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遊
廓
と
客
―
寛
文
〜
宝
暦
の
遊
女
評
判
記
を
主
と
し
て 

提
出
者 

髙
木 

ま
ど
か 

〔
論
文
の
内
容
の
要
旨
〕 

 

本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
「
近
世
の
遊
廓
に
お
い
て
は
客
の
貴
賤
が
問
わ
れ
な
い
」
と
す
る

い
わ
ゆ
る
近
世
遊
廓
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
に
疑
義
を
加
え
、
再
検
討
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
つ
つ
、
同
時

に
、
遊
女
評
判
記
に
注
目
し
て
、
遊
廓
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
織
り
な
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
実
態
を

焙
り
出
す
こ
と
を
目
論
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
左
の
よ
う
に
全
九
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
三

都
に
目
を
配
り
な
が
ら
も
、
本
論
文
に
お
い
て
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
江
戸
吉
原
（
新
吉
原
を
含

む
。
以
下
同
）
で
あ
る
が
、
特
に
第
八
章
に
お
い
て
は
専
ら
長
崎
丸
山
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。 

 

序 

本
稿
の
構
成 

用
語
の
整
理
と
対
象
の
概
要 

第
一
章 

近
世
遊
廓
に
見
出
さ
れ
る
江
戸
へ
の
憧
れ
―
研
究
史
の
整
理
と
問
題
点 

は
じ
め
に 

第
一
節 

近
世
遊
廓
＝
「
公
平
に
通
用
す
る
世
界
」
の
展
開 

第
二
節 

「
公
平
に
通
用
す
る
世
界
」
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
そ
の
背
景 

お
わ
り
に 

第
二
章 

吉
原
遊
廓
に
お
け
る
客
の
取
締
ま
り
―
―
公
儀
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て 

は
じ
め
に 

第
一
節 

客
の
取
締
り
に
関
わ
る
法 

第
二
節 

取
締
り
の
再
確
認
と
形
骸
化 

第
三
節 

吉
原
の
衰
微
を
め
ぐ
る
公
儀
の
姿
勢 

お
わ
り
に 

第
三
章 

遊
女
評
判
記
の
概
要
―
―
そ
の
変
遷
と
書
き
手
・
読
み
手 

は
じ
め
に 

第
一
節 

遊
女
評
判
記
と
は 

第
二
節 

評
判
物
の
書
き
手
・
読
み
手
・
遊
女 

お
わ
り
に 

第
四
章 

吉
原
遊
廓
に
お
け
る
客
と
客 

は
じ
め
に 

第
一
節 

連
れ
立
っ
て
遊
廓
に
通
う
こ
と 

第
二
節 

座
に
お
け
る
客 

第
三
節 

「
さ
し
合
」
を
め
ぐ
る
客
の
問
題 

第
四
節 

一
人
通
い
か
ら
み
る
吉
原 

お
わ
り
に 

第
五
章 

遊
女
に
矛
先
を
向
け
る
客
―
―
遊
女
評
判
記
に
み
る
「
さ
し
合
」 

は
じ
め
に 

第
一
節 

客
を
め
ぐ
っ
て 



第
二
節 

「
さ
し
合
」
の
様
態 

第
三
節 

「
さ
し
合
」
か
ら
み
る
客
の
論
理 

お
わ
り
に 

第
六
章 

吉
原
に
お
け
る
客
の
貴
賤 

は
じ
め
に 

第
一
節 

客
の
貴
賤
を
め
ぐ
る
言
説 

第
二
節 

遊
女
評
判
記
に
み
る
客
の
願
望 

第
三
節 

言
説
の
差
異
の
背
景 

お
わ
り
に 

第
七
章 

客
と
し
て
嫌
が
ら
れ
た
役
者 

は
じ
め
に 

第
一
節 

こ
れ
ま
で
の
言
説 

第
二
節 

揚
屋
の
「
や
く
者
衆
き
ん
せ
い
」 

第
三
節 

遊
女
評
判
記
に
み
る
「
や
く
し
や
」 

第
四
節 

役
者
が
嫌
が
ら
れ
る
理
由 

お
わ
り
に 

第
八
章 

長
崎
丸
山
遊
廓
で
捕
縛
さ
れ
た
「
穢
多
」「
非
人
」「
無
宿
」
―
『
犯
科
帳
』
を
主
と
し
て 

は
じ
め
に 

第
一
節 

先
行
研
究
の
整
理
と
対
象
の
概
要 

第
二
節 

客
の
取
締
り
に
関
わ
る
法 

第
三
節 

『
犯
科
帳
』
に
み
え
る
「
穢
多
」「
非
人
」 

お
わ
り
に 

第
九
章 

結 

初
出
一
覧 

表 

  

序
に
お
い
て
は
、
本
論
文
で
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
る
近
世
遊
廓
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
が
い
か
に
議
論
と
し
て

破
綻
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
論
ず
る
と
と
も
に
、
近
世
の
遊
廓
が
廓
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
の
制
約
を
如

実
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
立
て
る
。 

 

以
下
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
で
は
、
本
論
文
を
通
じ
て
の
前
提
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

第
一
章
で
は
、
本
論
文
全
体
に
関
わ
る
研
究
史
を
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
、
追
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
近

世
遊
廓
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
の
成
立
過
程
を
も
明
ら
か
に
す
る
。 

 

第
二
章
で
は
、
遊
廓
に
お
け
る
客
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
、
幕
府
法
・
判
例
・
慣
習
を
拠
り
所
に
考
察

す
る
。
つ
ま
り
は
、
幕
府
（
公
儀
）
に
よ
る
吉
原
の
取
り
締
ま
り
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
過
を
明
ら
か
に

し
つ
つ
、
近
世
社
会
に
お
け
る
吉
原
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、

近
世
に
お
け
る
吉
原
を
論
ぜ
ら
れ
な
い
の
は
至
極
当
然
で
あ
る
。 

 

第
三
章
は
、
本
論
文
全
体
を
通
じ
て
（
た
だ
し
第
八
章
を
除
く
）
の
主
た
る
史
料
で
あ
る
遊
女
評
判
記
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
遊
女
評
判
記
は
、
吉
原
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
み
え
る
書
き
手
と
読
み
手
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
周
辺
の
関
係
者
に
ま
で
眼
を
配
り
そ
の
「
当
代
性
」
に

注
目
し
、
そ
こ
に
生
起
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
在
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
研
究
史
が
明
ら
か
に
し



た
遊
女
評
判
記
の
発
生
か
ら
衰
退
に
か
け
て
の
変
遷
に
つ
い
て
も
議
論
を
展
開
し
た
。 

 

第
四
章
で
は
、
遊
廓
に
お
い
て
客
が
遊
女
を
買
う
ま
で
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
仕

来
り
に
注
目
し
つ
つ
、
吉
原
に
お
け
る
客
と
客
の
関
係
性
（
当
然
そ
の
間
に
は
遊
女
等
遊
女
屋
の
関
係
者
、

揚
屋
の
関
係
者
等
が
存
す
る
）
を
論
じ
た
。
そ
の
中
で
特
に
「
さ
し
合
」
と
言
わ
れ
る
き
ま
り
（
買
い
た
い

遊
女
が
い
た
と
し
て
も
そ
の
遊
女
の
馴
染
み
客
と
知
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
遊
女
は
売
っ
て
も
ら
え
な
い
）
を

取
り
上
げ
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

第
五
章
で
は
、
第
四
章
で
み
た
「
さ
し
合
」
が
破
ら
れ
た
（「
さ
し
合
」
の
関
係
で
あ
っ
た
二
人
の
客
の

い
ず
れ
と
も
遊
女
が
関
係
を
持
つ
こ
と
）
場
合
、
当
事
者
と
な
っ
た
客
の
非
難
が
、
店
に
で
は
な
く
、
そ
の

遊
女
に
向
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
た
。 

 

第
六
章
で
は
、
吉
原
で
は
客
の
貴
賤
が
問
わ
れ
な
い
と
す
る
言
説
（
近
世
遊
廓
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
）
に
も
関

わ
ら
ず
、
当
時
の
遊
廓
の
最
も
身
近
で
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
遊
女
評
判
記
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
確
か
に

吉
原
で
は
客
の
貴
賤
が
問
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
登
楼
を
忌
避
さ
れ
あ
る
い
は
禁
じ
ら
れ
る
客
（
役
者
等
）

も
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
七
章
で
は
、
第
六
章
で
み
た
問
題
を
さ
ら
に
深
め
、
登
楼
を
忌
避
さ
れ
あ
る
い
は
禁
じ
ら
れ
る
客
（
役

者
等
）
が
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
た
の
に
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
か
と
の
問
い
を
立
て
、
そ
れ

を
示
す
史
料
を
提
示
し
て
解
釈
し
た
。
そ
れ
に
は
遊
女
評
判
記
も
当
然
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
登
楼
を
忌
避

さ
れ
禁
じ
さ
れ
た
役
者
と
言
っ
て
も
、
遊
女
は
実
は
決
し
て
役
者
を
忌
避
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
好
ん

で
す
ら
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
八
章
で
は
、
特
に
長
崎
丸
山
に
注
目
し
て
「
穢
多
」「
非
人
」「
無
宿
」
が
登
楼
し
て
罰
せ
ら
れ
た
例
を

「
犯
科
帳
」
か
ら
検
討
し
た
。
こ
の
よ
う
な
例
は
廓
外
の
身
分
秩
序
が
遊
廓
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
か
ど
う

か
、
あ
る
い
は
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
貴
重
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

第
九
章
は
結
と
し
て
本
論
文
全
体
を
総
括
し
、
い
わ
ゆ
る
近
世
遊
廓
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
が
当
た
ら
な
い
こ

と
を
結
論
と
し
て
述
べ
た
。
そ
し
て
客
を
「
選
別
」
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
遊
廓
内
の
人
間
関
係
（
揚
屋
・

茶
屋
・
遊
女
屋
・
遊
女
）
に
肉
薄
し
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
・
利
害
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て

い
る
実
態
を
指
摘
し
た
。 

 

〔
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨
〕 

 

本
論
文
は
、
歴
史
学
の
立
脚
点
か
ら
近
世
遊
廓
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
際
し
て
髙
木
氏

が
設
定
し
た
視
点
は
二
つ
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

一
つ
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
近
世
遊
廓
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
へ
の
反
駁
で
あ
る
。
本
論
文
が
著
さ
れ
た
時
点
に

お
い
て
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
言
説
が
ど
の
程
度
学
界
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
（
つ
ま
り
反

駁
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
）
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
が
仮
に
過
去
の
産
物
と
し
て
今
日
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
て
み
た
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
に
対
す
る
反
駁
と
い
う
基
本
姿
勢
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
研
究
成
果
が
本
論
文
で
あ
る
と
み

ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
髙
木
氏
の
立
論
は
緻
密
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
学
の
視
点
か
ら
の
議
論
ば
か

り
で
な
く
隣
接
す
る
他
分
野
の
議
論
に
も
広
く
眼
を
配
っ
た
裾
野
の
広
い
立
脚
点
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

 



 
も
う
一
つ
に
は
、
遊
廓
内
部
の
人
間
関
係
に
視
点
を
当
て
た
こ
と
で
あ
る
。
遊
廓
に
は
ど
の
よ
う
な
人
び

と
が
い
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
ミ
ク
ロ
な
考

証
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
髙
木
氏
が
用
い
た
の
が
遊
女
評
判
記
で
あ
っ
た
。 

 

遊
女
評
判
記
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
三
章
以
下
で
詳
論
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
の
研
究
者
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
十
全
に
そ
の
総
て
を
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
容
易
な
史
料
で
は
な
い
。
髙

木
氏
は
遊
女
評
判
記
を
調
査
す
る
べ
く
、
必
要
と
あ
れ
ば
、
遠
く
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
図
書
館
に
ま
で
出
張

し
、
所
期
の
目
的
を
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
本
論
文
に
も
充
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
遊
廓
内
の
ミ
ク
ロ
な
人
間
関
係
に
着
目
し
た
こ
と
は
、
髙
木
氏
独
自
の
発
想
で
あ
る
こ
と
は
言
を

俟
た
な
い
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
日
本
常
民
文
化
専
攻
な
ら
で
は
の
学
習
の
よ
い
環
境
が
関
係
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
文
化
人
類
学
関
連
の
学
習
か
ら
は
、
ミ
ク
ロ
な
人
間
関
係
（
そ
れ
を
本
論
文
は

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
表
現
し
て
い
る
。
先
述
の
通
り
で
あ
る
）
の
研
究
の
重
要
性
を
気
付
か
さ
れ
た
よ
い

機
会
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。
日
本
史
学
の
み
な
ら
ず
文
化
人
類
学
等
を
も
併
修

で
き
る
日
本
常
民
文
化
専
攻
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
こ
の
よ
う
な
発
想
を
持
た
し
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

髙
木
氏
が
永
年
日
本
常
民
文
化
専
攻
で
学
習
を
続
け
て
き
た
こ
と
は
、
本
論
文
の
執
筆
の
た
め
に
は
極
め

て
幸
い
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野
が
有
す
る
研
究
法
に
通
じ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
研
究

者
と
し
て
必
須
の
事
柄
で
あ
る
が
、
隣
接
分
野
の
研
究
法
に
も
関
心
を
持
つ
こ
と
は
ど
う
し
て
も
な
お
ざ

り
に
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
幅
広
い
学
習
が
い
か
に
豊
か
な
結
実
を
産
む
こ
と
に
繋
が
る
か
と
い

う
こ
と
の
よ
い
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
本
論
文
は
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
今
後
の
髙
木
氏
の
研
究
に
な
お
期
待
し
た
い
点
が
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
文
章
表
現
の
習
得
等
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
前
後
の
時
期
に
移
し
て
の
研
究
や
、
今
回
の
成
果
を
立
脚
点
と
し
て
の
新
た
な
研
究
テ

ー
マ
へ
の
挑
戦
は
、
是
非
と
も
取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

歴
史
学
に
お
い
て
は
他
の
時
期
（
時
代
）
と
の
比
較
と
い
う
視
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、

本
論
文
で
は
比
較
的
希
薄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
今
回
の
論
文
で
取
り
上
げ
た
江
戸
前
半

期
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
前
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
に
お
け
る
遊
廓
に
お
け
る
事
象
を
研
究
の
対
象
と
す
る

論
文
を
著
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
本
論
文
の
価
値
も
足
り
な
い
点
も
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

一
つ
の
時
期
（
時
代
）
の
み
の
研
究
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
回
の
論
文
に
お
け
る
緻
密
な
考
証

が
、
あ
ま
り
に
も
っ
た
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
後
半
に
つ
い
て
も
研
究
を
展
開
す
る
こ
と
や
、
あ

る
い
は
中
世
に
遡
っ
て
の
議
論
な
ど
も
有
益
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
こ
の
度
の
論
文
の
成
果
に
基
づ
く
新
た
な
関
連
テ
ー
マ
へ
の
挑
戦
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば

性
病
は
、
遊
女
に
と
っ
て
は
な
は
だ
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
言
う
と
一
見
他
の
テ
ー
マ
へ
の
移
行
の

よ
う
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
違
う
。
こ
れ
を
裏
面
か
ら
捉
え
直
せ
ば
、
そ
の
新
た
な
テ
ー
マ
に

よ
る
研
究
成
果
は
、
今
回
の
論
文
に
と
っ
て
の
他
に
か
け
が
え
の
な
い
補
強
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

果
敢
に
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
論
文
は
、
そ
の
よ
う
な
髙
木
氏
の
研
究
の
展

開
の
礎
と
な
る
だ
け
の
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 

以
上
の
所
見
か
ら
、
本
論
文
が
博
士
の
称
号
に
十
分
値
す
る
こ
と
を
、
審
査
員
三
名
の
一
致
し
た
評
価
と

し
た
。 


