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居
住
施
設
と
な
り
う
る
o
そ
れ
が
必
ず
し
も
完
全
に
望
ま
し
い
形
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

が
､
一
部
の
専
門
学
校
や
僻
地
中
学
校
の
寮
な
ど
は
､
教
育
･
管
理
者
側
の
積
極
的
な
か
ま
え
と

受
け
手
の
協
力
に
よ
っ
て
､
単
な
る
居
住
施
設
･
宿
所
で
は
な
く
､
生
活
訓
練
施
設
と
も
い
え
る

効
果
を
あ
げ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
の
｢
生
活
訓
練
｣
が
､
過
去
の
兵
営
の
も
っ
て
い
た
よ
う
な
､

権
力
が
利
用
す
る
に
都
合
の
よ
い
型
に
は
ま
っ
た
人
間
を
つ
く
り
出
す
方
向
へ
そ
れ
て
い
く
危
険

も
多
い
｡
戦
後
文
部
省
で
は
工
業
専
門
学
校
の
下
級
生
に
全
寮
制
の
方
針
を
う
ち
だ
し
た
が
'
そ

れ
が
｢
下
級
技
術
者
練
成
機
関
｣
と
い
っ
た
方
向
に
運
用
さ
れ
て
い
く
と
大
変
で
あ
る
｡

学
生
寄
宿
舎
は
､
年
々
新
入
寮
生
を
む
か
え
､
卒
業
生
あ
る
い
は
退
寮
者
を
送
り
出
す
一
時
的

居
住
者
の
住
居
で
あ
り
､
寮
生
の
側
か
ら
い
え
ば
人
生
の
う
ち
の
青
春
の
あ
る
時
期
を
そ
こ
で
生

活
す
る
｢
通
過
的
｣
居
住
施
設
で
あ
る
｡
そ
こ
で
家
庭
生
活
で
は
得
ら
れ
な
い
生
活
､
広
義
の

｢
教
育
｣
を
う
け
る
｡

さ
き
に
み
た
工
境
･
事
業
所
の
寄
宿
舎
も
青
年
を
主
と
す
る
単
身
者
の
住
居
で
､
一
種
の
通
過

的
居
住
施
設
と
い
え
る
｡
寄
宿
舎
･
寮
は
､
戦
時
中
は
単
身
労
働
者
を
集
積
す
る
だ
け
で
な
く
､

企
業
の
意
の
ま
ま
に
動
く
人
間
を
さ
び
し
く
練
成
す
る
｢
教
育
｣
的
機
能
を
も
た
さ
れ
て
い
た
｡

現
在
で
も
青
年
子
女
を
集
め
る
た
め
､
教
育
的
環
境
の
充
実
を
看
板
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
｡
し
か
し
戦
後
の
社
会
の
民
主
化
を
反
映
し
て
､
従
業
員
の
私
生
活
に
傭
主
側
が
関
与
す
る
こ

と
は
企
業
の
側
か
ら
も
労
働
者
の
側
か
心
も
嫌
が
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
､
企
業
の
従
業
員
寄
宿
舎

4

は
｢
教
育
｣
的
色
彩
を
う
す
め
･
単
な
る
食
･
寝
の
便
宜
を
供
与
す
る
単
身
者
給
与
住
宅
'
あ
る
　
仰

い
は
給
与
ア
パ
ー
ト
に
か
わ
り
つ
つ
あ
る
｡
こ
れ
は
す
で
に
見
た
｡

し
か
し
学
校
寄
宿
舎
は
こ
れ
と
こ
と
な
っ
て
､
教
育
施
設
と
し
て
の
色
彩
を
つ
よ
く
も
っ
て
い

る
｡
学
校
の
ア
パ
ー
ト
化
は
学
祭
提
供
者
･
当
局
の
責
任
回
避
で
も
あ
る
｡

重
昂
学
滴
で
あ
る
大
学
の
寮
は
､
自
治
能
力
を
充
分
そ
な
え
た
昔
年
の
起
居
す
る
と
こ
ろ
で
､

｢
自
治
｣
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
o
社
会
的
な
矛
盾
は
当
然
学
園
の
中
に
も
反

映
し
､
学
寮
を
無
風
地
帯
に
し
て
お
か
な
い
｡
青
年
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
成
長
し
て
ゆ
く
さ
ま

ざ
ま
な
試
行
錯
誤
を
温
く
見
つ
め
､
寮
生
を
信
頼
し
､
自
由
に
自
治
的
な
生
酒
が
で
き
る
よ
う
に

条
件
を
整
備
す
る
こ
と
が
学
寮
に
対
す
る
大
学
側
の
つ
と
め
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
'
次
々
と
後
輩

に
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
好
ま
し
い
住
み
方
の
伝
統
が
育
て
ら
れ
､
す
ぐ
れ
た
居
住
様
式
を
売
着
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
｡
学
生
･
大
学
当
局
両
者
の
相
互
の
不
断
の
協
力
に
よ
っ
て
､
苧
環
を
単
な
る

安
価
な
寝
食
を
提
供
す
る
経
済
的
施
設
以
上
の
も
の
に
創
り
出
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

学
校
寄
宿
舎
は
そ
の
薄
味
で
な
お
多
く
の
課
題
を
負
い
つ
つ
も
､
学
生
と
い
う
身
分
の
宵
年
が

そ
の
人
生
の
あ
る
時
期
を
す
ご
す
通
過
的
居
住
施
設
と
し
て
､
日
本
の
す
ま
い
の
中
の
大
切
な
一

部
を
構
成
し
て
い
る
｡

(
I
)
柏
木
健
三
郎
｢
へ
ぎ
地
中
学
校
の
冬
季
寄
宿
舎
の
実
態
｣
･
『
文
蔀
施
設
月
整
四
七
号
'
-
九
六

三
｡

ド



カット　釜ケ晦ドヤ街の広告｡ただすべり込んでもぐるだけのベッド･ハウスが多いな

かで､ ｢ヘヤの中に握てる｣のが宣伝文旬になった時代があった(1綿8年の街頭から)e

衰1ホテル･旅館業等の施設数の推移

ホテル嘉蓄嘉所下宿上テル客霊諾下宿

2,582　300,360 16,683

5,690　402,782　27,011

ll.292　508,817 18,946

24,169　608,349 17,721

40,652　763,の1 21,691

119,672　916.817　　　-

258　67.486 ll,569　2,333

454　77,439 19,597　2,453

1976 (〝51) I l･269 82･724 26･454　　-

ドヤ,ベッドハウス,山小屋.民宿等は(備考)厚生省統計調査蔀,各年次年末現在｡
｢筒易宿所｣にふくまれている｡

表2　宿泊施設利用率(1971年)

軒数(轢露温) (鵠芦鮭)

5より｡総サン

ホ　　テ　ル　739　　　エ17,923

旅　　　　館58,436　　2, 113, 700

寮･保　糞　所　4,642　　188,062

ユースホステル　　526　　　　36, 369

国　民　宿　舎　442　　　46,757

良,i　　宿15･900

(給　●　計)00,7館

(備考)白木錫光協会帽泊施設統計』 19相
プル80,765軒,掘出サンプル36,073.

17,曲9.回収率48.8%.そのうち_　苗

フル敬),I68両'郊出サンプル36,073.有効サンプ)レ

17,599.回収率48･8%｡そのうち,東京は軒数4i414

(全角の5･5%),収容人員145,774 (4 9%一但しホテ
ルは26.6%)である｡
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ヤ

｢
ド
ヤ
｣
と
い
う
言
葉
は
､
｢
宿
｣
を
さ
か
さ
ま
に
し
た
隠
藷
で
あ
る
｡
簡
易
旅
館
で
､
旅
館
業

法
で
は
｢
簡
易
箔
所
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
一
時
的
な
寝
泊
り
の
設
備
で
あ
る
o

本
書
の
第
-
分
冊
で
｢
ね
ぐ
･
喜
ま
い
｣
に
ふ
れ
た
が
･
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
ド
ヤ
も
壷
の

｢
ね
ぐ
･
毒
ま
い
｣
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
人
び
と
が
そ
こ
に
定
住
す
る
の
で
は
な
く
一
時
的
に

寝
泊
り
す
る
す
ま
い
-
必
ず
し
も
簡
易
宿
所
に
限
･
名
,
宿
･
会
所
､
旅
宿
あ
る
い
は
婚
家
と

い
っ
た
も
の
も
と
り
あ
げ
た
い
〇

人
を
宿
泊
さ
せ
る
施
設
の
営
業
は
･
旅
館
業
法
へ
一
九
四
八
年
法
律
竺
三
八
号
)
に
よ
る
と
･

｢
寧
ア
ル
｣
｢
旅
筆
｢
簡
易
宿
所
｣
お
よ
び
｢
下
宿
｣
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
｡
ホ
テ
ル
は
洋
式
の

設
備
･
構
造
を
も
ち
'
一
定
親
格
以
上
の
客
室
を
一
〇
以
上
も
ち
､
暖
房
､
浴
室
ま
た
は
シ
ャ

ヮ
-
､
各
室
付
き
ま
た
は
男
女
別
の
水
洗
便
所
を
そ
な
え
た
も
の
を
い
い
,
旅
館
は
和
式
で
五
以

上
の
客
室
を
も
つ
も
の
'
簡
易
宿
所
は
多
人
数
で
共
用
す
る
構
造
･
設
備
を
主
と
す
る
も
の
･
下

宿
は
一
カ
月
以
上
の
期
間
を
単
位
と
し
て
宿
泊
料
を
う
げ
ろ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡

厚
生
省
の
統
計
に
よ
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
施
設
の
軒
数
､
所
有
客
室
は
表
-
の
よ
う
に
な
り
･
下

宿
は
低
簿
し
て
い
る
が
他
の
施
設
は
施
設
数
･
収
容
力
を
年
々
増
加
さ
せ
て
い
る
｡

旅
館
業
法
に
い
う
狭
義
の
｢
旅
館
｣
は
も
と
は
｢
宿
屋
｣
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
を
指
し
･
旧

い
伝
統
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
､
施
設
数
で
も
客
室
数
で
も
宿
泊
施
設
の
中
核
を
し
め
て
い
る
o

し
か
し
第
-
茨
世
界
戦
争
後
､
就
寝
空
間
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
求
め
る
感
覚
が
い
ち
じ
る
し
く
国

民
の
中
に
強
ま
っ
て
き
た
の
を
反
映
し
て
､
以
前
は
ル
ー
ズ
で
あ
っ
た
和
風
の
旅
館
で
も
客
室
を

キ
チ
ン
と
閉
じ
ら
れ
る
空
間
に
区
画
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
､
一
定
の
規
港
を
も
ち
･
部
屋

の
独
立
性
の
高
い
ホ
テ
ル
の
方
が
特
に
若
い
層
に
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
･
表
に
み
る
よ
う
に
ホ

テ
ル
の
増
加
率
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
｡

戦
後
､
国
民
の
余
暇
時
間
の
増
大
､
観
光
レ
ク
-
干
シ
;
へ
の
要
求
の
高
ま
り
に
対
し

て
､
ホ
テ
ル
･
旅
館
の
は
か
に
よ
り
安
価
で
宿
泊
で
き
る
公
的
な
施
設
と
し
て
の
国
民
塞
串
､

企
業
･
組
合
な
ど
の
寮
･
保
養
所
､
さ
.
ら
に
地
方
の
崖
･
漁
家
な
ど
が
自
宅
を
提
供
す
る
｢
民

宿
｣
が
ふ
え
て
き
た
二
九
七
三
の
日
本
観
光
協
会
が
ま
と
め
た
宿
泊
統
計
で
は
,
,
J
れ
､
o
Q

施
設
の
容
量
と
利
廟
率
は
表
-
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
･
依
然
圧
倒
的
に
｢
旅
館
｣
が
多
い
が
･

寮
･
保
健
所
や
民
宿
も
か
な
り
伸
び
て
き
て
い
る
｡
し
か
し
利
用
率
か
ら
い
う
と
ホ
テ
ル
が
収
も

高
い
｡
ま
た
地
区
別
に
み
る
と
､
地
方
か
ら
人
の
集
ま
っ
て
-
る
東
京
が
･
一
般
住
居
の
補
完
的

役
割
を
果
た
し
て
い
る
場
合
も
多
く
最
か
ら
い
っ
て
も
比
率
か
ら
い
っ
て
も
･
寂
も
多
い
｡



裏口
図1中山道和田宿飽本陣絵(大熊畠郊『東海道宿駅
とその本陣の研究書1942.11より)
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図3　官の宿の弥次喜多とあんま『東
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図5　関の宿(『東海道名所図絵』 1797,竹原春泉裔画より)

図4　三島の宿の夜中のさわき(図3とも

『東海道中藤栗毛且より)

ホ
テ
ル
･
旅
館
･
簡
易
宿
所
の
中
の
国
民
宿
舎
･
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
･
療
･
保
護
所
･
山
小
屋

避
難
所
･
あ
る
い
は
民
宿
と
い
っ
た
も
の
は
･
い
ず
れ
も
居
住
地
を
は
な
れ
た
旅
行
中
の
一
時
的

な
宿
泊
所
で
､
住
居
の
延
長
あ
る
い
は
そ
の
変
謡
と
も
い
え
る
が
､
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
｡

こ
れ
に
対
し
て
木
賃
宿
の
流
れ
を
く
む
簡
易
宿
所
の
｢
ド
ヤ
｣
は
'
一
時
的
な
滞
留
者
や
不
安
定

な
業
務
に
つ
く
低
収
入
層
の
宿
泊
所
で
`
収
入
･
就
業
の
不
安
定
の
た
め
に
住
居
を
も
つ
こ
と
の

で
き
な
い
最
底
辺
層
の
住
居
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

本
章
で
は
こ
の
ド
ヤ
を
中
心
に
お
き
･
そ
の
源
流
を
さ
ぐ
る
た
め
旅
宿
の
歴
史
に
ふ
れ
､
つ
い

で
こ
れ
ら
宿
泊
施
設
の
中
で
白
魚
の
住
居
に
欠
け
た
擬
能
を
補
完
す
る
'
住
居
の
延
長
の
よ
う
な

一
時
的
宿
泊
施
設
に
ふ
れ
､
最
後
三
部
の
階
層
に
と
っ
て
定
住
に
近
い
住
居
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
ド
ヤ
の
還
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡

ド
ヤ
は
低
質
住
居
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
､
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
も
ち
'
時
に
居
住
者
の
木
浦

が
爆
発
し
て
掻
劫
が
お
こ
っ
て
い
る
o
そ
の
状
況
を
完
全
に
解
決
す
る
に
は
､
そ
の
主
な
居
住
者

で
あ
る
日
傭
労
働
者
の
不
安
定
な
就
労
条
件
を
解
決
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
｡
ド
ヤ
の
住
人
の
中
に
は
･
そ
の
よ
う
な
社
会
的
･
経
済
的
条
件
で
は
な
く
､
ド
ヤ
生
活
の

｢
自
由
｣
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
主
撮
す
る
茜
の
が
あ
る
が
､
状
況
が
そ
の
よ
う
に
改
善
さ
れ
れ

ば
消
滅
し
て
ゆ
く
居
住
形
態
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
そ
れ
を
食
い
物
に
し
て
利
益
を
得
て
い
る
さ

ま
ざ
ま
な
存
在
の
カ
を
は
ね
の
け
､
労
働
者
が
主
体
的
に
こ
の
状
況
を
故
普
す
る
ま
で
に
は
､
ま

だ
若
干
の
曲
折
が
予
想
さ
れ
る
｡
そ
の
変
貌
･
変
遷
は
は
げ
し
い
が
､
日
本
の
す
ま
い
の
最
底
辺

に
よ
こ
だ
わ
る
特
殊
な
住
居
型
と
し
て
､
そ
の
実
態
に
注
目
し
た
い
｡

旅

　

　

宿

宿
屋
-
旅
館
は
日
本
で
は
旅
行
が
大
衆
化
し
だ
し
た
江
戸
時
代
の
中
頃
か
,
ら
`
旅
純
畳
と
し
て

あ
ら
わ
れ
て
く
る
o
す
で
に
律
令
時
代
に
街
道
上
の
諸
所
に
人
馬
を
つ
ぎ
か
え
､
宿
舎
･
食
糧
を

供
給
す
る
駅
側
が
生
れ
て
い
る
が
､
貴
人
は
旅
先
で
は
そ
の
土
地
の
首
長
や
'
蒙
族
の
録
に
客
人

と
し
て
泊
ま
っ
た
し
､
下
人
は
社
寺
･
民
家
の
軒
先
を
か
り
る
か
'
野
宿
を
し
て
旅
を
し
､
人
を

宿
泊
さ
せ
る
の
を
業
と
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
旅
館
と
い
う
形
式
の
特
殊
な
｢
す

ま
い
｣
の
形
式
も
な
か
っ
た
o
し
か
し
徳
川
幕
府
の
成
立
の
の
ち
､
五
街
道
を
整
備
し
て
人
馬
を

そ
な
え
る
伝
馬
制
と
と
も
に
宿
駅
を
も
う
け
･
環
海
関
係
の
公
用
に
用
い
る
本
陣
の
ほ
か
に
庶
民

の
た
め
の
旅
範
や
木
賃
宿
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
三
百
年
の
間
に
国
内
商
業
も
発
展
し
､

幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た
諸
大
名
の
参
勤
交
代
の
た
め
の
旅
行
か
ら
､
庶
民
の
大
輔
請
や
伊
鎗
参
り

と
い
っ
た
信
仰
､
あ
る
い
は
レ
ク
-
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
旅
行
が
さ
か
ん
に
な
る
に
つ
れ
'
街

道
の
宿
駅
や
`
社
寺
の
門
前
に
は
旅
宿
が
悠
盛
す
る
こ
と
と
な
っ
て
き
た
｡
大
名
な
ど
の
泊
ま
る

宿
駅
の
本
陣
､
脇
本
陣
(
図
-
)
は
大
き
な
構
え
を
も
ち
'
そ
の
正
客
室
は
上
層
黄
土
階
級
の
臨

時
の
す
ま
い
と
し
て
､
書
院
づ
く
り
の
構
え
を
と
と
の
え
て
い
た
も
の
が
多
い
｡
大
熊
蕾
邦
博
士

の
『
本
陣
の
所
掌
至
る
と
､
最
盛
時
の
東
海
霊
十
三
次
に
は
総
計
し
て
本
望
一
一
､
脇

本
陣
六
八
､
旅
籠
二
'
九
〇
四
軒
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
し
か
し
､
弥
次
郎
兵
衛
･
番
多
八
と
い
っ

た
庶
民
の
泊
ま
る
旅
籠
屋
は
､
出
入
り
の
た
め
に
玄
関
･
庭
先
を
大
き
く
し
､
泊
り
客
の
宿
泊
に

使
え
る
よ
う
'
畳
敷
き
の
座
敷
を
教
室
な
ら
べ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
(
図
2
)
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
ヘ

ヤ
は
ブ
ス
マ
で
仕
切
ら
れ
､
縁
側
･
廊
下
な
ど
と
斌
障
子
で
区
切
ら
れ
た
程
度
の
も
の
で
(
図
3

-
5
)
､
客
が
多
く
な
れ
ば
相
部
屋
へ
の
追
い
込
み
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
ひ
と
り
安
心
し
て

寝
る
と
い
っ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
無
論
な
-
､
榔
髄
の
も
ち
も
の
を
ね
ら
う
｢
枕
さ
が
し
｣
が
何

時
あ
ら
わ
れ
る
か
油
断
が
な
ら
ず
､
ほ
ん
の
旅
宿
の
ユ
メ
を
む
す
ぶ
だ
け
の
｢
ね
ぐ
､
と
的
空
間

を
旅
人
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
図
-
は
『
東
海
道
申
膝
栗
毛
』
に
で
て
く
る
官
へ
約
日
)

の
宿
屋
で
'
説
明
的
に
間
の
フ
ス
マ
は
開
け
ら
れ
て
い
る
が
､
険
の
ヘ
ヤ
と
は
こ
う
し
た
フ
ス
マ

で
区
切
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡

こ
の
種
の
旅
宿
に
は
｢
あ
し
も
り
｣
と
い
っ
て
'
客
に
食
事
や
身
の
ま
わ
り
の
サ
ー
ビ
ス
を
す

る
だ
け
で
は
な
く
､
夜
の
側
に
で
る
女
が
た
い
て
い
い
た
｡
旅
宿
の
む
ら
が
っ
て
い
る
宿
場
や
門

前
町
は
遊
興
の
巷
で
も
お
っ
だ
が
､
そ
の
宿
の
ね
ぐ
ら
空
間
は
､
さ
き
に
述
べ
た
も
の
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
で
あ
る
｡
図
-
は
三
島
の
宿
で
､
弥
次
･
苺
多
が
硬
中
に
追
い
出
た
す
っ
ぽ
ん
に
太
さ
わ

ざ
を
し
て
い
る
間
に
､
相
宿
の
男
か
ら
寝
床
の
下
に
敷
い
て
ね
た
胴
巻
の
金
を
小
石
に
す
り
か
え

ら
れ
る
さ
わ
ざ
の
押
し
絵
で
あ
る
が
'
三
人
の
男
は
一
つ
の
ヘ
ヤ
に
泊
ま
っ
て
い
る
し
､
弥
次
郎

兵
衛
･
喜
多
八
は
そ
れ
ぞ
れ
女
郎
と
ね
る
の
だ
が
､
彼
ら
と
相
宿
の
者
と
を
へ
だ
て
る
の
に
二
枚

折
り
の
小
屏
風
が
た
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
生
活
が
き
わ
め
て
開
放
的
で
あ
っ

た
こ
と
は
､
現
代
の
常
識
か
ら
す
る
と
お
か
し
-
感
じ
ら
れ
る
が
'
つ
い
し
ば
ら
く
前
ま
で
は
'

日
本
人
は
そ
の
よ
う
な
感
覚
で
生
活
し
て
き
た
こ
と
を
思
い
だ
す
必
要
が
あ
る
｡

(
I
)
　
大
熊
暮
邦
『
東
海
道
宿
駅
と
そ
の
本
陣
の
研
究
』
'
一
九
四
二
二
一
｡

女

　

飯

　

屋

へ

1

)

図
6
は
中
山
道
横
坑
宿
の
宿
場
女
郎
屋
･
山
本
横
の
豊
島
力
雄
氏
に
よ
る
推
定
復
元
の
間
取
図

で
あ
る
｡
板
鼻
宿
は
一
八
五
二
(
夢
氷
5
)
年
の
書
留
に
よ
る
と
`
惣
家
紋
三
四
七
軒
､
大
別
一
､

五
四
九
人
で
'
本
陣
一
､
脇
本
陣
一
､
問
屋
二
と
な
っ
て
お
り
､
一
八
四
二
　
(
天
保
1
3
)
年
の
調

べ
で
は
三
五
〇
軒
申
､
普
通
宿
屋
七
(
う
ち
一
は
中
馬
商
人
宿
)
､
食
売
宿
屋
四
一
軒
`
普
通
下
女
一
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図6　中山道板鼻宿･山本楼復原図(豊島力詮｢宿場女郎屋の考察｣, 『前騎市立工業短大研究紀要』 1971より)
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図7上州一之官･坂町･丸叶屋復元図(豊島力娃晒前女郎屋の湾襲･詳欄の場合｣一隅上目970よの
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図8　局見世の毘置(喜多川守貞『近世風
俗志』 1853より)

避依馬

噂話噂喜

克也の背･内緒と孟

図9　局見世の内部(同右).矢印は入口.見世の奥の方は

｢ないしょ｣といって住居になっている｡

411ド

江

戸

-

往

還

-

莱

〇
七
人
(
う
ち
七
割
は
食
亮
下
女
と
思
わ
れ
る
)
'
全
売
下
女
八
二
人
(
食
亮
は
一
軒
に
二
人
と
限
ら
れ
て

い
た
)
　
と
な
っ
て
お
り
､
食
売
女
を
お
か
ぬ
中
馬
商
人
宿
一
軒
が
間
口
八
開
で
'
大
間
以
上
が

七
､
正
閏
以
上
二
二
'
四
間
以
上
二
r
三
間
以
上
一
五
と
な
っ
て
お
り
'
一
七
二
ハ
(
享
保
一
套

年
頃
に
は
宿
屋
の
大
が
〓
軒
､
中
が
二
六
軒
､
小
が
二
三
軒
と
な
っ
て
い
た
｡
現
在
ほ
と
ん
ど

遺
構
を
の
こ
さ
な
い
が
'
今
残
っ
て
い
る
山
本
横
は
一
八
四
〇
年
ご
ろ
の
建
築
と
い
い
､
宿
場
が

全
盛
の
こ
ろ
一
六
人
の
食
売
女
が
お
り
'
一
八
九
〇
年
(
明
鑓
)
こ
ろ
ま
で
食
売
女
を
か
か
え
て

宿
屋
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
｡
同
時
期
に
調
査
し
た
坂
本
宿
で
は
'
間
口
の
広
い
も
の
で
は
二
列

(
l
)

車
廊
下
づ
さ
の
土
間
型
､
向
い
座
敷
つ
き
の
一
一
列
中
土
開
塾
､
狭
い
も
の
で
は
一
列
土
間
型
と
い

っ
た
形
の
も
の
が
あ
り
'
図
-
は
必
ず
し
も
代
表
的
な
平
面
と
は
い
え
な
い
が
､
申
廊
下
･
中
土

開
塾
で
あ
る
｡
客
室
は
二
階
に
九
室
あ
る
が
､
割
合
に
採
光
は
留
意
さ
れ
て
い
る
｡
八
帖
の
問
が

主
で
あ
る
｡

図
1
は
同
じ
く
詳
馬
県
･
一
之
官
の
貫
前
神
社
の
門
前
町
で
､
高
岡
か
ら
下
仁
田
を
へ
で
信
州

に
い
た
る
裏
街
道
と
し
て
栄
え
た
坂
町
(
通
称
お
女
珊
坂
)
の
女
郎
屋
･
丸
叶
屋
の
'
同
じ
-
堂
島

(
-
)

氏
に
よ
る
推
定
復
原
図
で
あ
る
｡

江
戸
時
代
の
遊
女
屋
は
客
を
一
日
一
夜
以
上
と
め
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
お
り
､
家
作
は

質
累
に
つ
-
る
よ
う
幕
府
か
ら
さ
び
し
-
規
制
さ
れ
て
い
た
｡
室
数
〓
ハ
`
一
二
六
鴫
を
も
つ
こ

の
丸
町
屋
は
最
も
規
模
の
大
き
い
方
に
属
す
る
｡
一
八
七
七
　
(
明
1
0
)
　
年
の
検
査
名
赦
簿
に
よ
る

と
､
丸
町
屋
は
娼
妓
六
名
を
か
か
え
で
い
た
｡
客
室
は
離
れ
と
二
階
で
一
〇
窒
あ
る
｡
一
〇
帖
が

二
間
､
他
は
八
胎
が
多
い
｡
第
二
次
世
界
戦
争
後
`
公
娼
廃
止
で
農
業
に
か
え
り
'
二
階
は
間
仕

切
や
柱
を
と
っ
は
ら
っ
て
養
蚕
室
に
し
て
い
る
が
､
図
は
こ
れ
を
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
｡
一
一
階

の
表
は
格
子
に
な
っ
て
い
る
が
､
敷
地
が
ひ
ろ
-
'
都
会
の
建
物
と
ち
が
っ
て
各
室
は
開
放
的
'

廊
下
で
ヘ
ヤ
を
と
お
ら
ず
往
来
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
､
勝
り
と
の
間
仕
切
は
大
き
-
使

う
こ
と
を
考
え
て
フ
ス
マ
に
な
っ
て
い
る
｡

調
査
し
た
女
郎
屋
七
軒
の
集
計
で
は
　
(
客
室
以
外
も
ふ
く
ま
れ
で
い
る
が
)
`
一
軒
当
り
一
〇
･
三

室
､
八
帖
以
上
が
五
一
%
あ
り
'
四
帖
半
以
下
は
二
一
一
%
し
か
な
い
｡
東
海
道
藤
沢
宿
の
例
を
み

て
も
八
帖
以
上
に
七
〇
%
を
し
め
る
｡
室
の
大
き
さ
は
案
外
大
き
い
｡
客
の
混
む
時
は
､
む
ろ
ん

こ
れ
ら
の
部
屋
は
｢
お
い
こ
み
｣
の
雑
居
で
使
わ
れ
た
｡
宿
の
手
代
､
番
頭
た
ち
は
'
客
を
つ
ま
　
ヤ

く
詰
め
こ
む
の
が
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡

(
1
)
　
皇
馬
力
雄
｢
女
郎
屋
考
I
I
宿
将
女
郎
屋
の
考
察
(
中
山
道
そ
の
一
)
｣
『
同
様
市
立
工
業
規
大
研

究
免
賽
』
第
五
号
'
一
九
七
二
二
一
｡

(
2
)
　
同
｢
同
　
-
　
『
門
前
女
郎
屋
の
考
察
』
群
馬
県
の
場
合
｣
『
同
｣
祭
四
号
'
-
九
七
〇
･
一
二
｡

(
3
)
一
列
､
二
列
と
い
う
の
は
間
口
方
向
に
並
ん
で
い
る
ヘ
ヤ
の
区
間
数
､
土
間
､
申
廊
下
と
い
う
の



図10　金沢･旧東のくるわのお茶凰1),平面図の一例(金沢市教育

轍貴会『旧京のくるわ』 1975.3より)

図12　金沢･東くるわのお茶屋13),断面図の1例

図11金沢･東くるわのお茶屋(2ら平面図の1例

掌
の
列
豊
岡
･
中
華
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
る
も
の
を
掌
･
第
-
分
冊
｢
豊
｣
の
塞
凪
｡
　
他

局

　

見

　

世

一
夜
の
休
息
を
す
る
た
め
の
｢
ね
ぐ
ら
｣
で
は
な
-
'
男
女
の
い
と
な
み
を
す
る
た
め
の
｢
ね

ど
こ
｣
空
間
を
最
も
大
規
模
に
集
積
し
た
も
の
が
､
遊
女
屋
･
背
桜
で
あ
る
｡

江
戸
時
代
に
な
っ
て
'
都
市
が
雑
多
な
庶
民
の
集
中
す
る
場
所
と
な
っ
て
く
る
と
'
貧
乏
や
不

幸
の
た
め
売
ら
れ
て
来
た
女
た
ち
を
さ
び
し
く
拘
禁
し
て
馨
を
売
ら
せ
`
そ
れ
で
金
を
も
う
け
る

女
郎
屋
が
方
々
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
｡
幕
府
は
市
民
の
生
活
を
統
御
す
る
目
的
で
､
そ
う
し
た
も

の
を
一
カ
所
に
あ
つ
め
て
営
業
さ
せ
た
が
､
こ
れ
が
く
る
わ
･
避
朗
で
あ
る
｡
そ
こ
に
い
び
つ
な

遊
興
文
化
の
花
が
さ
い
た
の
で
あ
る
が
'
官
許
の
遊
廓
の
代
表
的
な
も
の
は
江
戸
の
吉
原
'
京
の

島
原
､
大
阪
の
新
町
で
あ
る
｡
そ
の
ほ
か
｢
い
ろ
ま
ち
÷
岡
場
所
･
悪
所
と
い
わ
れ
た
売
春
の

巷
が
沢
山
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
と
こ
ろ
の
婚
家
に
も
､
旅
宿
と
同
じ
く
ピ
ン
か
ら
辛
-
ま
で
あ

る
｡
高
級
の
旅
館
や
､
婚
家
は
｢
ね
ぐ
ら
｣
と
い
う
こ
と
ば
に
は
少
々
ピ
ッ
タ
-
し
な
い
所
が
あ

る
が
､
そ
の
最
低
の
も
の
と
な
る
と
､
一
時
的
な
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
L
I
正
確
に
い
う
と
｢
ね

ぐ
ら
や
ど
｣
と
い
ね
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
　
-
　
の
一
つ
の
典
型
を
示
す
と
い
え
る
｡
む

ろ
ん
売
春
婦
に
も
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
あ
り
､
最
低
の
も
の
は
'
そ
の
｢
や
ど
｣
も
屋
外
･
川
岸

の
土
蔵
の
蔭
や
床
下
と
い
っ
た
場
所
を
つ
か
っ
て
い
る
｡
喜
多
川
守
貝
の
『
近
世
風
俗
志
』
に

は
､
や
は
り
最
低
の
｢
ね
ぐ
ら
型
｣
と
い
え
る
岡
場
所
の
長
屋
の
構
造
が
図
不
さ
れ
て
い
る
の

で
､
そ
れ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
(
図
-
)
｡

ツ
ボ
ネ
(
局
)
･
局
長
屋
･
切
見
世
あ
る
い
は
略
し
て
｢
長
屋
｣
と
い
わ
れ
る
局
見
世
は
､
最

下
級
の
女
郎
部
屋
で
あ
る
｡
そ
の
一
画
の
構
え
の
ま
わ
り
を
｢
朝
鮮
矢
来
｣
と
い
わ
れ
る
竹
垣
で

か
こ
み
､
入
口
は
一
カ
所
ま
た
は
二
カ
所
､
そ
の
路
次
ロ
に
は
鉄
棒
を
も
っ
た
路
次
番
が
い
て
､

客
が
た
ち
ど
ま
っ
て
道
を
ふ
さ
い
だ
り
す
る
と
｢
さ
あ
口
わ
ろ
､
口
わ
ろ
｣
と
い
っ
て
退
い
た
て

る
｡
路
次
は
せ
ま
く
､
両
側
に
局
が
あ
る
場
合
は
混
雑
し
な
い
よ
う
に
､
路
次
を
ひ
ろ
く
し
て
問

に
板
場
を
た
て
る
と
い
う
か
ら
図
-
と
は
少
し
模
擬
が
ち
か
う
ら
し
い
が
`
一
棟
の
家
が
数
戸
の

局
を
路
次
に
而
し
て
な
ら
べ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
局
見
世
は
間
口
四
･
五
尺
(
一
･
三
五
m
)
'

奥
行
一
間
半
(
二
･
七
m
)
ほ
ど
の
最
小
限
空
間
(
三
･
八
五
や
二
人
で
嘘
れ
ば
一
人
当
り
一
･
九
㌔
)

で
あ
る
｡
そ
れ
も
紙
ふ
す
ま
一
重
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
'
男
女
一
一
人
の
寝
る
空
間
は
視
覚

的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
確
保
す
る
だ
け
で
あ
る
｡
前
面
は
間
口
四
･
五
尺
の
う
ち
二
尺
(
六
〇
の
)

く
ら
い
の
入
口
が
あ
り
､
中
に
ち
ょ
っ
と
し
た
ふ
み
こ
み
の
土
間
'
そ
の
桜
の
羽
目
板
ぼ
り
の
内

側
に
は
鏡
台
･
化
漣
道
具
な
ど
が
お
い
て
あ
る
｡
お
客
が
い
な
い
時
は
入
口
の
方
を
開
け
て
フ
ト

時
　
　
ン
を
図
-
の
中
央
の
よ
う
に
た
た
ん
で
そ
の
上
に
マ
タ
ラ
を
お
き
'
麓
は
す
わ
り
な
が
ら
客
を
得

-
　
　
ち
'
あ
る
い
は
戸
口
に
た
っ
て
客
を
強
引
に
よ
び
入
れ
る
｡
客
が
あ
る
と
戸
を
ふ
さ
ぐ
o
泊
ま
り

客
に
は
夜
着
を
出
す
が
､
一
切
り
の
遊
び
の
客
に
は
敷
布
団
だ
け
で
上
を
お
お
う
も
の
は
な
い
｡

店
全
体
が
営
業
を
お
わ
る
｢
惣
じ
ま
い
｣
の
時
は
績
ふ
す
ま
が
全
部
が
開
け
は
な
た
れ
'
区
画
は

消
え
る
　
-
　
と
い
う
の
で
あ
る
｡
江
戸
に
は
こ
う
し
た
岡
場
所
の
長
屋
が
当
時
一
四
カ
所
あ
っ
た

と
い
う
｡
こ
れ
に
似
た
形
式
の
婚
家
の
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
'
あ
る
い
は
単
な
る
｢
ね
と
C
L
と
い

う
べ
き
形
式
の
も
の
は
､
つ
い
戦
前
ま
で
東
京
で
も
み
ら
れ
た
｡

局
見
世
に
限
ら
ず
､
格
の
あ
る
背
横
で
も
､
一
つ
の
部
屋
を
屏
風
で
仕
切
っ
て
い
-
つ
も
の
床

b
り
ど
こ

を
し
い
て
席
を
設
け
る
こ
と
が
あ
る
｡
｢
割
床
｣
あ
る
い
は
｢
割
部
屋
｣
と
い
っ
た
｡
屏
風
は
随

所
に
移
動
で
き
る
便
利
な
間
仕
切
り
で
あ
る
が
'
視
線
を
さ
え
ぎ
る
だ
け
の
も
の
で
'
む
ろ
ん
輯

客
の
｢
む
っ
と
と
｣
や
｢
い
さ
か
い
｣
が
よ
く
き
こ
え
る
｡
し
か
し
そ
れ
で
用
が
足
せ
て
い
た

し
､
む
し
ろ
客
の
遊
び
の
気
分
を
か
き
た
て
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡

お

　

茶

　

屋

図
-
0
･
日
は
｢
旧
東
く
る
わ
｣
と
い
わ
れ
た
金
沢
市
の
茶
屋
町
の
代
表
的
な
お
茶
屋
の
間
取
り

の
二
例
で
あ
る
｡

加
賀
百
万
石
の
城
下
町
･
金
沢
で
遊
里
が
免
許
さ
れ
た
の
は
一
八
二
〇
(
文
政
3
)
年
の
こ
と

で
､
浅
野
川
の
外
､
卯
辰
茶
屋
町
は
一
町
四
方
ほ
ど
の
土
地
を
囲
っ
て
､
従
来
の
町
割
り
と
は
全

く
別
の
廓
が
つ
く
ら
れ
た
｡
茶
屋
に
は
上
中
下
の
一
二
通
り
が
あ
り
､
女
の
傾
度
も
五
通
り
あ
っ

て
'
い
ず
れ
の
茶
屋
に
も
抱
え
お
く
こ
と
が
で
き
た
が
'
座
敷
を
つ
と
あ
る
の
に
は
簿
級
が
き
め

ら
れ
て
い
た
｡
一
八
三
一
(
天
保
2
)
年
に
一
旦
靡
止
さ
れ
た
が
そ
の
実
は
あ
が
ら
ず
､
一
八
六
七

(
慶
応
3
)
年
に
東
新
地
と
名
を
あ
ら
た
め
た
｡
七
二
(
明
治
5
)
年
の
人
身
売
買
の
禁
で
抱
女
は
｢
解

放
｣
さ
れ
た
が
'
翌
七
三
年
か
ら
貸
座
敷
･
料
理
の
看
板
を
あ
げ
て
営
業
が
公
認
さ
れ
た
｡
七

九
(
明
職
)
年
の
金
沢
仝
市
内
の
娼
妓
貸
座
敷
業
は
一
ニ
ー
声
'
芸
妓
四
七
九
人
､
栢
妓
一
〇
五
人

で
あ
っ
た
｡
第
二
次
世
界
戦
争
後
ま
で
営
巣
を
つ
づ
げ
､
繁
栄
し
た
｡

細
い
格
子
を
な
ら
べ
た
一
階
の
上
に
背
の
高
い
開
放
的
な
二
階
座
敷
の
戸
障
子
の
な
ら
ぶ
独
特

の
家
作
は
､
古
い
時
代
の
姿
を
の
こ
す
町
並
み
と
し
て
金
沢
市
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
　
ヤ

な
っ
て
い
る
｡
図
は
一
九
七
四
年
の
平
井
聖
教
授
ら
の
詞
強
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

茶
屋
の
間
取
り
は
､
大
き
い
も
の
は
五
問
以
上
あ
る
が
､
大
方
は
図
日
に
み
る
通
り
一
二
間
程
度

の
間
口
で
､
二
列
に
区
画
さ
れ
､
片
側
高
幡
の
列
は
大
戸
の
あ
る
格
子
戸
の
出
入
口
の
内
に
奥
　
ド

行
丁
二
五
間
の
｢
た
た
き
｣
が
あ
り
'
そ
の
実
に
更
に
椿
子
戸
が
あ
る
〇
･
で
れ
を
入
る
と
正
　
4
-
3
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図13　大阪･新町の貸座敷

の平面(1935年8月新築)｡

図中の｢客｣は客室｡

414

図14　東京･薪裾のつれこみ宿(1950年9

刀.神埼清『娘をうる町』 1952 1よの｡

○印番号入りの室は客室｡

図15　六甲山のバンガロー.木造･鉄板輩(1952年)

面
に
漆
塗
り
の
階
段
が
あ
り
(
図
t
e
)
､
そ
の
哀
(
輿
)
に
台
所
'
さ
ら
に
風
呂
場
､
便
所
な
ど
が
つ

づ
く
が
､
普
通
の
町
家
の
よ
う
に
上
り
口
の
ウ
キ
の
茶
の
間
の
壁
ぎ
わ
に
踏
段
が
あ
る
塩
谷
も
あ

る
(
図
日
)
｡
茶
の
間
の
表
側
､
通
り
に
面
す
る
仕
度
部
屋
が
店
の
閲
､
奥
の
方
は
床
の
間
･
仏
壇

な
ど
の
あ
る
奥
の
間
で
あ
る
｡
板
張
の
部
分
は
普
通
の
町
屋
の
よ
う
に
も
と
は
通
り
庭
で
あ
っ
た

が
'
こ
の
よ
う
に
改
造
さ
れ
た
ら
し
い
｡
通
り
庭
と
茶
の
間
の
域
に
イ
ロ
-
が
あ
り
､
理
出
し
の

た
め
二
階
の
踊
場
は
も
と
吹
抜
き
と
な
り
'
越
屋
根
を
と
っ
て
い
た
｡
普
通
の
町
屋
で
は
二
階
の

表
側
は
低
く
閉
鎖
的
で
あ
る
が
､
客
座
敷
を
多
く
と
る
た
め
階
段
か
ら
上
っ
た
二
階
の
踊
り
場
､

中
の
間
を
中
心
と
し
て
｢
前
二
謄
｣
と
奥
の
広
間
と
が
い
ず
れ
も
床
の
間
を
設
け
た
客
間
と
な
っ

て
い
る
｡
一
九
〇
八
　
(
明
虹
)
　
年
に
防
火
上
坂
詰
が
禁
じ
ら
れ
た
が
'
傾
斜
の
つ
よ
い
瓦
進
に
改

造
す
る
際
､
図
_
2
の
よ
う
に
三
階
に
も
客
間
を
建
て
ま
し
た
も
の
が
あ
る
｡
間
口
の
広
い
家
で
は

前
の
間
も
奥
の
間
･
広
間
も
二
列
に
わ
け
'
ま
た
奥
に
通
る
廊
下
を
設
け
て
台
所
や
風
呂
場
の
上

に
数
寄
屋
風
の
｢
離
れ
｣
を
と
る
｡
二
階
座
敷
か
ら
一
膳
奥
の
便
所
に
通
じ
る
よ
う
袈
階
段
を
と

っ
て
い
る
も
の
が
多
い
｡
一
般
の
町
家
と
く
ら
べ
る
と
'
上
足
生
活
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
､
で

き
る
だ
け
通
り
抜
け
の
な
い
独
立
し
た
客
室
を
と
ろ
う
と
す
る
の
か
`
こ
の
型
の
住
宅
の
特
徴
で

あ
る
｡
し
か
し
間
仕
切
は
続
き
閲
に
使
え
召
よ
う
フ
ス
マ
で
大
き
-
開
い
て
い
る
｡
現
代
的
な
感

覚
か
ら
す
る
と
昔
は
つ
つ
ぬ
け
で
､
完
全
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
客
室
と
は
な
っ
て
い
な
い
｡

(
1
)
　
『
旧
東
の
く
る
わ
　
ー
　
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存
対
策
革
袋
報
告
沓
'
金
沢
市
文
化
財
紀

要
･
六
』
､
一
九
七
五
･
三
｡

つ

れ

こ

み

一
組
の
男
女
に
と
っ
て
､
局
見
出
の
よ
う
に
ほ
ん
の
一
時
的
な
｢
ね
ぐ
ら
｣
と
な
る
空
間
は
'

全
く
最
小
限
の
大
き
さ
を
も
つ
空
間
を
ヘ
ヤ
と
し
て
な
ら
べ
た
だ
け
で
も
い
い
わ
け
で
あ
る
｡

図
_
3
は
戦
前
　
(
一
九
三
五
年
)
　
に
建
て
ら
れ
た
大
阪
新
町
の
廓
の
う
ち
に
あ
っ
た
一
軒
の
貸
座

敷
業
者
､
つ
ま
り
女
部
屋
の
間
取
り
で
あ
る
｡
木
造
三
階
建
の
二
'
三
階
に
二
一
区
画
の
そ
う
し

た
ヘ
ヤ
を
と
っ
て
い
る
｡
そ
の
中
の
四
室
は
全
く
外
気
に
鞍
し
て
い
な
い
密
閉
ざ
れ
た
ヘ
ヤ
で
あ

る
｡
し
か
し
居
室
で
は
な
い
の
で
､
こ
れ
は
法
律
上
ゆ
る
さ
れ
て
い
た
｡
た
だ
し
絃
室
と
い
っ
て

も
､
出
入
口
は
フ
ス
マ
間
仕
切
で
､
き
わ
め
て
開
放
的
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
前
に
み
た
金
沢
の

お
茶
屋
に
く
ら
べ
る
と
､
ず
っ
と
独
立
性
･
閉
鎖
度
が
高
ま
っ
て
い
る
｡

戦
後
､
公
娼
制
度
が
な
く
な
り
､
売
春
が
禁
止
さ
れ
､
各
地
の
花
街
は
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
い
ろ
な

彩
で
転
換
し
た
｡
し
か
し
'
｢
特
飲
街
｣
と
い
う
形
で
芯
が
く
公
娼
時
代
の
区
域
が
の
こ
り
'
風
俗

営
業
取
締
法
の
線
に
そ
っ
て
カ
フ
ェ
ー
(
基
点
)
'
料
理
屋
(
福
岡
)
､
待
合
(
山
口
)
､
お
茶
や
(
京
都
)
､

･
l
Q
る
い
ぬ
｢
特
殊
下
宿
｣
と
い
っ
た
名
で
･
｢
自
由
恋
愛
｣
-
と
い
う
名
目
の
も
と
に
売
春
が
残
っ

て
い
た
こ
と
も
審
美
で
あ
る
｡

図
日
は
元
五
〇
(
塞
)
年
に
売
春
で
摘
発
さ
れ
た
東
京
･
新
橋
の
あ
る
旅
館
の
間
取
り
略
鴎

で
あ
る
｡
当
時
新
橋
西
口
通
り
か
ら
浜
松
町
に
か
け
て
二
〇
〇
軒
を
こ
え
る
｢
つ
れ
こ
み
｣
の
専

門
旅
館
が
な
ら
ぴ
`
そ
の
八
割
ま
で
は
駐
留
軍
等
の
外
人
相
手
の
｢
ハ
ウ
ス
｣
で
あ
っ
た
o
表
向

き
は
旅
館
の
こ
の
家
の
会
-
外
気
に
面
し
て
い
な
い
幾
つ
か
の
ヘ
ヤ
(
そ
の
う
ち
首
の
ヘ
ヤ
は
九
月

二
言
の
琶
官
の
ふ
み
こ
み
で
売
春
行
為
が
襲
さ
れ
た
)
は
全
く
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
に
し
か
使
え
な

い
｡
し
か
し
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
は
態
様
充
分
な
｢
空
間
｣
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
少
し
格

は
下
が
っ
て
い
る
が
`
前
に
あ
げ
た
新
町
の
貸
座
敷
と
全
く
同
型
の
間
取
り
で
あ
る
o

そ
の
ル
ー
ム
･
マ
･
竿
は
､
-
九
五
〇
(
脂
&
)
年
当
時
の
物
価
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
も
ら

わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
次
の
通
り
で
あ
っ
た
｡

シ

ョ

ー

ト

･

タ

イ

ム

　

オ

ー

ル

･

ナ

イ

ト

3

　

帖

　

　

　

　

　

　

三

〇

〇

～

四

〇

〇

　

　

　

八

〇

〇

⊥

･

〇

〇

〇

円

4
姑
華
(
3
､
4
6
､
1
号
)
四
〇
〇
-
五
〇
〇
　
一
･
〇
〇
〇
l
･
一
〇
〇
円

6

　

帖

(

1

､

8

号

)

　

　

四

〇

〇

-

五

〇

〇

　

一

､

0

0

0

-

一

三

〇

〇

円

ロ
ン
グ
タ
イ
ム
ー
ニ
ー
三
時
間
は
一
時
間
に
つ
き
一
〇
〇
円
ま
L
o

ビ
ー
ル
､
通
し
っ
き
二
〇
〇
円
`
小
も
の
へ
晦
)
o

た
だ
し
日
本
人
の
湯
会
は
宙
接
あ
る
い
て
や
っ
て
-
る
か
･
ら
･
ボ
ン
引
き
の
手
当
に
あ
た
る
リ

キ
シ
ャ
･
マ
ネ
ー
が
い
ら
ぬ
の
で
､
こ
れ
よ
り
一
〇
〇
I
一
〇
〇
円
割
引
き
と
い
う
相
場
で
あ

っ
た
｡

(
1
)
薦
浦
霜
を
売
る
町
-
神
崎
-
ポ
ー
ト
l
･
一
九
雲
一
･
一
｡

バ
ン
ガ
ロ
ー

こ
の
種
の
系
統
の
｢
ね
ぐ
,
喜
ど
｣
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
に
､
サ
カ
ク
ラ
ゲ
と
い
わ
れ
る

坐
マ
ー
ク
の
つ
れ
こ
み
宿
が
あ
る
｡
こ
う
し
た
も
の
が
各
地
で
建
て
ら
れ
た
し
た
の
も
戦
後
の
一

っ
の
特
徴
と
い
ー
ま
う
か
｡
バ
ン
ガ
ロ
ー
風
の
も
の
か
ら
､
襲
撃
な
ホ
テ
ル
を
し
の
ぐ
デ
ラ
ッ
ク

ス
な
シ
ャ
ト
ー
風
の
も
の
ま
で
､
い
ろ
い
ろ
で
き
て
い
る
o

戦
争
直
後
`
岐
阜
の
高
山
に
旅
行
し
た
と
き
･
町
か
･
圭
-
富
小
高
い
丘
の
山
肌
に
小
さ
な
一

坪
半
-
ら
い
の
小
屋
が
沢
山
た
て
ら
れ
て
い
て
､
遠
目
に
わ
か
る
よ
う
に
掌
-
ク
の
看
板
が
立

っ
て
い
る
の
を
み
て
お
ど
ろ
い
た
o
こ
ん
な
所
に
温
泉
が
で
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
日

本
の
各
地
の
温
泉
は
た
い
て
い
遊
興
の
街
と
結
び
つ
き
,
掌
-
ク
は
潟
に
つ
か
っ
て
楽
し
む
よ
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図16　バンガロー(1952年)兵直県各地のレクリエーション地獄こたてらねたものの実例｡
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図17　セミ･ダブルベ-,ドをおく｢ホテル｣の客室(広島1鈍8年10月採取)
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鵡

1

-

J

g

一

り
､
そ
う
い
っ
た
犠
能
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
o
見
た
所
小
さ
な
小
屋
の
群
は
､
そ
う
い
　
4
1
6

う
機
能
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

｢
パ
ン
ガ
ロ
上
と
い
う
名
称
は
元
来
イ
ン
ド
の
ベ
ル
が
ル
地
方
の
'
軒
が
深
く
出
て
､
正
面

に
ベ
ラ
ン
ダ
の
あ
る
住
宅
様
式
を
さ
す
も
の
だ
が
`
ア
メ
-
カ
で
一
時
こ
の
様
式
が
流
行
し
'
そ

れ
が
わ
が
国
に
も
一
部
紹
介
さ
れ
､
模
倣
し
て
つ
く
ら
れ
た
｡
そ
う
し
た
い
き
さ
つ
か
,
壬
､
駐
域

だ
げ
っ
か
う
簡
単
な
山
小
屋
の
名
前
と
し
て
ひ
ろ
-
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
､
戦
後
方
々
の
観

光
地
で
､
地
元
の
人
た
ち
や
観
光
業
者
が
安
上
り
の
宿
泊
施
設
と
し
て
建
て
た
小
屋
を
'
そ
う
呼

ん
で
い
る
o
戸
板
パ
ネ
ル
を
組
み
合
わ
せ
て
杭
の
上
に
た
で
あ
げ
た
番
割
り
小
屋
の
よ
う
な
粗
末

な
も
の
か
ら
､
か
な
り
ガ
ッ
チ
-
と
建
て
あ
げ
た
も
の
ま
で
'
い
ろ
い
ろ
あ
る
｡
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
地
域
の
テ
ン
ト
村
と
同
じ
く
､
若
も
の
た
ち
の
健
康
な
宿
営
の
た
め
の
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
と

い
っ
た
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
バ
ン
ガ
ロ
ー
が
､
上
に
述
べ
た
よ
う
な
｢
つ
れ
こ
み

宿
し
式
の
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
｡

図
_
-
･
_
-
は
こ
う
し
た
も
の
が
各
地
で
建
て
ら
れ
だ
し
た
こ
ろ
(
一
九
雪
一
年
)
の
二
二
二
の
実

例
を
示
し
た
も
の
で
､
添
え
書
の
料
金
は
当
時
の
も
の
で
あ
る
｡
避
暑
地
や
海
岸
に
建
て
る
も
の

だ
か
ら
防
寒
性
は
不
用
､
七
･
八
･
九
の
子
ヵ
月
間
の
経
営
､
一
年
で
大
体
建
築
費
を
回
収
す
る

と
い
う
o
夜
具
や
炊
事
異
な
と
も
貸
す
｡
ア
ベ
ッ
ク
の
青
年
た
ち
が
夜
っ
び
い
て
ふ
ざ
け
あ
っ
て

い
る
例
も
多
い
と
当
時
の
新
聞
は
書
い
て
い
た
が
､
0
0
温
泉
よ
り
も
気
が
お
け
な
い
と
利
用
さ

れ
た
｡
バ
ン
ガ
ロ
ー
で
は
な
く
て
｢
パ
ン
僧
ろ
う
｣
だ
な
ど
と
皮
肉
る
も
の
も
い
た
｡

モ

ー

テ

ル

戦
後
の
モ
ー
タ
-
ゼ
イ
シ
ョ
ン
(
自
動
車
化
)
は
､
ド
ラ
イ
バ
ー
の
食
聾
を
す
る
ド
ラ
イ
ブ
･
イ

ン
の
ほ
か
に
､
モ
ー
テ
ル
と
称
す
る
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
を
自
動
車
道
路
ぞ
い
に
､
方
々
で
つ
-
め

出
【
し
た
｡

モ
ー
テ
ル
と
は
モ
ー
タ
リ
ス
ト
･
ホ
テ
ル
の
略
語
で
､
モ
ー
タ
-
ゼ
イ
シ
ョ
ン
に
と
も
な
っ
て

自
家
用
車
あ
る
い
は
レ
ン
タ
カ
ー
で
旅
を
す
る
旅
醇
の
宿
泊
施
設
と
し
て
ア
メ
-
カ
で
発
展
し

た
〇
一
九
六
五
年
に
四
･
一
六
万
軒
､
一
般
ホ
テ
ル
の
二
倍
近
く
に
ふ
え
て
い
る
｡
ガ
レ
ー
ジ
の

つ
い
た
簡
素
な
平
家
延
で
､
セ
ル
フ
･
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
料
金
は
ホ
テ
ル
の
星
程
度
と
安
く
､
革

が
主
要
な
地
上
交
通
機
関
と
な
っ
て
い
る
米
国
で
は
旅
行
客
の
七
割
が
こ
れ
を
利
用
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
｡

わ
が
国
で
も
モ
ー
タ
リ
ゼ
イ
ン
ョ
ン
が
進
む
と
と
も
に
､
い
ち
早
く
五
九
年
に
箱
根
に
つ
-
り

始
め
ら
れ
て
か
ら
ま
た
た
く
閏
に
ふ
え
､
六
七
年
に
は
千
軒
､
万
博
の
七
〇
年
に
は
全
国
で
三
千

軒
､
七
一
二
年
に
は
更
に
六
千
軒
に
ふ
え
た
と
い
う
｡
各
地
の
国
道
沿
い
な
ど
に
人
目
を
引
く
奇
妙

な
形
の
建
物
､
夜
は
色
あ
ざ
や
か
な
照
明
や
サ
イ
ン
で
所
在
を
誇
示
し
･
ド
ラ
イ
バ
ー
を
引
き
つ

け
る
｡
し
か
し
勤
勉
で
時
間
貧
乏
の
わ
が
国
で
は
'
自
動
車
が
ふ
え
て
も
旅
館
に
ゆ
っ
く
り
休
ん

で
と
い
う
ゆ
と
り
を
楽
し
む
よ
う
な
旅
行
者
は
少
な
い
｡
モ
ー
テ
ル
は
本
来
の
目
的
か
ら
急
速
に

変
質
し
､
モ
ー
タ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
と
結
合
し
た
｢
つ
れ
込
み
宿
｣
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
c
そ
し

て
､
そ
う
し
た
も
の
の
需
要
の
多
い
蔀
市
近
郊
に
多
く
配
置
を
み
る
よ
う
に
な
っ
た
o

旅
に
出
る
と
大
尽
気
分
に
ひ
た
り
た
く
な
る
白
木
人
に
セ
ル
フ
･
サ
ー
ビ
ス
は
不
向
き
だ
ろ
う

と
い
う
予
想
も
あ
っ
た
か
､
隠
密
性
を
必
要
と
す
る
利
用
客
に
と
っ
て
は
､
こ
れ
が
ま
た
受
け
た

よ
う
で
あ
る
｡
車
で
遠
出
の
つ
れ
こ
み
宿
と
い
っ
て
よ
-
'
そ
の
よ
う
に
デ
ラ
ッ
ク
ス
な
部
屋
を

っ
く
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
､
セ
ッ
ク
ス
と
レ
ジ
ャ
ー
を
結
び
つ
け
た
七
〇
年
代
の
花
形
産
業
だ

な
ど
と
い
わ
れ
た
｡
し
か
し
実
体
は
ハ
-
ポ
チ
の
バ
ラ
ッ
ク
建
築
が
多
い
e
土
地
の
高
度
利
用
の

た
め
､
下
を
ガ
レ
ー
ジ
に
し
､
上
に
客
室
を
と
っ
た
タ
イ
プ
が
多
く
'
茸
を
入
れ
る
と
ガ
レ
ー
ジ

の
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
し
ま
り
､
翌
朝
ボ
タ
ン
を
押
し
て
従
業
貝
に
料
金
を
払
う
ま
で
は
完
全
に
樫
室

と
な
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
喜
ば
れ
､
そ
う
い
っ
た
も
の
が
ふ
え
た
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
密
室
性

は
､
当
然
犯
罪
を
よ
ぶ
｡
-
九
六
九
年
一
年
間
の
モ
ー
テ
ル
犯
罪
は
､
婦
女
暴
行
七
二
件
(
実

数
は
こ
の
数
十
倍
?
)
を
ふ
-
め
て
一
､
三
〇
〇
件
に
達
し
だ
｡
殺
人
諺
件
も
お
と
っ
た
｡
そ
の
転

乗
､
客
と
従
業
員
と
が
一
切
顔
を
合
わ
さ
な
い
よ
う
な
密
室
性
を
あ
ら
た
め
･
玄
関
に
板
場
を
設

け
て
必
ず
面
接
す
る
よ
う
に
と
旅
館
業
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
営

(
1
)
　
厚
生
省
環
境
衛
生
局
'
一
九
七
〇
･
七
･
l
六
'
第
-
0
1
号
｡
鳩
お
､
〓
戸
越
の
宿
泊
施
没
が

多
数
あ
る
よ
う
な
モ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
は
'
｢
玄
関
帳
掘
｣
は
施
設
の
入
口
又
は
宿
泊
者
が
必
ず
通

過
す
る
通
路
に
画
し
て
設
け
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
｡

サ
カ
サ
ク
ラ
ゲ

そ
う
い
っ
た
､
や
や
遠
出
の
旅
行
者
の
た
め
の
宿
と
は
別
に
､
都
市
､
特
に
大
都
市
に
は
,
前

に
あ
げ
た
｢
つ
れ
こ
み
宿
｣
式
の
ね
ぐ
ら
か
ら
直
接
発
展
し
た
｢
サ
カ
サ
ク
ラ
ゲ
や
ど
｣
が
･
従

来
の
青
緑
地
区
と
か
､
特
飲
街
の
な
ご
り
を
と
ど
め
て
い
る
地
区
だ
け
で
な
く
'
静
か
な
住
宅
地

や
景
勝
の
高
級
別
荘
街
な
ど
に
忽
然
と
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
o

こ
の
型
の
施
設
を
サ
カ
ク
ラ
ゲ
と
い
う
の
は
､
当
初
温
泉
マ
ー
ク
(
㊤
)
を
昂
じ
る
し
に
つ
け

て
い
る
も
の
が
多
あ
っ
た
か
ら
で
､
こ
れ
を
ク
ラ
ゲ
を
さ
か
さ
ま
に
し
た
形
と
み
た
か
ら
で
あ

る
｡
ア
ベ
ッ
ク
･
ホ
テ
ル
と
か
ラ
ブ
･
ホ
テ
ル
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
｡
普
通
の
旅
館
･
ホ
テ
ル
と

ち
が
う
の
は
､
旅
行
者
が
泊
ま
る
の
で
は
な
し
に
`
そ
の
土
地
の
人
た
ち
が
泊
ま
る
こ
と
で
あ
る
｡
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ど
こ
に
い
っ
て
も
見
つ
け
出
せ
る
が
､
大
都
市
で
は
要
所
要
所
に
十
数
軒
が
集
ま
っ
て
ホ
テ
ル
街

を
つ
く
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
｡

一
泊
は
午
後
十
一
時
か
ら
翌
朝
十
時
ま
で
'
そ
の
ほ
か
に
二
時
間
置
度
の
｢
休
憩
｣
に
利
用
す

る
も
の
が
多
い
｡
男
女
二
人
連
れ
の
客
が
中
心
だ
が
､
単
身
の
男
客
､
一
対
二
の
三
人
避
'
｢
商

談
｣
で
休
憩
し
に
く
る
人
も
あ
る
と
い
う
｡
普
通
の
ホ
テ
ル
と
ち
が
う
の
は
外
観
の
ケ
パ
ケ
パ
し

さ
､
ア
ラ
ビ
ア
の
王
宮
､
中
世
の
古
城
､
お
伽
の
国
の
宮
殿
と
い
っ
た
よ
う
な
凝
っ
た
ス
タ
イ
ル

の
も
の
が
多
い
｡
ハ
-
ポ
テ
の
建
築
で
あ
る
が
､
夜
は
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
や
色
と
り
ど
り
の
照
明
で

明
る
く
照
ら
し
出
さ
れ
た
不
夜
城
で
あ
る
｡
入
口
に
料
金
表
が
で
て
い
る
｡
中
に
入
る
と
､
従
梁

貝
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
掛
け
で
､
通
さ
れ
る
部
屋
は
清
朝
の
後
宮
'
徳
川
将
範
の

大
奥
､
ア
ラ
ビ
ア
の
ハ
レ
ム
と
い
っ
た
目
を
う
は
う
襲
撃
な
飾
り
つ
け
で
､
カ
ラ
ー
T
V
､
冷
蔵

庫
(
ス
タ
ミ
ナ
･
ド
-
ン
ク
が
入
っ
て
い
る
)
`
三
面
鏡
'
ジ
ュ
ー
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
い
っ
た
倣
え
つ
け
'

ガ
ラ
ス
越
し
に
入
浴
の
姿
の
み
え
る
浴
室
な
ど
'
パ
ス
･
ト
イ
レ
付
き
で
あ
る
｡
中
に
は
ス
イ

ッ
チ
を
入
れ
る
と
ベ
ッ
ド
の
ま
ん
中
が
動
き
だ
す
モ
ン
ロ
ー
･
ベ
ッ
ド
'
あ
る
い
は
ゆ
ら
ゆ
ら
揺

れ
る
シ
ー
ソ
ー
ベ
ッ
ド
､
ゴ
ン
ド
ラ
ベ
ッ
ド
､
四
面
鏡
を
は
っ
て
万
華
鏡
の
中
に
い
る
思
い
の
も

｢0-

の
､
さ
ら
に
空
中
に
も
ち
上
る
空
中
ベ
ッ
何
と
い
っ
た
仕
掛
け
の
つ
い
て
い
る
の
も
あ
る
｡

大
腰
で
は
､
生
玉
､
上
六
､
桜
宮
､
太
融
寺
､
十
三
､
阿
倍
野
､
堺
と
い
っ
た
ホ
テ
ル
街
が
あ

り
､
六
〇
年
代
の
終
り
こ
ろ
で
総
数
五
､
六
百
軒
と
い
わ
れ
た
｡
京
都
で
は
'
岡
崎
`
南
郷
寺
あ

た
り
の
閑
静
な
屋
敷
町
に
そ
う
し
た
建
物
が
進
出
し
て
き
た
の
で
､
風
紀
が
悪
く
な
り
だ
し
た
と

感
じ
た
地
元
の
人
び
と
が
､
住
居
専
用
地
区
に
指
定
し
て
そ
う
い
っ
た
も
の
を
締
め
出
そ
う
と
す

る
反
対
運
動
が
あ
っ
た
｡

(
1
)
　
｢
田
辺
聖
子
の
風
俗
ル
ポ
　
ー
　
ア
ベ
ッ
ク
ホ
テ
ル
の
変
破
ベ
ッ
ド
･
･
･
･
･
･
)
'
『
週
刊
朝
日
山
一
九
七

〇
･
一
二
｡

ラ
ブ
･
ホ
テ
ル

こ
の
種
の
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
-
ラ
ブ
･
ホ
テ
ル
が
各
地
で
ふ
え
て
き
た
の
は
､
自
由
恋
愛
式
の

売
春
と
語
び
つ
い
た
利
用
　
-
　
つ
ま
り
局
見
出
あ
る
い
は
｢
つ
れ
込
み
｣
の
現
代
化
し
た
形
態
だ

と
い
え
る
｡
し
か
し
､
戦
後
は
男
女
間
の
交
渉
が
ぐ
っ
と
｢
自
由
化
L
 
L
た
こ
と
'
い
ま
ひ
と
つ

は
そ
う
し
た
時
代
の
動
き
を
背
景
に
､
一
方
で
は
結
婚
を
し
て
も
た
や
す
-
住
宅
が
み
つ
か
ら
な

い
と
か
､
せ
ま
い
住
宅
の
中
で
の
雑
居
･
密
住
と
い
っ
た
住
宅
難
･
住
宅
不
足
の
状
態
`
他
方
で

は
性
の
解
放
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
要
求
の
た
か
ま
り
で
'
満
足
な
夫
婦
生
活
が
で
き
な
い
と
い
う

不
満
足
の
た
め
､
一
時
の
ね
ぐ
ら
や
ど
を
日
常
の
住
居
以
外
に
求
め
る
　
-
　
つ
ま
り
住
宅
の
部
分

的
義
経
三
時
的
に
｢
社
会
的
｣
喧
解
決
す
る
空
間
と
し
て
J
e
･
怠
れ
て
き
た
こ
と
は
見
逃
せ

な
い
｡

住
宅
難
の
は
げ
し
い
状
況
で
は
･
こ
う
い
っ
た
施
設
を
社
会
的
に
も
っ
と
合
理
的
に
･
快
適
安

価
に
供
給
す
る
の
も
一
つ
の
政
策
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
い
や
,
こ
れ
を
う
ま
-
商
業
ペ
ー

ス
に
の
せ
､
｢
産
業
化
｣
し
て
い
る
の
が
ラ
ブ
･
ホ
テ
ル
で
あ
る
｡
客
は
売
春
と
そ
う
で
な
い
客

と
が
半
々
と
い
っ
た
観
測
も
あ
る
が
･
｢
ま
だ
足
り
な
い
､
蔀
市
人
口
の
二
%
ほ
ど
の
ベ
ッ
ド
が

い
る
｣
と
い
う
ホ
テ
ル
の
経
営
者
が
い
た
｡
セ
ッ
ク
ス
の
遊
戯
化
で
､
ア
ベ
ッ
ク
ホ
テ
ル
は
｢
健

(
-
一

全
明
朗
な
体
育
館
化
し
っ
つ
あ
る
｣
と
い
っ
た
皮
肉
な
指
滴
も
あ
る
三
%
は
ど
こ
か
,
晶
り
出

し
た
か
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
が
､
住
宅
難
が
さ
び
し
-
､
ま
と
も
な
結
婚
生
活
が
で
き
な
い
以
上

は
､
こ
の
謡
の
施
設
は
'
住
宅
難
と
佳
解
放
の
時
代
の
地
域
の
必
冨
田
と
い
一
み
る
か
も
し
れ
な

い
｡
こ
の
よ
う
に
み
る
と
､
｢
つ
れ
こ
み
｣
式
の
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
も
,
日
本
人
の
す
ま
い
の
中

の
欠
-
こ
と
の
で
き
な
い
一
部
分
を
構
成
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

こ
う
し
た
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
の
中
に
も
,
む
ろ
ん
ビ
ン
か
ら
キ
-
ま
で
あ
る
が
､
そ
の
ね
ぐ
ら

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
確
保
す
る
こ
と
が
強
い
条
件
と
な
り
･
撞
瑞
な
抱
合
は
一
時
的
に
全
く
閉
じ

ら
れ
た
密
室
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
方
向
に
す
す
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
､
昔
の
も
の
と
く
ら

ぺ
て
戦
後
の
特
徴
で
あ
る
｡

そ
れ
ら
の
二
､
一
二
を
紹
介
し
て
み
よ
う
o

図
-
7
は
広
島
の
観
光
会
社
の
経
営
し
て
い
た
あ
る
ホ
テ
ル
で
､
一
見
し
た
と
こ
ろ
一
般
の
ホ
テ

ル
の
客
室
と
は
何
の
ち
が
い
も
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
､
繁
華
街
の
近
-
に
あ
る
た
め
か
･

食
堂
と
か
ロ
ビ
ー
と
い
っ
た
設
備
が
全
く
お
粗
末
で
､
た
だ
客
室
だ
け
の
提
供
で
あ
る
o
ヘ
ヤ
は

最
小
限
の
大
き
さ
の
中
に
セ
､
､
､
ダ
ブ
ル
の
ベ
ッ
ド
が
壁
に
く
っ
つ
け
て
お
か
れ
､
片
側
か
､
ら
た
け

し
か
ベ
ッ
ド
に
入
れ
な
い
o
バ
ス
ル
ー
ム
の
遣
り
方
が
浴
槽
の
外
で
体
を
洗
う
日
本
人
む
さ
に
で

き
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
o

摺
-
繰
い
ず
れ
も
京
都
の
例
で
･
図
g
=
の
方
は
木
星
町
四
条
を
下
が
っ
た
と
こ
ろ
の
繁
華

街
の
裏
手
､
旧
い
花
街
に
近
い
と
こ
ろ
で
割
合
-
宋
な
例
と
い
え
よ
う
｡
料
金
は
六
九
年
調
査

当
時
-
時
間
言
〇
円
､
宿
泊
七
〇
〇
円
で
､
変
な
旅
館
-
ま
っ
て
い
る
よ
り
も
安
-
あ
が
る

が
､
し
か
し
こ
の
環
境
で
は
｢
休
糞
･
睡
眠
｣
は
む
ず
か
し
い
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡

便
所
'
浴
室
は
共
用
と
な
っ
て
い
る
c

図
-
8
､
-
0
は
デ
ラ
ッ
ク
ス
･
サ
カ
ク
ラ
ゲ
が
め
き
め
き
進
出
し
て
き
た
京
都
･
南
雑
寺
門
的
町

の
デ
ラ
ッ
ク
ス
型
の
ー
つ
で
,
責
普
通
の
ホ
テ
ル
の
客
室
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
｡
し
か
し

ょ
く
み
れ
ば
､
そ
の
デ
ラ
ッ
ク
ス
さ
の
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
､
一
般
の
ホ
テ
ル
と
か
な
り
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変
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
｡

全
休
と
し
て
寸
づ
ま
り
で
､
こ
こ
で
も
セ
･
､
､
ダ
ブ
ル
･
ベ
ッ
ド
が
や
は
り
カ
ペ
に
く
っ
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
大
き
な
カ
ガ
ミ
が
方
々
に
つ
い
て
い
る
｡
一
旦
入
っ
て
し
ま
う
と
'
外

と
没
交
渉
で
数
時
間
す
ご
せ
る
よ
う
(
こ
れ
は
近
ご
ろ
の
旅
館
'
ホ
テ
ル
で
は
ど
こ
で
も
人
手
を

省
く
た
め
も
あ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
が
)
冷
蔵
麿
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
｡

そ
の
中
に
は
ス
タ
､
､
､
ナ
･
ド
リ
ン
ク
と
い
っ
た
も
の
が
大
き
な
比
重
を
し
め
て
い
る
｡

ル
ー
ム
･
マ
ネ
ー
は
､
六
九
年
現
在
一
時
間
一
'
0
0
0
円
'
二
時
間
一
､
五
〇
〇
円
､
三
時
間

一
､
八
〇
〇
円
､
四
時
間
以
上
一
時
間
を
ま
す
ご
と
に
一
二
〇
〇
円
､
箔
泊
(
一
〇
-
一
三
時
間
)
二
､
七

〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
｡

建
物
全
体
の
平
面
図
は
省
略
し
た
が
､
こ
の
場
合
も
普
通
の
ホ
テ
ル
と
ち
が
っ
て
'
食
堂
･
ロ

ビ
ー
と
い
っ
た
共
用
･
埜
父
ス
ペ
ー
ス
は
と
っ
て
い
な
い
｡
メ
一
ニ
ー
に
は
ビ
フ
テ
キ
(
一
'
0
0
0

円
)
､
ラ
ン
チ
A
(
六
〇
〇
円
)
か
ら
和
食
･
お
す
し
･
め
ん
類
な
ど
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
'
す

べ
て
ル
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
｡
ロ
ビ
ー
で
社
交
的
フ
ン
イ
羊
を
味
わ
う
と
い
う
よ
り
'
あ
ま
り

人
に
み
ら
れ
す
す
ッ
と
出
入
り
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
`
そ
の
よ
う
な
出
入
ロ
へ
の
配
艦
が
こ
の

種
の
旅
館
の
利
用
率
を
上
下
す
る
大
き
な
枇
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
｡
短
時
間
利
用
の
特
別
料
金

制
と
あ
い
ま
っ
て
､
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
の
近
代
化
さ
れ
た
型
を
典
型
的
に
赤
し
て
い
る
｡

(
1
)
　
前
出
｢
田
辺
聖
子
の
風
俗
ル
ポ
｣
｡

木

　

賃

　

宿

娼
家
な
い
し
'
つ
れ
こ
み
宿
の
｢
ね
ど
こ
ず
ま
い
｣
あ
る
い
は
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
と
い
っ
た
'

い
さ
さ
か
品
の
よ
く
な
い
特
殊
な
す
ま
い
を
次
々
と
詔
介
し
て
き
た
の
は
､
別
に
興
味
本
位
か
ら

で
は
な
い
｡
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
は
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
と
き
わ
め
で
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
｡

都
市
の
最
底
辺
眉
の
最
低
質
の
住
宅
-
す
ま
い
の
型
と
し
て
は
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
に
な
る

那
-
　
の
集
ま
っ
て
い
る
ス
ラ
ム
･
貧
民
窟
で
は
､
住
宅
は
そ
の
形
式
か
ら
い
う
と
大
部
屋
に
追

い
込
む
雑
居
式
の
も
の
､
戸
別
に
｢
ね
ぐ
ら
｣
が
分
か
れ
て
い
る
｢
長
屋
｣
形
式
､
あ
る
い
は

｢
戸
別
建
L
I
と
い
っ
て
も
'
い
わ
ゆ
る
二
戸
趣
の
住
宅
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
､
長
屋
よ

り
も
と
き
に
は
い
っ
そ
う
ひ
ど
い
バ
ラ
ッ
ク
趣
の
､
掘
立
小
屋
で
あ
る
場
合
が
多
い
　
-
　
と
い
っ

た
も
の
に
分
か
れ
る
が
､
た
い
て
い
は
旅
宿
と
同
じ
-
｢
日
家
賃
｣
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
住
み
つ

き
'
時
に
は
永
住
し
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
よ
さ
そ
う
な
人
も
い
る
が
､
住
人
と
住
宅
と
の
む
す

び
つ
き
は
,
旅
館
的
な
｢
し
ば
し
｣
の
､
あ
る
い
は
｢
そ
の
日
そ
の
日
｣
の
仮
す
ま
い
÷
ぬ
ぐ

ら
や
と
｣
と
い
う
影
に
な
っ
て
い
る
｡
雑
居
的
な
ド
ヤ
と
長
屋
な
い
し
ア
パ
ー
ト
と
は
密
接
な
関

係
を
も
ち
､
建
物
と
し
て
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
区
別
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
､
雑
居
的
な
木
賃

宿
が
次
第
に
そ
の
中
を
区
切
っ
て
､
ア
パ
ー
ト
な
い
し
ホ
テ
ル
(
?
)
的
な
も
の
に
う
つ
り
加
わ

っ
て
い
く
経
過
も
み
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
追
い
込
み
の
雑
居
的
な
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
か
ら
ま
ず
な

か
め
て
ゆ
き
た
い
｡
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
｢
木
賃
宿
｣
で
あ
る
｡

元
来
､
大
阪
で
は
`
ス
ラ
ム
街
に
は
木
賃
宿
よ
り
も
長
屋
が
多
か
っ
た
の
で
､
横
山
源
之
助
は

吉
本
の
下
層
社
d
I
d
'
で
難
波
･
今
宮
･
天
王
寺
な
ど
の
南
､
曽
鰭
.
北
野
.
雷
な
ど
の
北
･

三
拝
屋
な
ど
に
木
賃
宿
が
若
干
み
ら
れ
た
だ
け
で
一
八
九
五
(
明
g
S
)
年
に
一
〇
四
戸
し
か
な
い

と
い
っ
て
い
る
が
､
東
京
で
は
ス
ラ
ム
街
に
は
木
賃
宿
が
多
か
っ
た
｡
む
ろ
ん
木
賃
宿
に
も
泊
ま

れ
ず
､
夏
の
夜
な
ど
外
の
方
が
涼
し
い
と
い
っ
て
公
園
の
ベ
ン
チ
に
要
る
｢
宿
な
し
｣
も
多
い
｡

し
か
し
そ
う
し
た
人
た
ち
の
最
後
に
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
は
木
賃
宿
で
あ
る
二
八
九
八
(
認
)

年
一
月
の
渦
ぺ
で
は
､
東
京
市
内
の
木
賃
宿
の
総
数
は
百
五
･
一
カ
月
の
宿
泊
人
員
一
万
二
･

九
七
四
人
､
一
日
平
均
四
三
二
人
で
(
但
し
こ
れ
は
暖
簿
の
上
だ
け
の
こ
と
で
.
実
際
は
も
っ
と
多
い
と

み
ら
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
､
二
月
当
り
三
人
に
も
満
た
な
い
の
だ
&
･
ら
,
宿
と
い
っ
て
も
き
わ
め
て

零
聖
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
)
､
そ
の
ほ
か
名
儀
は
｢
旅
人
宿
｣
と
な
っ
て
い
る
が
,
実
質
士

は
木
賃
宿
で
あ
る
も
の
が
多
い
と
し
て
い
る
o

も
と
も
と
木
賃
宿
と
い
う
の
は
､
全
国
街
道
四
〇
-
五
〇
の
戸
数
の
あ
る
村
で
は
ど
こ
に
で
も

ぁ
り
､
淋
し
い
墜
佃
を
す
る
貧
困
者
を
宿
泊
さ
せ
､
ナ
ペ
､
ワ
ン
な
ど
を
貸
し
て
自
炊
を
さ
せ
る

旅
人
宿
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
東
京
で
､
｢
安
宿
｣
｢
安
酒
｣
(
ヤ
ギ
･
ド
ヤ
､
ア
ン
バ
ク
,
求

ク
チ
ン
)
な
ど
と
称
し
て
い
る
木
賃
宿
は
そ
れ
と
ち
が
っ
て
､
白
旗
人
足
･
人
力
車
夫
･
車
力
･

縁
日
商
人
･
下
駄
な
お
し
･
祭
文
語
り
･
巡
礼
と
い
っ
た
,
明
治
時
代
の
そ
の
日
稼
ぎ
の
下
層
市

民
が
住
居
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
一
八
八
九
(
明
S
i
)
年
に
雷
視
総
監
三
島
通
庸
が
市
街
の

｢
体
面
｣
を
た
も
つ
た
め
`
本
所
花
町
'
業
平
町
､
深
川
の
富
川
町
,
芝
白
金
猿
町
･
浅
草
町
な

ヽ

1

■

ど
数
カ
所
の
免
許
地
に
二
〇
〇
戸
ほ
ど
あ
っ
め
さ
せ
た
｡
幸
徳
秋
水
｢
東
京
の
木
賃
宿
｣
に
よ
る

と
､
一
九
〇
三
(
明
捕
)
年
末
の
調
べ
で
は
､
宿
泊
客
九
'
七
四
六
人
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

(
1
)
横
山
源
之
助
言
本
の
下
層
社
会
』
･
一
八
八
八
(
岩
波
文
庫
､
一
九
四
九
･
五
)
｡

(
2
)
幸
徳
秋
水
｢
憂
思
の
木
賃
宿
｣
'
茜
刊
平
民
新
里
一
九
〇
四
二
二
〇
～
三
｡

明
治
の
ポ
ク
チ
ン

木
賃
宿
は
､
二
戸
の
す
ま
い
を
構
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
｢
そ
の
日
暮
し
｣
の
人
び
と
の
｢
住

居
｣
で
あ
る
｡
横
山
涼
之
助
は
木
賃
宿
を
｢
宿
泊
者
は
三
年
四
年
同
じ
畳
の
上
を
家
と
し
､
世
間

も
義
理
も
､
人
情
も
天
井
も
床
も
な
き
方
壷
も
し
-
は
二
理
の
間
に
あ
つ
め
て
､
破
れ
た
る
堕

に
天
地
を
界
り
永
住
す
る
｣
も
の
で
･
｢
二
戸
を
か
ま
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
細
民
に
は
木
賃
宿
の

畳
一
帖
は
簡
易
な
一
種
の
家
屋
だ
｣
と
い
っ
て
い
る
｡

日
露
戦
争
直
前
の
こ
ろ
の
東
京
の
木
賃
宿
の
様
子
を
幸
徳
秋
水
の
記
事
(
-
九
〇
四
年
)
か
･
ら
少

し
引
用
し
て
み
よ
う
｡

｢
御
安
宿
'
御
一
人
前
風
呂
附
大
鏡
'
八
銭
二
〇
銭
､
別
間
は
一
八
銭
よ
り
二
〇
銭
ま
で
｣

と
書
い
た
長
方
形
の
角
行
灯
の
か
か
っ
て
い
る
玄
関
を
入
る
と
､
正
面
ま
た
は
械
手
が
暖
均
で
あ

る
｡
夕
ま
ぐ
れ
に
な
っ
て
く
る
と
客
が
や
っ
て
-
る
｡
帳
塩
で
客
の
住
処
･
姓
名
･
年
齢
･
職
業
,

前
夜
の
宿
泊
地
な
ど
を
か
き
と
る
の
は
普
通
の
宿
と
同
じ
だ
が
､
ま
ず
｢
屋
根
代
｣
つ
ま
り
宿
賃

が
要
求
さ
れ
る
｡
先
払
い
で
あ
る
｡
屋
根
代
は
横
山
源
之
助
の
一
八
九
八
(
盟
)
年
ご
ろ
の
記
録

で
は
､
場
所
に
よ
り
ち
か
う
け
れ
ど
､
普
通
は
五
銭
･
中
箱
七
銭
,
上
等
一
〇
銭
と
あ
る
｡
一
〇

年
ほ
ど
後
の
前
述
の
行
灯
の
重
き
た
し
で
は
､
少
し
値
上
り
し
て
い
る
｡

そ
こ
で
の
寝
床
の
と
り
方
は
､
た
い
て
い
｢
割
込
み
｣
と
称
す
る
大
部
屋
に
酷
め
こ
ん
で
雑
居

す
る
形
式
で
あ
る
｡
た
だ
し
｢
大
広
間
｣
と
い
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
人
情
で
･
大
幡
､
四
船
半
も
あ

る
と
い
う
か
ら
'
決
し
て
｢
大
｣
き
-
は
な
い
o
定
員
は
普
通
一
人
当
り
一
帖
､
大
鏡
の
場
合
は

フ
ト
ン
ー
枚
､
八
銭
は
敬
二
竺
二
〇
銭
は
少
し
上
等
の
フ
ト
ン
で
･
三
銭
に
な
る
と
欺

-
･
掛
二
が
相
場
で
あ
る
o
し
か
し
八
五
%
ま
で
の
泊
ま
り
客
里
ハ
銭
の
一
枚
で
カ
シ
ワ
モ
チ
式

に
フ
ト
ン
を
体
に
く
る
め
て
寝
る
｡
足
を
の
は
す
と
先
が
出
る
し
･
ひ
ざ
を
か
が
め
る
と
フ
ト
ン

が
閲
-
｡
雑
居
で
あ
る
か
ら
客
･
住
み
手
は
つ
ぎ
つ
き
と
入
っ
て
く
る
の
で
･
鮨
局
ね
し
づ
ま
る

の
は
午
前
二
時
こ
ろ
に
な
る
｡
朝
に
な
っ
て
も
ま
だ
フ
ト
ン
を
手
は
な
さ
ず
使
っ
て
い
る
と
･
三

布
フ
ト
ン
一
枚
一
銭
五
厘
'
四
布
五
布
は
二
銭
の
損
料
が
追
加
さ
れ
る
と
い
う
さ
び
し
さ
で
あ
る
｡

｢
大
広
間
｣
に
対
し
て
｢
別
間
｣
と
い
う
の
が
あ
る
｡
こ
れ
は
区
切
ら
れ
た
ヘ
ヤ
を
借
り
切
る

ゎ
げ
だ
が
､
そ
の
大
き
さ
は
､
二
拍
ま
た
は
三
帖
と
い
う
最
小
の
ね
ぐ
ら
空
間
で
あ
る
o
夫
婦
ら

の
･
親
子
づ
れ
な
ど
が
借
り
る
の
だ
が
'
宿
と
い
う
よ
り
下
等
陳
謝
長
屋
で
あ
る
｡
毘
根
代
は
長

期
債
切
り
で
こ
姑
に
四
布
フ
ト
ン
一
枚
で
一
〇
銭
､
欺
･
掛
竺
枚
で
三
銭
･
三
帖
に
欺
･
掛

二
枚
で
ー
四
銭
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
｡
月
に
す
る
と
二
帖
で
三
円
-
三
円
五
〇
銭
･
三
伯
で
四

円
二
〇
銭
と
な
り
､
萱
の
=
戸
を
充
分
借
｡
る
こ
と
の
で
き
る
賓
だ
が
,
こ
こ
の
住
人
た
ち
ヤ

は
ま
と
め
て
家
賃
を
は
ら
っ
た
り
､
夜
具
を
と
と
の
え
る
余
裕
の
な
い
人
た
ち
だ
か
ら
･
ミ
ス
ミ

ス
高
い
住
居
費
を
負
担
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ス
ラ
ム
街
の
長
屋
と
同
じ
で
あ
る
｡

｢
別
間
｣
の
拐
合
に
は
一
室
に
何
人
い
て
も
料
金
は
同
じ
で
･
三
帖
の
ヘ
ヤ
に
五
､
六
･
七
　
ド

人
と
い
っ
た
例
も
あ
る
｡
タ
ナ
を
つ
｡
､
ホ
ウ
キ
や
雑
布
を
か
け
る
と
こ
ろ
も
あ
め
,
片
す
-
側


