岡
場
所
の
意
味

　
岡
場
所
は
、
幕
府
公
認
、
官
許
の
吉
原
に
対
し
て
吉
原
以
外
の
非
公
認
・
黙
認
の
遊
里
の
す
べ
て
を

い
う
。

　
品
川
・
千
住
・
内
藤
新
宿
・
板
橋
の
四
宿
は
、
準
官
許
で
飯
盛
女
を
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
、
岡

場
所
か
ら
除
く
と
い
っ
た
考
え
方
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
い
た
遊
女
の
多
く
は
、
黙
認
の
形
が
多
く
生
活
実

態
も
岡
場
所
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
る
場
合
が
多
い
。
本
書
で
も
、
四
宿
は
岡
場
所
と
し
て
扱
っ
た
。

　
江
戸
の
吉
原
以
外
、
つ
ま
り
吉
原
の
外
（
ほ
か
）・
他
（
ほ
か
）
場
所
、
岡
目
八
目
の
岡
と
同
じ
く
局
外

の
意
で
あ
る
。
上
方
で
は
大
坂
新
町
・
京
島
原
を
廓く

る
わと

よ
び
、
そ
れ
以
外
の
遊
里
を
﹁
島
﹂（
江
戸
の
岡
場

所
）
と
よ
ぶ
。

　
傍
（
お
か
）、
わ
き
の
意
味
か
ら
転
じ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。﹁
か
く
れ
ざ
と
﹂﹁
か
く
し
ま
ち
﹂
な
ど
と

い
っ
た
言
い
方
も
あ
る
。
川
柳
な
ど
で
は
、
語
調
を
合
わ
せ
﹁
岡
場
﹂
と
も
い
う
。﹁
岡
﹂
と
略
し
て
も
使

う
。﹁
外
場
所
﹂
と
い
っ
た
表
記
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
遊
女
と
い
う
呼
称
を
、
岡
場
所
の
女
性
た
ち
に
も

用
い
て
い
る
が
、︿
岡
場
所
女
郎
﹀
と
い
っ
た
言
い
方
も
よ
く
使
わ
れ
る
。
幕
府
の
公
文
書
で
常
用
さ
れ
る

の
は
、︿
隠
売
女
﹀
あ
る
い
は
︿
売
女
﹀
で
あ
る
。
密
娼
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
遊
女
を
吉
原
に
限
っ
て

用
い
、
岡
場
所
は
売
女
と
い
う
表
現
を
使
う
べ
き
だ
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
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吉
原
の
遊
女
を
公
娼
と
い
い
、
岡
場
所
の
女
性
た
ち
を
私
娼
と
よ
ぶ
。

﹃
深
川
新
話
﹄（
安
永
八
年
刊
　
一
七
七
九
）
に
は
、﹁
岡
場
所
の
公く

界が
い

し
ら
ず
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
。

岡
場
所
の
女
性
は
世
間
の
習
慣
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
︿
公
﹀
の
世
界
を
知
ら
な
い
と

い
う
意
味
も
含
み
、
公
的
世
界
が
岡
場
所
を
見
下
し
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
岡
場
所
の
遊
女
は
、

客
か
ら
見
る
と
吉
原
育
ち
の
遊
女
の
よ
う
に
、︿
公
界
﹀
の
し
き
た
り
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
、
つ
ま
り

﹁
世
間
知
ら
ず
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹃
醒せ

い

睡す
い

笑し
ょ
う﹄

巻
二
（
元
和
九
年
序
　
一
六
二
三
）
に
は
老
父
が
息
子
に
、﹁
汝
が
や
う
な
る
公
界
知
ら
ず
に

は
、
ち
と
仕し

付つ
け

を
教
へ
ん
﹂
な
ど
と
い
っ
た
語
例
も
あ
る
。
こ
こ
は
世
間
知
ら
ず
と
い
っ
た
解
釈
で
間
違

い
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
ま
っ
た
﹁
公
的
﹂
な
場
所
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
感
じ
ら
れ
る
。
同

じ
く
、﹃
醒
睡
笑
﹄
巻
一
に
は
、
舅
が
婿
に
語
る
言
葉
で
、﹁
今
ま
で
は
公
界
む
き
の
よ
し
、
こ
の
後
は
随ず

い

を
い
だ
い
て
あ
そ
ば
れ
候
へ
﹂
と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
か
た
ぐ
る
し
い
生
活
か
ら
も
っ
と
気
ま
ま
﹁
気

随
に
﹂
生
活
し
て
よ
い
と
い
う
語
例
だ
。
公
界
の
反
意
は
、
気
ま
ま
、
勝
手
に
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
よ

う
だ
。

　
気
ま
ま
、
勝
手
は
︿
自
由
﹀
と
言
い
換
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
に
人
権
に

対
す
る
思
想
的
意
識
は
な
い
。
明
治
以
降
の
自
由
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
用
語
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
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で
も
な
い
。
し
か
し
︿
自
由
﹀
の
語
は
、
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。﹃
色
道
大
鏡
﹄
巻

十
三
（
貞
享
五
年
以
降
成
　
一
六
八
八
）
で
は
、
下
関
の
遊
女
町
稲
荷
町
の
動
向
に
触
れ
、﹁
公
儀
前
傾
城
の

数
七
十
人
と
さ
だ
む
﹂
と
し
て
、
天
神
ら
の
遊
女
の
値
段
付
け
を
記
し
た
後
で
﹁
寛
文
年
中
ま
で
は
、
傾

城
の
町
へ
出
る
事
自
由
に
し
て
、
問
屋
方
に
も
宿
せ
り
。
延
宝
よ
り
己
来
、
是
を
制
し
給
ひ
て
、
門
外
へ

出
さ
ず
﹂
と
記
し
て
い
る
。
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
お
け
る
新
吉
原
の
成
立
が
地
方
遊
里
に
ま
で
お

よ
ん
だ
一
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
﹁
公
儀
﹂
の
制
約
に
よ
っ
て
彼
女
た
ち
の
外
出
の
﹁
自
由
﹂
が
失
わ

れ
た
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。

公
界
の
苦
界
（
注
３
）

　
政
治
的
管
理
︿
法
﹀
が
お
よ
ぶ
地
域
が
﹁
公
界
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
非
管
理
地
域
つ
ま
り
非
合
法

的
な
︿
気
随
な
﹀
所
が
岡
場
所
で
あ
る
。
岡
場
所
に
通
う
遊
客
は
、
吉
原
の
堅
苦
し
い
作
法
を
嫌
い
、
気

ま
ま
で
安
直
な
岡
場
所
に
通
っ
た
。
吉
原
の
遊
女
た
ち
は
、
閉
塞
的
束
縛
の
下
に
置
か
れ
た
苦
海
な
ら
ぬ

公
界
の
中
で
拘
束
を
前
提
に
生
き
て
い
た
の
だ
。

　
救
い
よ
う
の
な
い
貧
困
と
被
差
別
的
扱
い
を
受
け
た
岡
場
所
の
女
性
た
ち
は
放
逐
さ
れ
た
世
界
で
地
獄

と
背
中
合
わ
せ
の
自
由
の
身
で
あ
っ
た
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
岡
場
所
の
女
性
た
ち
は
﹁
自
由
な
女
﹂
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で
あ
っ
た
。

　
国
家
の
政
治
権
力
が
、
公
式
に
管
理
す
る
政
策
と
し
て
置
い
た
合
法
的
娼
婦
の
一
般
的
呼
称
と
し
て
の

公
娼
に
対
し
て
、
許
可
を
受
け
な
い
非
公
認
の
娼
婦
が
私
娼
で
あ
る
。
吉
原
は
江
戸
幕
府
が
公
認
し
た
公

娼
で
あ
る
。
対
し
て
岡
場
所
の
女
性
た
ち
は
、
私
娼
で
あ
る
。

　
登
山
を
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
営
林
署
の
管
轄
の
林
に
ま
か
れ
た
立

ち
入
り
禁
止
の
赤
い
テ
ー
プ
を
想
像
す
れ
ば
い
い
。
戦
前
か
ら
警
察
は
風
俗
営
業
を
許
さ
れ
る
地
域
を
赤

く
囲
ん
で
い
た
と
も
、Red-light district

が
語
源
だ
と
も
い
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
公
的
エ
リ
ア
が
赤
線
地

域
で
あ
る
。
合
法
的
赤
線
と
非
合
法
的
青
線
買
売
春
地
帯
︿
も
ぐ
り
の
集
団
売
春
地
帯
﹀
と
い
う
対
比
で

も
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

　
鎌
倉
幕
府
が
置
い
た
﹁
遊
君
別
当
﹂
や
室
町
幕
府
の
﹁
傾
城
局
﹂
な
ど
と
い
っ
た
制
度
は
実
質
的
に
公

娼
制
度
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
以
前
、
江
戸
時
代
ま
で
公
娼
・
私
娼
と
い
う
言
い
方
は
使

わ
れ
て
い
な
い
。

　
明
治
三
十
四
年
の
論
説
﹁
中
流
人
士
の
風
俗
﹂
と
題
し
た
一
文
（
注
４
）
で
は
、
当
代
の
淫
蕩
な
る
社
会

へ
の
批
判
を
記
し
、﹁
凡お

よ

そ
人
を
淫
蕩
に
導
く
も
の
は
娼
婦
（
此
に
娼
婦
と
称
す
る
は
一
の
公
娼
を
指
し
た
る

に
あ
ら
ず
、
公
私
に
論
な
く
苟

い
や
し
くも

賣ば
い

淫い
ん

の
所
行
あ
る
も
の
者
を
い
ふ
）
の
類
な
り
﹂
ま
た
﹁
公
娼
の
害
は
寧む

し

ろ
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私
娼
の
害
よ
り
も
薄
し
、
蓋け

だ

し
公
娼
は
検
束
甚は

な
はだ

厳
な
り
是
を
以
て
其
足
戸
庭
よ
り
出
づ
る
を
得
ず
、
弦

妓
等
の
私
娼
は
敢
て
検
束
す
る
所
な
し
﹂
な
ど
と
あ
る
。
公
娼
・
私
娼
は
明
治
時
代
の
中
頃
か
ら
は
一
般

的
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
娼
妓
・
倡
妓
の
語
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
遊
里
語
に
漢
語

を
あ
て
て
そ
の
読
み
を
羅
列
し
た
﹃
雑ざ

つ

文も
ん

穿せ
ん

袋て
い

﹄（
安
永
八
年
刊
　
一
七
七
九
）
に
は
、
遊
女
、
女
郎
の
漢

語
の
異
名
と
し
て
﹁
倡
妓ぎ

と
い
ふ
は
女

郎
の
こ
と

　
時じ

妓
は
や
る

女
郎

　
困こ

ん

妓
う
れ
ぬ

女
郎

　
村そ

ん

妓
お
か
ば
し
よ
の
い
た

つ
て
や
す
き
女
郎
也

﹂
な
ど
と
出
て
い
る
。﹃
船
頭

深
話
発
語
﹄（
文
化
二
年
成
　
一
八
〇
五
）
に
も
、﹁
娼
街
﹂
に
﹁
い
ろ
ま
ち
﹂、﹁
娼
閣
﹂
に
﹁
ち
や
や
﹂
と

し
、﹁
客
は
船
也
　
娼
婦
は
水
也
﹂
と
し
て
、
娼
婦
に
﹁
じ
よ
ら
ふ
﹂
の
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
る
。
遊
女
と
客

と
の
や
り
取
り
を
、
将
棋
の
術
語
を
用
い
て
話
を
す
す
め
る
﹃
娼し

よ
う

妓ぎ

絹き
ぬ

籭ぶ
る
い﹄（

寛
政
三
年
刊
　
一
七
九
一
）

な
ど
と
い
っ
た
山
東
京
伝
の
作
品
も
あ
る
。
用
法
と
し
て
は
漢
語
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
や
や
硬
い
言

い
方
で
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、
公
娼
を
さ
し
て
﹁
娼
妓
﹂
と
い
う
言
い
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
娼

婦
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
語
史
を
た
ど
っ
て
い
る
。

女
郎

　
上
田
秋
成
の
﹃
癇く

せ

癖も
の

談が
た
り

上
﹄（
寛
政
三
年
頃
成
　
一
七
九
一
）
に
﹁
あ
る
遊
所
の
娼
婦
に
、
酌
と
ら
せ
て
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あ
そ
び
け
り
﹂
な
ど
と
あ
り
、﹁
遊
所
﹂
に
﹁
い
ろ
ざ
と
﹂、﹁
娼
婦
﹂
に
﹁
お
や
ま
﹂
と
ル
ビ
が
あ
る
。﹁
お

や
ま
﹂
は
、
一
般
的
に
上
方
で
使
わ
れ
る
が
、
江
戸
で
い
う
﹁
じ
ょ
ろ
う
﹂
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
上
方

で
も
﹁
京
女
郎
﹂
な
ど
と
い
っ
た
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
。

﹃
色
道
大
鏡
﹄
第
一
名
目
抄
で
は
、﹁
傾
城
も
尊
敬
し
て
見
る
物
な
れ
ば
、
上じ

や
う

﨟ら
う

と
い
ふ
べ
き
處と

こ
ろも

あ
る

か
。
し
か
は
あ
れ
ど
大（

マ
マ
）夫
を
上
﨟
と
い
ひ
、
圍い

職し
よ
く

以
下
を
下げ

﨟ろ
う

と
い
は
ゞ
、
道
理
に
か
な
ふ
べ
け
れ
ど
、

端は
し

女お
ん
なま

で
女ぢ

よ

郎ら
う

と
い
ひ
来
り
ぬ
れ
ば
、
只た

ゞ

傾
城
の
通つ

う

称せ
う

と
し
て
、
女
郎
と
い
は
ん
に
子
細
あ
る
ま
じ
﹂
と

述
べ
て
い
る
。
女
郎
と
い
う
言
い
方
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
遊
女
を
﹁
上じ

ょ
うら

う
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
も
多

く
、
女
郎
を
﹁
上
﨟
﹂
と
は
宮
廷
官
女
か
ら
い
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
の
付ふ

会か
い

説
も
あ
る
が
、
下
級
な
﹁
上

ら
う
﹂
の
場
合
も
多
く
あ
り
一
概
に
い
え
な
い
。
女
郎
は
、
一
般
的
に
は
む
し
ろ
下
級
の
遊
女
を
指
す
こ

と
が
多
い
よ
う
だ
。﹃
色
道
大
鏡
﹄
の
い
う
よ
う
に
、
太
夫
よ
り
以
下
の
遊
女
た
ち
、
例
え
ば
﹁
端は

し

女じ
ょ

郎ろ
う

﹂

な
ど
と
い
っ
た
言
い
方
が
よ
く
使
わ
れ
る
。﹁
じ
ょ
ろ
う
﹂（
女
郎
）
に
は
、﹁
ば
い
た
﹂（
売
女
）
ほ
ど
で
は

な
い
が
、
や
や
差
別
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。﹁
傾
城
﹂
も
同
じ
意
味
だ
が
、
下
級

の
遊
女
を
指
し
て
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
だ
。
同
書
に
は
、
傾
城
に
つ
い
て
、
白
拍
子
以
来
の

名
称
と
し
て
﹁
抑

そ
も
〳
〵

当
時
の
遊
女
を
傾
城
と
い
ふ
事
、
過
分
の
称
号
な
れ
ど
も
、
用
い
来
れ
ば
ち
か
ら
な
き

事
也
﹂
と
、
身
に
余
る
上
等
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
遊
女
に
つ
い
て
は
、﹁
船
路
の
旅
人
に
愛
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せ
ら
れ
る
故
﹂
の
語
で
あ
る
と
し
、
室
津
の
遊
女
を
そ
の
始
ま
り
と
し
、
限
定
的
な
意
味
で
は
用
い
て
い

な
い
。
曖
昧
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
特
に
説
明
を
要
し
な
い
場
合
は
遊
女
と
い
う
こ
と
ば
を
、

売
春
を
職
と
す
る
広
い
意
味
で
用
い
て
い
る
。
英
語
で
遊
女
を
﹁w

andering girl

﹂
な
ど
と
訳
す
場
合
が

あ
る
が
、
ち
ょ
っ
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
。﹁prostitute

﹂
の
街
娼
の
方
が
﹁
遊
女
﹂﹁
女
郎
﹂
に
感
じ
が

近
い
。
傾
城
、
上
﨟
は
﹁courtesan

﹂
の
訳
語
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

岡
場
所
の
定
着

﹁
岡
場
所
﹂
と
い
う
言
い
方
が
使
わ
れ
た
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。﹃
風ふ

う

俗ぞ
く

八は
っ

色し
き

談だ
ん

﹄（
宝
暦
六
年
刊
　

一
七
五
六
）﹁
妙
音
尼
が
物
語
の
事
﹂
で
は
、
名
妓
高
尾
の
言
を
借
り
て
吉
原
の
下
卑
た
現
状
を
批
判
し
、

﹁
言
葉
遣
も
吉
原
と
踊お

ど
り

子こ

と
岡
場
所
と
い
り
ま
じ
り
、
半
分
づ
ゝ
物
を
い
ふ
を
粋す

い

と
覚
へ
、
座
つ
き
こ
こ

ろ
ば
へ
ま
で
野や

鄙ひ

に
成
し
な
り
﹂
と
あ
る
。
吉
原
の
美
意
識
は
衰
退
し
、
吉
原
優
先
な
ど
と
い
う
価
値
観

が
薄
ら
い
で
き
て
い
る
こ
と
を
こ
の
会
話
は
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
﹁
夢
中
色
談
の
事
﹂
に
は
、﹁
五

町
に
も
実ま

こ
との

遊
女
と
い
ふ
は
指
を
折
て
三
人
四
人
と
は
な
い
。
岡
場
所
陰か

げ

間ま

の
た
ぐ
ひ
は
、
目
を
留と

む

る
者

に
非あ

ら

ず
と
高
く
と
ま
り
﹂
な
ど
と
あ
る
。
享
保
年
中
に
既
に
﹁
岡
の
遊
女
屋
﹂
の
用
例
（
81
頁
参
照
）
が

あ
る
が
、
宝
暦
期
に
は
、
吉
原
対
岡
場
所
と
い
う
対
比
は
、
用
語
面
で
も
確
定
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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平
賀
源
内
（
風
来
山
人
）
の
傑
作
﹃
根ね

南な

志し

具ぐ

佐さ

﹄
前
編
（
宝
暦
十
三
年
成
　
一
七
六
三
）
に
は
、
忍
び

の
者
で
あ
る
蝦え

び

が
海
の
竜
王
の
命
令
で
正
月
の
盛
り
場
め
ぐ
り
す
る
光
景
に
、﹁
元
日
よ
り
人
間
に
ま
じ
は

り
、
諸
寄
合
・
無む

尽じ
ん

会く
わ
い・

吉
原
・
堺
町
・
岡
場
所
を
初
め
、
兎と

角か
く

向
ふ
へ
廻
り
た
が
り
、
年
の
暮
れ
の
浅

草
市
ま
で
年
中
人
に
す
れ
る
が
役
目
﹂
と
い
っ
た
記
述
に
明
記
さ
れ
、
こ
の
頃
か
ら
江
戸
の
私
娼
街
が
増

加
繁
昌
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
用
例
は
、
一
八
世
紀
中
ご
ろ
、
宝
暦
年
間
に
、
岡
場
所
が
︿
非
公
認
﹀
の
遊
里
と
し
て
世
間
一

般
の
人
々
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
認
知
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
江
戸
唯
一
の
公
認
遊
郭
で

あ
る
吉
原
と
肩
を
並
べ
る
、
も
し
く
は
吉
原
に
対
抗
す
る
遊
里
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
幕

府
が
認
め
な
く
て
も
、
江
戸
の
人
々
（
あ
え
て
民
衆
と
よ
ば
せ
て
も
ら
う
と
）、︿
民
衆
﹀
が
岡
場
所
の
存
在

を
認
知
し
た
の
で
あ
る
。

　
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
か
ら
同
十
三
年
ま
で
の
川
柳
句
を
集
め
て
出
版
さ
れ
た
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）

刊
の
﹃
誹
風
柳
多
留
　
初
篇
﹄
に
は
、
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
（
以
下
、
成
立
年
代
の
異
な
る
も
の
も
雑
俳

と
総
称
）。

岡
場
所
は
く
ら
は
せ
る
の
が
い
と
ま
乞
い
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帰
る
時
に
は
、
吉
原
な
ら
ば
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
な
ど
と
情
緒
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
岡
場
所
は
﹁
く
ら

は
せ
る
﹂、
客
の
背
中
を
ド
ン
と
ど
や
し
つ
け
る
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
岡
場
所
の
す
げ
な
さ
を
よ
ん

だ
も
の
だ
。

 

岡
場
所
は
遣
り
手
と
女
房
ど
ん
ぐ
る
み

﹁
ど
ん
ぐ
る
み
﹂
は
、
一
緒
で
区
別
が
つ
か
な
い
こ
と
。
吉
原
で
は
遣
り
手
が
管
理
の
役
割
と
し
て
独
立

し
て
い
る
の
に
、
岡
場
所
で
は
店
の
経
営
者
の
女
房
が
兼
ね
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

岡
場
所
で
禿か
む
ろと
い
へ
ば
逃
げ
て
行
く

　
前
の
句
と
同
じ
よ
う
な
句
。
岡
場
所
で
は
禿か

む
ろな

ど
と
い
っ
た
役
割
で
よ
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
遣
り
手
も
禿
も
吉
原
の
高
級
遊
女
の
付
け
人
で
あ
る
。
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江
戸
文
化
の
自
立

　
一
八
世
紀
の
中
頃
、
一
七
五
一
年
か
ら
始
ま
る
宝
暦
年
間
に
、
何
故
﹁
岡
場
所
﹂
の
存
在
が
認
知
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
の
文
化
の
様
相
は
こ
の
頃
変
化
を
き
た
し
て
い
た
。

　
江
戸
時
代
の
文
化
に
は
、
井
原
西
鶴
、
松
尾
芭
蕉
、
近
松
門
左
衛
門
ら
を
輩
出
し
た
元
禄
文
化
と
曲
亭

馬
琴
・
鶴
屋
南
北
ら
を
中
心
と
す
る
文
化
文
政
文
化
の
二
頂
点
が
あ
っ
た
と
考
え
る
︿
二
こ
ぶ
ラ
ク
ダ
説
﹀

が
あ
る
。
一
方
で
、
中
野
三
敏
氏
の
ご
と
く
、
二
こ
ぶ
の
谷
間
に
あ
る
亨
保
・
宝
暦
の
時
代
を
中
心
に
一

八
世
紀
の
文
化
を
重
視
す
る
︿
ひ
と
こ
ぶ
ラ
ク
ダ
説
﹀
の
文
化
史
家
も
多
い
。

　
小
説
史
を
見
る
と
、
洒
落
本
・
黄
表
紙
と
い
っ
た
大
衆
文
化
が
隆
盛
期
を
迎
え
て
い
っ
た
の
は
、
宝
暦

期
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
か
ら
始
ま
る
田
沼
意
次
の
政
治
体
制
と
重
な
る
。

田
沼
時
代
は
、
ほ
ぼ
三
十
五
年
続
き
、
松
平
定
信
の
寛
政
の
改
革
に
よ
る
倹
約
、
風
俗
取
り
締
ま
り
の
緊

縮
政
策
に
代
わ
っ
て
い
く
。
田
沼
の
時
代
は
、
賄
賂
が
横
行
し
た
と
か
、
不
正
が
行
わ
れ
た
と
い
っ
た
面

が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
蝦
夷
地
の
開
拓
を
は
じ
め
積
極
的
な
解
放
政
策
が
と
ら
れ
た
闊
達
な
時

代
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
一
七
世
紀
後
半
の
元
禄
時
代
ま
で
の
大
坂
・
京
都
を
中
心
と
す
る
上
方
文
化
を
脱
却
し
、
江

戸
の
大
衆
を
主
客
と
す
る
新
た
な
︿
江
戸
文
化
﹀
の
到
来
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
寺
子
屋
が
そ
れ
以
前
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に
比
べ
て
格
段
に
増
加
す
る
の
も
宝
暦
期
か
ら
だ
。
既
に
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
は
、
江
戸
府
内
で

寺
子
屋
総
数
は
八
〇
〇
を
超
え
た
。
江
戸
の
大
衆
は
、
着
実
に
自
立
性
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
七
世
紀
の
中
ご
ろ
ま
で
、
江
戸
は
上
方
の
植
民
都
市
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。﹁
江
戸

店
持
ち
の
上
方
商
人
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
江
戸
の
経
済
は
、
京
、
大
坂
、
近
江
、
伊
勢
の
有
力
商
人

に
牛
耳
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
出
版
機
構
で
も
、
上
方
の
本
屋
が
力
を
握
り
、
江
戸
の
芝
居
の
役
者
評

判
記
で
さ
え
も
、
上
方
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
浮
世
草
子
（
八
文
字
屋
本
）
も
江
戸
町
人
に
は
、

﹁
下
り
本
﹂
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
上
方
相
撲
で
幕
下
で
も
、
江
戸
で
は
看
板
だ
け
で
大
関
を
張
る
こ
と
が

出
来
た
と
も
い
う
。

　
し
か
し
、
一
方
で
、
享
保
期
（
一
七
一
六
〜
）
に
入
る
と
、
上
方
の
義
太
夫
節
に
か
わ
る
河か

東と
う

節ぶ
し

・
豊ぶ

ん

後ご

節ぶ
し

が
江
戸
で
発
生
し
、
さ
ら
に
派
生
し
た
常
磐
津
節
・
富と

み

本も
と

節ぶ
し

・
新
内
節
な
ど
が
、
元
文
（
一
七
三
六
〜
）

か
ら
宝
暦
（
一
七
五
一
〜
）
に
か
け
て
、
吉
原
の
み
な
ら
ず
江
戸
の
巷
に
広
く
、
岡
場
所
を
中
心
に
流
行
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
言
葉
が
、
粗
野
な
方
言
的
性
格
を
払
拭
し
な
が
ら
、
洗
練
さ
れ
た
都
会
語
と

し
て
の
性
格
を
有
し
て
き
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
上
方
か
ら
の
︿
下
り
も
の
﹀
は
、
大
江
戸
圏
の
拡
張

に
よ
り
成
長
し
た
地
場
産
業
に
よ
っ
て
敗
者
と
な
っ
た
。︿
下
ら
な
い
も
の
﹀
が
江
戸
を
席
巻
し
た
の
で

あ
る
。
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一
八
世
紀
、
人
口
も
大
幅
に
拡
大
し
江
戸
は
そ
の
姿
を
定
着
さ
せ
て
都
市
と
し
て
の
完
成
形
を
見
せ
た

の
で
あ
る
。

　
江
戸
が
、
上
方
か
ら
都
市
と
し
て
の
自
立
を
始
め
た
時
期
、
岡
場
所
も
吉
原
と
肩
を
並
べ
る
︿
性
産
業
﹀

と
し
て
の
位
置
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
京
、
島
原
の
遊
郭
が
、
江
戸
吉
原
の
根
源
だ
な
ど
と
い
う
話
は
過

去
の
も
の
と
な
っ
た
の
だ
。

　
田
沼
時
代
の
政
策
は
、
四
宿
を
は
じ
め
岡
場
所
に
対
し
て
寛
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
市
中
に
は
、
岡

場
所
が
急
増
す
る
。
岡
場
所
は
、
急
激
に
伸
長
し
た
各
所
の
盛
り
場
と
結
び
つ
い
た
。

　
江
戸
の
積
極
的
な
行
動
文
化
が
巷
を
活
発
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
こ
の
時
代
を
頂
点
と
し
て
生

み
出
さ
れ
た
の
が
岡
場
所
で
あ
る
。

　
吉
原
の
成
立
は
、
伝
統
的
上
方
意
識
の
凝
固
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
江
戸
は
都
市
と
し
て
成
長
す
る
ご

と
に
新
た
な
皮
衣
に
包
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
岡
場
所
は
、
江
戸
が
脱
皮
し
て
い
っ
た
新
た
な
性
の

娯
楽
空
間
で
あ
っ
た
。

　
以
下
は
、
一
八
世
紀
の
江
戸
の
文
化
隆
盛
に
伴
う
岡
場
所
に
基
軸
を
置
い
て
遊
郭
史
の
時
代
区
分
を
試

み
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
あ
つ
か
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
各
時
代
の
特
徴
も
羅
列
し
た
。
今
ま
で
見
え

に
く
か
っ
た
岡
場
所
中
心
の
時
代
相
を
浮
き
出
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
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岡
場
所
遊
里
史

（
一
）
岡
場
所
黙
認
の
時
代

都
市
江
戸
の
開
発
と
元
吉
原
の
成
立
︿
江
戸
黎
明
期
﹀

天
正
・
文
禄
・
慶
長
・
元
和
・
寛
永
等
の
時
代

一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
ま
で
約
七
十
年
間

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
徳
川
家
康
江
戸
入
り
、
散
娼
か
ら
集
娼
へ
の
進
展
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）

の
元
吉
原
設
置
、
湯
女
の
活
況

（
二
）
岡
場
所
禁
圧
の
時
代

江
戸
の
成
長
期
と
新
吉
原
へ
の
移
設
︿
江
戸
発
展
期
﹀

明
暦
・
万
治
・
寛
文
・
天
和
・
元
禄
・
正
徳
等
の
時
代

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
約
六
十
年
間

幕
藩
体
制
の
確
立
と
新
吉
原
の
隆
盛
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
新
吉
原
の
開
設
、
元
禄
（
一
六
八
八
〜
一

七
〇
三
）
文
化
の
盛
行
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（
三
）
岡
場
所
活
況
の
時
代

江
戸
文
化
の
成
熟
期
と
新
吉
原
の
衰
退
︿
江
戸
成
熟
期
﹀

享
保
・
宝
暦
・
明
和
・
天
明
等
の
時
代

一
八
世
紀
初
頭
か
ら
一
八
世
紀
末
ま
で
約
七
十
年
間

都
市
文
化
の
隆
盛
と
文
芸
の
浸
透
、
徳
川
吉
宗
の
改
革
と
田
沼
の
積
極
政
治

遊
里
文
学
（
洒
落
本
）
の
進
展
、
風
俗
文
化
の
活
況

（
四
）
岡
場
所
壊
滅
と
放
縦
の
幕
末
の
時
代

寛
政
・
天
保
の
改
革
、
寛
政
・
文
化
・
文
政
・
天
保
・
安
政
・
慶
応
等
の
時
代

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
後
半
の
明
治
維
新
ま
で
の
約
八
十
年
間

松
平
定
信
の
緊
縮
政
治
、
文
化
文
政
の
文
化
の
興
隆
、
水
野
忠
邦
の
風
俗
文
化
へ
の
強
圧
・
幕
末
の
混
乱

と
風
俗
文
化
の
混
迷
・
頽
廃

　
以
上
は
、
渡
辺
の
提
示
し
た
時
代
区
分
と
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
、
上
林
豊
明
﹁
売
笑
史
雑
考
﹂（﹃
新

小
説
﹄
大
正
十
五
年
九
月
号
）・
宮
川
曼
魚
﹃
江
戸
売
笑
記
﹄（
批
評
社
　
昭
和
二
年
）・
竹
内
勝
﹃
日
本
遊
女
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考
﹄（
ク
リ
エ
イ
ト
社
　
昭
和
四
十
五
年
）
な
ど
に
お
い
て
は
、
岡
場
所
の
存
在
を
重
視
し
た
遊
女
史
の
展
開

が
み
ら
れ
る
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

　
私
は
宝
暦
期
を
中
心
と
し
た
一
八
世
紀
を
江
戸
の
岡
場
所
文
化
の
最
盛
期
と
と
ら
え
、︿
黙
認
﹀
↓
︿
禁

圧
﹀
↓
︿
活
況
﹀
↓
︿
壊
滅
と
放
縦
﹀
と
い
う
見
方
で
考
え
て
み
た
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
思
想

家
オ
ー
テ
ィ
ス
が
、﹃
中
世
社
会
の
娼
婦
﹄（
シ
カ
ゴ
大
学
出
版
　
一
九
八
五
年
）
の
遊
里
史
の
分
類
概
念
を

参
照
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
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東京

四ッ谷

新橋

上野

日暮里日暮里

北千住

新
小
岩

新
木
場

秋葉原

品川
目黒

渋谷

新宿

池袋

高田馬場

五反田

大崎

大井町

亀
戸

両国

御
茶
ノ
水

中
野

中
川

隅
田
川

竪川

小名木川

両国橋両国橋

目黒不動目黒不動

新大橋
（大橋）
新大橋
（大橋）

永代橋永代橋

東本願寺東本願寺

板橋区
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 図 4　江戸の主な岡場所　作図／ジェオ
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図 5　遊里方角図（『契国策』より）
所蔵：著者蔵本

図 6　江戸方角図（江戸切絵図「日本橋北内神
田両国浜町明細絵図」より）
所蔵：著者蔵本
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岡
場
所
一
覧

深
川
方
面

 ◉

仲な
か

町ま
ち

卯
（
永
代
寺
門
前
町
）
天
『
上
品
下
』

 

深
川
随
一
の
評
価
だ
が
、
無
作
法
ま
た
夜
具
な
ど
も
粗
末
と
い
う
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
一
切
十
二
匁
﹂。﹃
色

里
﹄
に
﹁
開
帳
十
弐
匁
﹂。

﹇
天
明
二
年
（
一
七
八
二
））
刊
﹃
登と

美み

賀が

遠お

佳か

﹄・
天
明
二
年
序
﹃
富ふ

賀か

川が
わ

拝は
い

見け
ん

﹄・
寛
政
三
年
（
一
七
九

一
）
刊
﹃
仕し

懸か
け

文
庫
﹄・
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
刊
﹃
仲ち

ゅ
う

街が
い

艶え
ん

談だ
ん

﹄﹈
な
ど
。

 ◉

新
地
巳
〈
大
新
地
〉〈
築
立
新
地
〉（
越
中
島
築
立
）
天
『
中
品
中
』

仲
町
に
次
ぎ
繁
昌
。
見
晴
ら
し
の
よ
さ
深
川
一
。
天
明
七
年
吉
原
火
事
の
仮
宅
出
来
。
大
栄
楼
桟
橋
の

図
が
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
刊
﹃
春し

ゅ
ん

色し
ょ
く

英え
い

対た
い

暖だ
ん

語ご

﹄
に
あ
る
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
一
切
二
朱
﹂。﹃
色
里
﹄

に
﹁
開
帳
金
二
朱
﹂。

 ◉

小
新
地
〈
四
六
見
世
〉（
築
立
付
近
）
天

文
化
文
政
の
新
開
地
。

 ◉

表
櫓
卯
〈
櫓
下
〉（
永
代
寺
門
前
山
本
町
、
火
の
見
櫓
下
、
南
側
）
天
『
中
品
上
』

美
形
多
い
と
評
判
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
一
切
二
朱
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
開
帳
金
二
朱
﹂。
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﹇
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
刊
﹃
面お

も

美い

多た

通つ

身み

﹄・
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
刊
﹃
美み

地ち

の
蠣か

き

殻が
ら

﹄﹈
な
ど
。

 ◉

裏
櫓
〈
横
櫓
〉（
永
代
寺
門
前
西
河
岸
、
火
の
見
櫓
下
、
北
側
）
天
『
中
品
上
』

﹃
蛛
﹄
に
﹁
一
切
二
朱
﹂。

﹇
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
刊
﹃
深
川
新
話
﹄・
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
刊
﹃
深
川
手
習
草
紙
﹄﹈
な
ど
。

 ◉

裾す
そ

継つ
ぎ

（
永
代
寺
門
前
北
河
岸
）
天
『
中
品
上
』

以
上
表
櫓
、
裏
櫓
と
あ
わ
せ
て
三
櫓
と
も
い
う
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
一
切
二
朱
﹂。

﹇
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
刊
﹃
疇ゆ

う
べ夕

の
茶ち

ゃ

唐が
ら

﹄﹈

 ◉

石
場
巳
〈
古
石
場
〉〈
越
中
島
〉〈
石
置
場
〉（
越
中
島
武
家
拝
領
地
）
天
『
中
品
中
』

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
頃
よ
り
起
こ
る
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
一
切
二
朱
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
開
帳
金
二
朱
﹂。

﹇
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
刊
﹃
辰
巳
婦
言
﹄・
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
刊
﹃
船せ

ん

頭ど
う

深し
ん

話わ

﹄﹈
な
ど
。

 ◉

新
石
場
（
越
中
島
続
拝
領
地
）
天
『
中
品
中
』

天
明
三
年
頃
よ
り
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
一
切
二
朱
﹂。

 ◉

佃
辰
〈
向
土
橋
〉〈
佃
新
地
〉〈
海
手
〉〈
洗
濯
島
〉〈
あ
ひ
る
〉（
蓬
萊
橋
を
渡
る
と
佃
町
）
天
『
中
品
中
』

売
価
二
百
文
を
ガ
ア
、
四
百
で
ガ
ア
ガ
ア
で
あ
ひ
る
と
も
。
太
っ
た
遊
女
が
そ
の
姿
ア
ヒ
ル
に
似
て
い

た
な
ど
諸
説
あ
る
。
昼
六
百
文
、
夜
四
百
文
、
四
六
店
と
も
い
う
。﹃
色
里
﹄
に
﹁
御
初
尾
四
百
文
﹂。
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 ◉

綱
打
場
〈
松
村
町
〉（
黒
江
橋
の
裾
、
松
村
町
）
天
『
下
品
中
』

朝
鮮
矢
来
（
竹
組
）
で
囲
ま
れ
て
い
た
。
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
刊
﹃
五ご

色し
き

潮い
た
こ来

艶あ
だ
な

合つ
れ
ぶ
し奏

﹄
に
﹁
網

打
場
切
見
世
総
仕
舞
之
図
﹂
あ
り
、
絵
中
の
張
り
紙
に
﹁
つ
ぼ
ね
み
せ
へ
だ
て
の
か
ら
か
み
を
は
づ
し

て
三
げ
ん
惣
仕
舞
う
ち
ま
じ
き
酒
も
り
﹂
と
あ
る
。
内
部
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
船
頭
の
客
が
多
い
。

﹃
蛛
﹄
に
﹁
四
六
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
蝋
燭
代
百
文
﹂。

 ◉

常
盤
町
（
小
名
木
川
北
岸
、
高
橋
北
詰
）
天

文
政
年
間
焼
失
。

 ◉

御お

旅た
び

寅
（
御
船
蔵
前
町
、
深
川
八
幡
御
旅
所
前
）
天
『
中
品
中
』

 ◉

安あ

宅た
け

寅
〈
安
宅
長
屋
〉（
御
船
蔵
前
町
南
側
）
寛
『
下
品
中
』

 ◉

入
船
町
辰
（
汐
見
橋
東
洲
崎
）
寛
『
中
品
下
』

寛
政
三
年
津
波
で
消
失
。

 ◉

三
十
三
間
堂
辰
（
八
幡
社
東
三
十
三
間
堂
町
、
京
都
三
十
三
間
堂
を
移
す
）
寛
『
中
品
下
』

宝
暦
頃
ケ
イ
ド
ウ
の
際
船
に
乗
っ
て
七
八
人
が
砂
村
へ
逃
れ
た
と
い
う
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
四
六
﹂。

 ◉

土
橋
卯
〈
東
仲
町
、
二
の
鳥
居
よ
り
東
〉（
永
代
寺
門
前
東
仲
町
）
寛
『
上
品
下
』

仲
町
と
伯
仲
。
文
化
の
頃
（
一
八
〇
四
〜
）
ま
で
盛
ん
、
文
政
期
（
一
八
一
八
〜
）
に
は
衰
微
す
。﹃
蛛
﹄

140



に
﹁
十
匁
二
朱
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
金
弐
朱
﹂。

﹇
天
明
四
年
刊
﹃
二ふ

つ

日か

酔よ
い

巵お
お

觶
さ
か
ず
き﹄・

寛
政
、
享
和
頃
成
﹃
意い

妓き

の
口く

ち

﹄・
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
刊
﹃
嘉か

和わ

美び

多た

里り

﹄・
享
和
二
年
（
一
八
〇
三
）
刊
﹃
富と

み
が

岡お
か

八わ
か
れ幡

鐘か
ね

﹄﹈

 ◉

直
助
屋
敷
卯
〈
三
角
屋
敷
〉（
深
川
富
久
町
、
萬
年
町
三
丁
目
）
寛
『
下
品
中
』

直
助
は
、
赤
穂
浪
士
で
町
医
者
と
な
り
黄
金
を
た
め
、
不
忠
者
と
よ
ば
れ
た
小
山
田
庄
左
衛
門
の
下
僕

直
助
（
主
人
小
山
田
を
討
ち
人
気
が
出
た
と
い
う
）
の
名
か
ら
と
い
う
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
四
六
﹂。

 ◉

夷
の
掘
〈
船
饅
頭
・
お
千
代
船
〉（
扇
橋
よ
り
横
十
間
川
南
河
岸
）
寛
『
下
品
下
』

船
饅
頭
の
巣
窟
、
夜
鷹
の
二
十
四
文
よ
り
や
や
高
く
大
抵
三
十
二
文
、
幕
末
嘉
永
の
頃
に
は
深
川
蓬
萊

橋
付
近
に
も
多
く
有
り
。

 ◉

新
六
軒
（
深
川
六
間
堀
町
か
）
寛

 ◉

六
間
堀
〈
大
橋
六
間
掘
〉（
六
間
堀
町
）
寛
『
下
品
上
』

 ◉

新
大
橋
東
詰
（
元
町
、
御
籾
蔵
付
近
）
寛
『
中
品
中
』

﹃
蛛
﹄
に
﹁
び
く
に
、
切
二
百
、
下
は
百
、
と
ま
り
二
朱
﹂。

 ◉

新
大
橋
袂
『
類
抜
』

﹃
蛛
﹄
に
﹁
此
外
船
ま
ん
ぢ
ゆ
う
と
て
深
川
吉
永
町
に
軒
を
つ
ら
ね
た
る
も
の
、
夜
に
入
れ
ば
、
船
に
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一
人
づ
つ
の
せ
て
所
〻
川
岸
あ
る
ひ
は
高
瀬
舟
に
色
を
売
る
﹂
と
あ
り
、﹁
百
、
下
な
る
は
五
十
﹂
と

注
記
。

本
所
方
面

 ◉

弁
天
前
寅
〈
一
つ
目
弁
天
・
山
猫
・
猫
茶
屋
〉（
本
所
一
つ
目
堅
川
の
入
り
口
、
八
郎
兵
衛
屋
敷
）
天
『
上
品
中
』

高
笑
い
、
大
声
を
禁
じ
、
穏
便
な
る
遊
び
場
と
い
う
。﹃
書
留
﹄
宝
永
二
年
十
一
月
に
記
事
有
り
。
岡

場
所
中
第
一
高
価
。
な
じ
み
客
の
み
受
け
他
大
金
出
す
と
も
謝
絶
と
い
う
。
御
殿
女
中
め
き
た
り
と
も
。

﹁
ね
こ
を
や
く
女
房
も
畳
た
ゝ
く
な
り
﹂
こ
こ
で
は
二
階
か
ら
遊
女
を
よ
ぶ
の
に
手
を
た
た
か
ず
、
畳

を
た
た
く
と
い
う
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
弁
天
金
猫
一
分
﹂。

﹇
天
明
元
年
（
一
七
七
一
）
刊
﹃
に
や
ん
の
こ
と
だ
﹄・
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
刊
﹃
一ひ

と

目め

土つ
つ
み堤

﹄﹈

 ◉

松
井
町
（
本
所
堅
川
の
南
側
、
松
井
町
一
丁
目
辺
り
）
天

寛
政
の
改
革
後
、
回
向
院
前
の
娼
家
が
移
る
。﹃
書
留
﹄
宝
永
二
年
十
一
月
に
記
事
有
り
。

﹁
お
ち
ぶ
れ
た
吉
田
も
元
は
松
井
町
﹂
夜
鷹
も
元
は
格
上
の
松
井
町
に
い
た
。﹃
色
里
﹄
に
﹁
銀
弐
朱
﹂。

 ◉

入
江
町
丑
〈
鐘
撞
堂
、
本
所
四
軒
、
鐘
の
下
〉（
本
所
入
江
町
鐘
撞
堂
の
北
）
天
『
下
品
下
』

﹁
つ
き
が
ね
の
下
で
し
て
居
る
け
ち
な
や
つ
﹂。﹃
暦
考
﹄
寛
文
八
年
三
月
に
記
事
有
。﹃
好
色
一
代
男
﹄
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巻
二
の
記
事
﹁
本
庄
の
三
つ
目
の
橋
筋
﹂
は
、
こ
こ
か
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
四
六
﹂。

﹇
安
永
年
間
（
一
七
七
二
〜
八
一
）
刊
﹃
奴や

つ
こ

通つ
う

﹄﹈

 ◉

六
尺
長
屋
〈
六
尺
屋
敷
〉（
入
江
町
鐘
屋
敷
の
そ
ば
）
天

 ◉

吉
岡
町
（
法
恩
寺
橋
南
側
、
吉
田
町
に
近
接
）
天
『
下
品
下
』

 ◉

吉
田
町
丑
（
本
所
横
川
西
の
通
り
、
吉
岡
町
の
東
）
天
『
下
品
下
』

鮫
ヶ
谷
と
並
ん
で
夜
鷹
の
巣
窟
。﹃
色
里
﹄
に
﹁
材
木
の
か
げ
へ
寝
ご
ざ
の
や
す
物
を
か
っ
た
　
し
ま

い
は
鼻
が
ふ
ぎ
ゃ
〳
〵
﹂﹁
御
散
銭
二
十
四
銅
﹂。

 ◉

本
所
大お

お

下し
も

〈
三
笠
町
〉（
長
崎
橋
西
に
、
北
側
）
天

 ◉

大
徳
院
前
（
両
国
橋
東
詰
、
南
本
所
）
寛

 ◉

回
向
院
前
丑
〈
土
手
側
、
銀
猫
〉（
両
国
回
向
院
前
の
土
手
）
寛
『
上
品
中
』

天
明
の
頃
吉
原
の
仮
宅
。
比
較
的
し
め
や
か
な
遊
び
で
あ
っ
た
と
い
う
。﹁
回
向
院
涅
槃
に
ね
こ
も
見

へ
る
な
り
﹂﹁
御
膝
𦚰
金
銀
の
猫
居
た
所
﹂。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
﹂。

 ◉

六
間
（
回
向
院
土
手
側
）
寛

﹇
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
刊
﹃
青
楼
楽

た
の
し
み

種ぐ
さ

﹄
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浅
草
辺

 ◉

堂
前
亥
〈
三
十
三
間
堂
前
〉（
浅
草
新
堀
端
龍
光
寺
門
前
）
天
『
下
品
中
』

深
川
に
三
十
三
間
堂
が
移
っ
た
後
も
堂
前
と
よ
ば
れ
た
。
切
見
世
で
は
上
品
、
美
玉
揃
い
と
も
。﹃
蛛
﹄

に
﹁
切
み
せ
﹂。

 ◉

朝
鮮
長
屋
子
〈
浅
草
六
尺
屋
敷
〉（
門
跡
前
東
町
）
寛
『
下
品
上
』

朝
鮮
来
朝
使
節
の
宿
舎
が
近
く
の
東
本
願
寺
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
切
み
せ
﹂。

 ◉

浅
草
広
小
路
（
浅
草
寺
門
前
を
西
田
原
町
か
ら
東
吾
妻
橋
に
至
る
大
道
）
寛

 ◉

浅
草
駒
形
町
〈
並
木
町
〉（
浅
草
駒
形
堂
付
近
）
寛

 ◉

同
田
原
町
三
丁
目
〈
紙
漉
町
〉（
東
本
願
寺
の
東
門
前
の
通
り
）
寛

 ◉

三
好
町
（
浅
草
御
廐
河
岸
の
渡
し
付
近
）
寛

 ◉

金
龍
寺
前
〈
地
獄
〉（
門
跡
東
方
）
寛
（
浅
草
門
跡
前
、
周
辺
の
総
称
）

﹃
花
知
留
佐
登
﹄
に
﹁
一
ト
切
金
一
分
﹂。﹁
素
人
多
く
内
〻
に
転
ぶ
故
に
地
獄
と
も
云
う
﹂。

 ◉

三
島
門
前
子
〈
丸
太
〉（
三
島
西
蔵
院
前
、
金
龍
寺
門
前
の
向
側
）
寛
『
類
抜
』

マ
ル
タ
な
ど
と
よ
ぶ
賤
娼
が
出
没
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
び
く
に
、
泊
り
二
朱
、
切
二
百
﹂。
す
ぐ
に
転
ぶ
ダ
ル

マ
を
逆
読
み
し
て
マ
ル
タ
。
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 ◉

浅
草
新
寺
町
〈
広
徳
寺
前
〉（
広
徳
寺
前
か
ら
浅
草
門
跡
橋
ま
で
の
大
通
り
か
）
寛
『
中
品
中
』

 ◉

門
跡
前
亥
（
門
跡
は
東
本
願
寺
、
そ
の
表
門
一
帯
）

﹃
遊
里
の
花
﹄
に
上
上
。

 ◉

ど
ぶ
店
亥
（
浅
草
永
住
町
の
一
部
）
寛
『
下
品
中
』

長
遠
寺
は
ど
ぶ
店
の
お
祖
師
様
と
よ
ば
れ
る
。

 ◉

柳
の
下
〈
柳
稲
荷
横
町
〉（
浅
草
寺
町
通
大
乗
院
門
前
、
万
福
寺
前
と
ほ
ぼ
同
じ
）
寛
『
中
品
中
』

 ◉

万
福
寺
門
前
亥
（
浅
草
南
松
山
町
）
寛
『
下
品
上
』

﹁
ふ
ぐ
汁
や
あ
た
ら
ば
ま
ゝ
の
万
福
寺
﹂
な
ど
と
あ
る
。

 ◉

馬
道
子
（
浅
草
寺
東
境
の
通
路
）
寛
『
上
品
上
』

明
暦
の
頃
、
吉
原
通
い
の
遊
客
が
馬
に
乗
っ
て
こ
の
地
を
通
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
も
。
髪
の
風
も
素
人

娘
風
で
騒
ぎ
も
な
ら
ず
静
か
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。﹃
遊
里
の
花
﹄
も
上
上
の
位
を
与
え
る
。
地

味
な
隠
れ
場
所
か
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
ト
十
匁
﹂。

 ◉

智
楽
院
門
前
（
浅
草
寺
中
智
楽
院
）
寛

早
く
に
無
く
な
っ
た
も
の
か
。

 ◉

新
鳥
越
（
浅
草
待
乳
山
の
西
麓
、
聖
天
町
か
ら
北
へ
山
谷
ま
で
）
寛
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﹃
遊
里
の
花
﹄
に
﹁
上
﹂。

谷
中
、
根
津
辺

 ◉

廣
徳
寺
前
亥
（
下
谷
稲
荷
前
）

 ◉

い
ろ
は
〈
谷
中
〉
戌
（
谷
中
天
王
寺
門
前
茶
屋
町
）
天
『
中
品
下
』

昔
茶
屋
が
四
七
軒
あ
っ
た
こ
と
か
ら
﹁
い
ろ
は
﹂
な
ど
と
呼
称
。﹁
玉
だ
れ
の
内
は
お
か
し
き
い
ろ
は

茶
屋
﹂
い
ろ
は
は
す
だ
れ
囲
い
。﹁
い
ろ
は
茶
屋
客
を
ね
だ
つ
て
富
を
付
け
﹂
近
く
の
感
応
寺
は
富
く

じ
の
場
。﹁
い
ろ
は
茶
屋
か
さ
守
り
近
く
気
に
か
か
り
﹂
近
く
に
笠
森
（
瘡
守
）
稲
荷
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二

朱
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
御
初
尾
五
百
文
﹂。﹃
花
知
留
佐
登
﹄
に
は
﹁
至
っ
て
、
一
切
に
美
に
し
て
よ
き

所
也
﹂。

 ◉

根
津
宮
永
町
酉
（
根
津
権
現
門
外
）
天
『
中
品
下
』

本
書
第
九
章
参
照

 ◉

根
津
門
前
町
（
根
津
権
現
門
内
）
天
『
中
品
下
』

本
書
第
九
章
参
照
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音
羽
、
赤
城
辺

 ◉

音
羽
申
（
護
国
寺
前
の
直
路
周
辺
）
天
『
中
品
下
』

本
書
第
三
章
護
国
寺
音
羽
町
参
照
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
御
初
尾
銀
弐
朱
﹂。

 ◉

音
羽
裏
町
〈
腕
づ
く
長
屋
〉（
音
羽
七
、
八
丁
目
の
西
裏
）
天
『
下
品
上
』

 ◉

音
羽
鼠
坂
（
音
羽
四
丁
目
と
五
丁
目
の
中
間
か
ら
護
国
寺
に
向
か
っ
て
右
を
上
る
坂
）
寛
『
下
品
下
』

 ◉

音
羽
新
長
屋
（
音
羽
九
丁
目
西
裏
）
天

 ◉

行
元
寺
門
前
〈
山
猫
〉（
神
楽
坂
を
牛
込
御
門
か
ら
上
が
り
右
）
寛
『
中
品
上
』

後
に
行
願
寺
と
称
す
。﹃
花
知
留
佐
登
﹄
に
﹁
銀
七
匁
五
分
﹂。

 ◉

赤
城
〈
山
猫
〉
申
（
牛
込
赤
城
明
神
付
近
、
等
覚
寺
門
前
）
寛
『
上
品
下
』

﹃
花
知
留
佐
登
﹄
に
﹁
金
壱
分
﹂。

市
ヶ
谷
、
四
谷
辺

 ◉

ぢ
く
谷
〈
市
ヶ
谷
〉
未
（
市
ヶ
谷
谷
町
周
辺
）
天
『
下
品
下
』

﹃
蛛
﹄
に
﹁
大
久
保
じ
く
〳
〵
谷
﹂
と
あ
り
﹁
切
み
せ
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
蝋
燭
代
百
銅
﹂。

 ◉

鮫
ヶ
谷
〈
鮫
ヶ
橋
〉（
四
ツ
谷
谷
町
と
南
伊
賀
町
の
間
）
天
『
下
品
中
』
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本
所
吉
田
町
と
同
じ
く
夜
鷹
の
巣
窟
。
本
書
第
十
章
参
照
。﹁
折
助
の
抜
身
の
鞘
は
鮫
ケ
橋
﹂
武
家
の

最
下
層
の
下
男
が
客
。﹃
書
留
﹄
元
禄
十
五
年
五
月
に
記
事
有
り
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
切
み
せ
﹂。﹃
色
里
﹄
に

﹁
蝋
燭
代
百
銅
﹂。

 ◉

市
ヶ
谷
八
幡
前
申
〈
茶
ノ
木
稲
荷
〉（
市
ヶ
谷
御
門
を
南
に
見
た
と
こ
ろ
、
市
ヶ
谷
八
幡
社
）
寛
『
中
品
中
』

﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
蝋
燭
代
百
銅
﹂。

 ◉

愛
敬
稲
荷
前
〈
お
辰
稲
荷
〉
申
（
市
ヶ
谷
八
幡
町
に
続
く
田
町
二
丁
目
愛
敬
稲
荷
）
寛
『
中
品
下
』

醜
婦
が
縁
組
を
求
め
る
神
と
も
。
四
六
見
世
。

赤
坂
、
麻
布
、
青
山
周
辺

 ◉

麦
飯
〈
赤
坂
田
町
・
赤
坂
〉（
赤
坂
田
町
五
丁
目
桐
畑
辺
り
）
天
『
中
品
下
』『
下
品
上
』

﹃
婦
美
車
﹄
で
二
ヶ
所
に
評
価
が
出
る
の
は
、
大
見
世
と
切
売
り
の
店
が
同
じ
地
域
に
同
居
し
て
い
た

故
。
一
時
、
深
川
に
次
ぐ
岡
場
所
と
し
て
に
ぎ
わ
う
。
吉
原
・
深
川
を
米
飯
と
し
赤
坂
田
町
を
麦
飯
と

し
た
と
も
。
大
見
世
で
は
悪
し
き
風
俗
の
者
を
あ
げ
ず
、
切
見
世
は
卑ひ

陋ろ
う

と
。﹁
麦
飯
の
近
所
御
江
戸

の
喰
違
ひ
﹂
江
戸
城
喰
違
門
近
く
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
﹂。
大
見
世
の
値
。﹃
色
里
﹄
に
﹁
蝋
燭
代
百
文
﹂

（
切
見
世
）。
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 ◉

氷
川
未
〈
赤
坂
氷
川
〉（
赤
坂
氷
川
神
社
前
）
寛
『
上
品
下
』

天
明
の
頃
取
り
払
い
。﹃
遊
里
の
花
﹄
で
も
﹁
上
上
吉
﹂
と
評
価
が
高
い
。
一
時
期
に
は
深
川
仲
町
・

土
橋
に
次
ぐ
と
さ
れ
た
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
に
十
匁
﹂。

 ◉

市
兵
衛
町
未
（
今
井
台
町
、
麻
布
市
兵
衛
町
）
天
『
下
品
上
』

天
和
の
頃
よ
り
有
り
。
古
い
遊
里
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
切
み
せ
﹂。﹃
色
里
﹄
は
﹁
蝋
燭
代
百
文
﹂。

 ◉

藪
下
申
（
麻
布
鳥
居
坂
下
一
本
松
通
り
）
天
『
中
品
下
』『
下
品
中
』

﹃
婦
美
車
﹄
二
ヶ
所
に
出
る
。
麻
布
宮
村
町
、
同
宗
英
屋
敷
、
同
貞
喜
屋
敷
、
以
上
三
ヶ
所
の
俗
称
。

﹃
花
知
留
佐
登
﹄
に
﹁
銭
な
ん
ぼ
う
で
も
遊
ぶ
よ
ふ
な
る
所
﹂
と
あ
る
。﹃
色
里
﹄
は
﹁
蝋
燭
代
百
文
﹂。

 ◉

高
稲
荷
前
申
〈
世
継
稲
荷
〉（
麻
布
永
坂
町
の
高
稲
荷
社
（
石
段
稲
荷
）
前
）
寛
『
下
品
中
』

 ◉

青
山
未
（
青
山
新
町
）
寛

﹃
花
知
留
佐
登
﹄
に
﹁
五
十
文
よ
り
客
を
呼
﹂。

芝
辺

 ◉

神
明
前
午
（
芝
神
明
社
地
内
）
寛
『
中
品
上
』

芝
神
明
は
、
両
国
広
小
路
・
浅
草
奥
山
と
並
ぶ
繁
華
街
。
生
姜
市
で
有
名
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
、
か
げ
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ま
も
あ
り
﹂。

 ◉

三
田
同
朋
町
午
（
三
田
二
丁
目
東
側
、
聖
坂
𦚰
）
寛
『
中
品
中
』『
下
品
り
』

﹃
婦
美
車
﹄
二
ヶ
所
に
出
る
。﹃
花
知
留
佐
登
﹄
に
﹁
夜
昼
四
ッ
切
れ
て
、
一
切
六
百
文
づ
ゝ
よ
り
、
此

外
に
五
百
文
、
七
百
文
有
之
し
が
、
女
風
俗
至
て
よ
ろ
し
か
ら
ず
﹂。

 ◉

三
角
〈
三
田
新
地
〉（
芝
田
町
二
丁
目
裏
）
寛
『
中
品
下
』

寿
命
院
上
り
屋
敷
、
薩
摩
屋
敷
と
背
中
合
わ
せ
。﹁
三
角
は
丸
と
四
角
客
を
と
り
﹂
丸
は
増
上
寺
の
僧
、

四
角
は
武
士
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
﹂。﹃
色
里
﹄
に
﹁
御
初
尾
弐
朱
﹂。

 ◉

稲
荷
堂
（
芝
横
新
町
五
光
稲
荷
付
近
）
寛

 ◉

赤
羽
根
午
（
増
上
寺
の
後
ろ
の
新
堀
を
赤
羽
根
川
、
そ
れ
を
飯
倉
か
ら
四
国
町
へ
渡
る
橋
）
寛

﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
﹂。

 ◉

高
輪
〈
七
軒
〉（
高
輪
大
木
戸
の
辺
、
芝
九
丁
目
続
き
）
寛

﹁
高
輪
へ
仏
の
姿
置
い
て
行
く
﹂
僧
侶
は
こ
こ
で
着
替
え
て
品
川
へ
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
二
朱
﹂。

 ◉

根
芋
〈
車
町
〉（
芝
車
町
、
芝
田
町
九
丁
目
と
牛
町
の
間
）
寛

 ◉

牛
町
（
芝
車
町
）
寛

﹃
蛛
﹄
に
﹁
切
み
せ
﹂。
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日
本
橋
、
大
橋
辺

 ◉

蒟こ
ん

蒻に
ゃ
く

島
卯
〈
霊
岸
島
新
地
〉（
霊
岸
島
富
島
町
一
丁
目
）
寛
『
中
品
中
』（
霊
岸
島
築
立
新
地
）

霊
岸
橋
際
埋
め
立
て
地
、
築
立
新
地
。
埋
め
立
て
が
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
完
成
し
遊
里
が
出
来

る
。
廃
絶
後
、
蝦
夷
会
所
出
来
る
も
後
に
町
屋
と
な
る
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
蒟
蒻
島
は
横
堀
を
埋
た
る
な
れ

ば
、
あ
り
く
に
、
地
ブ
ル
〳
〵
振
ひ
動
く
故
に
号
け
た
る
也
﹂
と
あ
り
﹁
二
朱
﹂。

﹇
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
刊
﹃
寸す

南な

破は

良ら

意い

﹄﹈

 ◉

あ
さ
り
河
岸
〈
大
富
町
・
京
橋
河
岸
〉（
南
八
丁
堀
続
き
大
富
町
、
銀
座
一
丁
目
）
寛

 ◉

中な
か

洲ず

〈
三
股
〉
寛

本
書
第
六
章
﹁
中
洲
﹂
参
照
。

﹇
安
永
六
年
（
一
七
七
五
）
刊
﹃
中
洲
雀
﹄・
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
刊
﹃
大た

い

抵て
い

御ご

覧ら
ん

﹄・
寛
政
元
年
（
一

七
八
九
）
刊
﹃
中な

か

洲ず

の
花は

な

実み

﹄﹈
な
ど
。

 ◉

新
大
橋
（
新
大
橋
西
詰
）
寛

船
比
丘
尼
・
船
饅
頭
（
船
上
売
春
婦
）
の
た
ま
り
場

 ◉

永
久
橋
（
蠣
殻
町
か
ら
箱
崎
川
に
か
か
る
）
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﹁
う
つ
ろ
船
永
久
橋
へ
せ
り
に
で
る
﹂
う
つ
ろ
船
は
船
饅
頭
（
お
千
代
）。
価
三
十
二
文
と
も
。

 ◉

鉄
砲
洲

本
書
第
三
章
﹁
鉄
砲
洲
の
抗
争
と
公
娼
保
護
﹂
参
照

神
田
辺

 ◉

多
町
〈
め
つ
た
町
〉（
神
田
鍋
町
西
裏
）
寛

歌
比
丘
尼
の
巣
窟
。﹁
比
丘
尼
だ
け
精
進
物
の
中
に
住
み
﹂
多
町
に
は
青
物
市
（
精
進
も
の
）
が
あ
っ
た
。

上
野
、
本
郷
辺

 ◉

山
下
戌
〈
佛
店
・
け
こ
ろ
〉（
上
野
山
下
、
広
小
路
付
近
）
寛
『
中
品
中
』

﹁
こ
ろ
び
芸
者
の
転
寝
し
て
枕
席
に
は
べ
る
﹂
故
の
名
と
も
。
近
辺
に
仏
具
店
が
多
く
あ
っ
た
故
に
佛

店
と
も
。﹁
前
だ
れ
で
手
を
ふ
き
な
が
ら
四
百
と
り
﹂
前
垂
れ
は
茶
く
み
女
の
風
。﹁
山
下
は
ど
ち
ら
を

見
て
も
よ
り
な
ん
し
﹂
山
下
の
大
通
り
ま
で
広
範
囲
に
岡
場
所
。
最
盛
期
に
は
﹃
山
下
稽
古
路
居
所
名

家
数
﹄
に
よ
れ
ば
一
〇
七
軒
。﹁
諸
色
高
直
け
こ
ろ
で
は
水
を
出
し
﹂
と
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
句
、

災
害
続
き
物
価
高
騰
、
見
世
で
は
酒
な
ら
ぬ
水
を
出
し
た
と
い
う
。﹃
蛛
﹄
に
﹁
切
二
百
、
泊
り
は
客
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よ
り
酒
食
を
ま
か
な
ひ
、
夜
四
つ
よ
り
二
朱
な
り
﹂
と
記
す
。﹃
遊
里
の
花
﹄
に
﹁
上
上
﹂。

﹇
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
刊
﹃
山
下
珍
作
﹄﹈

 ◉

大
根
畑
酉
〈
千
坪
・
本
郷
新
町
屋
〉（
湯
島
新
花
町
、
霊
雲
寺
横
）
寛
『
中
品
中
』『
下
品
上
』

﹁
大
根
を
引
い
た
る
跡
で
も
ん
し
も
し
﹂。﹃
蛛
﹄
に
﹁
切
み
せ
﹂。
四
六
見
世
。

﹇
安
永
年
間
（
一
七
七
二
〜
一
七
八
一
）
刊
﹃
喜き

夜よ

来く

大だ
い

根こ

﹄（﹃
奴
通
﹄
の
解
題
本
、
序
・
本
文
の
地
名
の

み
変
更
）﹈

 ◉

新
大
根
畑
〈
新
畑
〉（
湯
島
切
通
片
町
）
寛

切
見
世
。

 ◉

丸
山
戌
〈
菊
坂
〉（
本
郷
菊
坂
か
ら
北
、
追
分
町
片
町
ま
で
）
寛
『
下
品
中
』

天
明
年
間
喧
嘩
大
騒
動
で
闕
所
。

 ◉

桜
木
町
（
上
野
桜
木
町
）

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）、
武
家
方
中
間
口
論
に
て
廃
止
。
上
野
桜
木
町
の
名
前
が
つ
い
た
の
は
、
明

治
四
、
五
年
頃
か
。
小
石
川
に
も
桜
木
町
の
名
が
あ
る
。﹃
か
く
れ
ざ
と
﹄
所
収
は
音
羽
九
丁
目
の
次

に
出
る
。

 ◉

妻
恋
（
妻
恋
神
社
近
く
）
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﹃
面お

も

美い

多た

通つ

身み

﹄
に
﹁
妻ツ

マ

恋コ
エ

へ
は
じ
め
て
さ
﹂
と
あ
る
。

白
山
辺

 ◉

白
山
酉
〈
駒
込
〉（
小
石
川
白
山
権
現
の
裏
手
）
寛

 ◉

世
尊
院
前
戌
〈
千
駄
木
〉（
本
郷
駒
込
世
尊
院
門
前
）
寛
『
中
品
下
』『
下
品
下
』

品
川
辺

 ◉

北
品
川
午
『
上
品
中
』　
南
品
川
『
下
品
上
』　
歩
行
品
川

本
書
第
七
章
参
照
。

﹇
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
刊
﹃
南な

ん

閨け
い

雑ざ
つ

話わ

﹄・
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
頃
刊
﹃
南な

ん

客か
く

先せ
ん

生せ
い

文ぶ
ん

集し
ゅ
う﹄・

天

明
元
年
（
一
七
八
一
）
刊
﹃
新し

ん

吾ご

左ざ

出で

放ほ
う

題だ
い

盲も
う

牛ぎ
ゅ
う﹄・

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
刊
﹃
南な

ん

江こ
う

駅え
き

話わ

﹄・
寛
政

十
一
年
（
一
七
九
九
）
刊
﹃
品し

な

川が
わ

楊よ
う

枝じ

﹄・
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
刊
﹃
南み

な

門と

鼠ね
ず
み﹄﹈

な
ど
。

 ◉

鈴
ヶ
森
（
品
川
の
南
方
、
刑
場
の
近
く
、
八
幡
宮
付
近
）『
下
品
下
』
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千
住
辺

 ◉

大
千
住　
小
塚
原
子

本
書
第
八
章
参
照
。

板
橋
辺

 ◉

板
橋
酉
（
上
宿
﹇
板
橋
区
本
町
﹈・
中
宿
﹇
板
橋
区
仲
宿
﹈・
平
尾
宿
﹇
板
橋
区
一
・
三
丁
目
﹈）
か
ら
な
る
。『
中

品
下
』

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
飯
盛
女
の
設
置
が
認
め
ら
れ
る
。
音
羽
を
真
似
る
が
田
舎
風
。
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
頃
成
立
の
﹃
我
衣
﹄
に
は
博
徒
、
盗
賊
な
ど
も
多
い
と
。﹁
板
橋
と
聞
い
て
迎
ひ
は
二
人

へ
り
﹂
と
は
、
品
川
程
に
う
ま
い
も
の
も
な
く
、
送
迎
の
人
も
来
な
い
。﹁
板
橋
へ
大
根
の
金
を
入
れ

な
く
し
﹂
と
は
、
客
が
練
馬
な
ど
の
周
辺
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。﹃
色
里
﹄
に
は
﹁
御
初
尾
五

百
文
﹂
と
あ
る
。
文
殊
院
に
遊
女
墓
。
新
藤
楼
の
門
が
板
橋
区
立
郷
土
館
の
庭
に
移
築
。

新
宿
辺

 ◉

内
藤
新
宿
未
〈
西
国
〉
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本
書
第
四
章
参
照
。

﹇
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
刊
﹃
売ば

い

花か

新し
ん

駅え
き

﹄・
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
頃
刊
﹃
駅え

き

舎し
や

三さ
ん

友ゆ
う

﹄・
天
明
四

年
（
一
七
八
四
）
刊
﹃
角か

く

鶏た
ま
ご卵

﹄﹈
な
ど
。

 ◉

高
井
戸
（
甲
州
街
道
、
内
藤
新
宿
よ
り
二
里
）
寛

麹
町
辺

 ◉

麴
町
八
丁
目
、
大
橋
之
内
柳
町
辺
、
鎌
倉
河
岸
附
近

こ
れ
ら
は
元
吉
原
開
設
以
前
の
遊
里
。
本
書
第
二
章
﹁
遊
郭
設
置
の
請
願
﹂
参
照
。

番
外
・
男
色
（
陰
間
茶
屋
）
の
岡
場
所

宝
暦
・
明
和
ま
で
は
、
平
河
天
神
前
（
糀
町
天
神
）・
赤
城
社
地
・
英
町
（
酉
神
田
花
房
町
）・
市
ヶ
谷
八

幡
前
・
本
所
回
向
院
前
な
ど
、
後
に
は
、
芳
町
・
湯
島
天
神
地
（
酉
）・
芝
神
明
門
前
・
八
丁
堀
代
地

（
神
田
塗
師
町
）。
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