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遊女と客がつくるサロンの一瞬

遊
女
の
ス
キ
ル

遊
女
に
は
、
香
や
花
や
茶
が
た
し
な

み
と
し
て
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
三
味
線
、

琴
、
唄
、
踊
り
な
ど
の
歌
舞
音
曲
と
い

っ
た
遊
芸
全
般
、
和
歌
、
書
道
な
ど
の

教
養
も
必
須
項
目
で
し
た
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
の
優
れ
た
芸
を
決
し
て
ひ
け
ら

か
さ
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

遊
女
の
た
し
な
み
を
数
え
上
げ
る
話
が

あ
っ
て
、
清
少
納
言
や
紫
式
部
の
古
典

に
通
じ
、
気
の
利
い
た
台
詞
を
さ
っ
と

引
用
で
き
る
こ
と
、
教
養
の
に
じ
み
出

る
機
知
に
富
ん
だ
会
話
が
で
き
る
こ
と
、

和
歌
は
三
千
首
程
度
は
覚
え
て
い
る
こ

と
、
な
ど
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
掲
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

つ
ま
り
臨
機
応
変
に
、
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
応
じ
て
客
を
満
足
さ
せ
る
た

め
の
知
的
な
蓄
え
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
す
。
同
様
に
客
の
側
に
も
教
養
や
粋

で
あ
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
お
り
、
例

え
ば
遊
女
が
上
の
句
を
言
う
と
、
客
が

下
の
句
を
ぱ
っ
と
つ
け
る
と
い
う
よ
う

な
洒
脱
な
や
り
取
り
が
好
ま
れ
て
い
た

わ
け
で
す
。

書
道
を
た
し
な
む
と
い
う
の
は
、
恋

文
を
書
く
た
め
で
す
。
客
に
恋
文
を
書

く
こ
と
が
、
営
業
上
か
ら
も
遊
女
の
大

き
な
仕
事
の
一
つ
だ
っ
た
た
め
、
手
紙

で
惚
れ
さ
せ
る
よ
う
な
う
ま
い
文
章
と

美
し
い
文
字
が
書
け
な
く
て
は
太
夫
は

つ
と
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

香
を
焚
く
に
し
て
も
、
五
月
雨
の
夜

に
は
初
音
と
い
う
香
を
選
ぶ
と
か
、
ま

さ
に
、
も
て
な
し
の
た
め
の
エ
ン
タ
ー

テ
イ
ナ
ー
で
す
。
遊
廓
の
遊
び
と
い
う

の
は
、
こ
の
よ
う
に
遊
女
ペ
ー
ス
で
進

み
ま
す
。
客
か
ら
リ
ク
エ
ス
ト
を
出
し
、

そ
れ
に
遊
女
が
応
え
る
と
い
う
よ
り
も
、

遊
女
の
方
が
お
客
さ
ん
の
要
望
を
察
知

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
。
つ
ま
り
、
ホ
ス
ト
が
客
で
あ
る
ゲ

ス
ト
に
サ
ー
ビ
ス
す
べ
き
だ
と
い
う
主

客
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
遊
女
が
采

配
し
、
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
す
。

客
の
側
に
も
、
遊
女
の
選
ん
だ
シ
チ
ュ

遊ぶ芸から
見る芸へ

遊
廓
と
茶
屋
の
意
外
な
関
係

ま
ず
、
遊
廓
の
簡
単
な
仕
組
み
を
説

明
し
ま
し
ょ
う
。

も
と
も
と
茶
屋
と
は
休
憩
所
の
こ
と

で
、
よ
し
ず
掛
け
程
度
の
簡
単
な
も
の

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
街
道
筋
な
ど
に

で
き
た
茶
一
碗
だ
け
出
す
そ
の
茶
屋
が
、

団
子
な
ど
も
供
す
る
よ
う
に
な
り
、
江

戸
中
期
に
な
る
と
競
っ
て
美
人
の
茶
汲

み
女
な
ど
を
置
き
、
や
が
て
春
を
ひ
さ

い
で
私
娼
化
し
ま
す
。
こ
れ
を
水
茶
屋

と
呼
ん
で
い
ま
し
た

一
方
、
吉
原
の
よ
う
な
幕
府
公
認
の

遊
廓
に
行
く
道
に
は
、
編
笠
茶
屋
が
で

き
ま
し
た
。
編
笠
茶
屋
は
、
遊
客
が
遊

女
の
も
と
に
行
く
の
に
顔
を
隠
す
た
め

の
編
み
笠
を
貸
し
た
茶
屋
で
す
。
客
は

こ
こ
で
一
服
し
て
腹
ご
し
ら
え
な
ど
を

し
ま
し
た
が
、
や
が
て
編
み
笠
を
か
ぶ

る
風
習
が
途
絶
え
る
と
、
引
手
茶
屋
に

な
り
ま
す
。

引
き
手
茶
屋
は
い
わ
ば
斡
旋
業
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
、
揚
屋
と
呼
ば
れ

る
場
所
に
、
客
の
手
を
引
く
よ
う
に
し

て
案
内
し
、
置
屋
で
待
機
す
る
遊
女
を

呼
び
寄
せ
ま
す
。
遊
女
が
揚
屋
に
来
る

ま
で
の
間
、
客
は
幇
間

ほ
う
か
ん

（
男
芸
者
。
太

鼓
持
ち
の
こ
と
）
や
芸
者
の
芸
を
見
な

が
ら
待
ち
ま
し
た
。

引
手
茶
屋
は
格
式
の
高
い
遊
廓
を
中

心
に
繁
栄
し
た
わ
け
で
す
が
、
引
手
茶

屋
を
通
す
と
、
妓
楼

ぎ

ろ

う

に
無
理
が
利
く
、

料
金
が
一
括
で
済
む
、
遊
び
の
手
筈
を

つ
け
て
く
れ
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
中
間
マ
ー
ジ
ン

が
取
ら
れ
ま
す
の
で
、
だ
ん
だ
ん
と
揚

屋
を
と
ば
し
て
引
手
茶
屋
が
直
接
、
客

を
置
屋
（
遊
女
屋
、
傾
城

け
い
せ
い

屋
な
ど
と
も

呼
ば
れ
た
）
へ
案
内
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
う
し
て
揚
屋
は
衰
退
し
、

引
手
茶
屋
が
繁
栄
す
る
よ
う
に
な
っ
た

わ
け
で
す
。

茶
屋
と
い
う
と
、
一
般
の
方
は
水
茶

屋
を
思
い
浮
か
べ
る
場
合
が
多
い
せ
い

か
、
遊
廓
が
遊
芸
に
関
係
な
く
色
事
の

み
の
空
間
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
教
養
の

高
い
遊
女
の
話
が
出
る
と
不
思
議
に
思

わ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
格
式
が
高
い
官

許
の
遊
廓
に
は
、
高
い
教
養
を
身
に
つ

け
、
多
芸
多
才
の
優
れ
た
美
女
が
お
り
、

武
家
や
有
力
町
人
の
社
交
場
に
な
っ
て

い
た
の
で
す
。
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遊ぶ芸から見る芸へ

活
躍
す
る
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
、
寂
し
そ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

俗
に
初
対
面
は
「
初
会
（
面
通
し
）」、

２
回
目
は
「
裏
を
返
す
」、
３
回
目
で

「
馴
染
み
に
な
る
」
と
言
い
ま
す
。
つ

ま
り
初
対
面
で
色
事
に
及
ぶ
の
は
無
粋

で
、
馴
染
み
な
る
ま
で
待
つ
こ
と
が
粋

と
さ
れ
た
の
で
す
。
遊
芸
に
続
く
色
事

と
い
う
枠
の
中
で
、
あ
え
て
遊
芸
の
み

で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
粋
で
あ
る
と
い

う
美
意
識
が
存
在
し
た
時
代
が
あ
っ
た

の
で
す
。

ま
た
、
馴
染
み
に
な
っ
た
ら
、
遊
女

と
客
は
仮
の
夫
婦
盃
を
か
わ
す
風
習
が

あ
り
ま
し
た
。
遊
廓
は
い
わ
ば
一
妻
多

夫
の
世
界
で
、
も
し
別
の
遊
女
と
浮
気

す
る
と
、
客
で
あ
っ
て
も
髷ま
げ

を
切
ら
れ

た
り
鬢び
ん

を
剃
ら
れ
る
と
い
う
罰
を
受
け

ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
客
と
遊
女
の
結
び

付
き
を
重
ん
じ
て
い
た
の
で
す
。

―
―
　
お
金
を
積
ん
で
床
入
り
を
す
る

と
い
う
関
係
は
、
野
暮
と
見
ら
れ
た
の

で
す
か
。

そ
こ
が
微
妙
な
問
題
点
で
す
ね
。
お

金
を
積
ま
な
い
と
、
そ
も
そ
も
太
夫
と

は
遊
べ
な
い
。
遊
女
が
気
持
ち
よ
く
つ

き
あ
え
る
よ
う
で
な
い
と
客
は
嫌
わ
れ

ま
す
。
で
す
か
ら
、
近
松
の
浄
瑠
璃
を

見
て
も
、「
お
金
は
あ
る
け
れ
ど
、
野

暮
で
嫌
わ
れ
る
客
」
が
結
構
登
場
し
ま

エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
受
け
入
れ
る

余
裕
が
あ
り
ま
し
た
。

遊
女
が
プ
ロ
の
接
客
業
で
あ
り
、
遊

ぶ
お
客
も
そ
れ
が
わ
か
る
粋
人
と
い
う

こ
と
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
茶
屋
遊
び

は
成
立
し
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

の
ち
に
遊
廓
が
大
衆
化
す
る
過
程
で
、

こ
の
よ
う
な
格
式
を
重
ん
じ
た
遊
び
方

が
廃
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
今
で
も
京

都
・
島
原
で
は
、
芸
事
の
み
を
復
活
さ

せ
た
太
夫
さ
ん
が
い
て
、
吉
野
太
夫
花

供
養
な
ど
の
行
事
に
参
加
さ
れ
て
い
ま

す
。

【
遊
女
の
等
級
】

時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
元

禄
時
代
で
は
上
か
ら
「
太
夫
」「
格
子
女
郎
」「
散
茶

女
郎
」「
梅
茶
女
郎
」「
切
見
世
女
郎
」
の
５
段
階
に

分
か
れ
て
い
た
。
太
夫
は
貴
族
的
な
教
養
を
も
ち
、

富
貴
に
媚
び
ず
、
権
力
に
屈
せ
ず
、
物
静
か
で
閑
雅

な
心
の
内
に
毅
然
た
る
態
度
を
持
つ
「
気
質
」
で
あ

っ
た
。
京
都
の
吉
野
太
夫
、
大
坂
の
夕
霧
太
夫
、
江

戸
で
は
高
尾
、
薄
雲
太
夫
な
ど
が
有
名
。

芸
能
す
る
神

遊
女
が
聖
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

側
面
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
、

歌
舞
音
曲
を
見
て
「
う
っ
と
り
す
る
」

感
覚
が
極
楽
に
行
く
感
覚
の
よ
う
だ
と

い
う
こ
と
で
、
遊
女
を
「
歌
舞
の
菩
薩
」

と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
遊

女
が
座
敷
に
来
る
と
、
神
様
仏
様
が
ご

来
迎
さ
れ
た
よ
う
だ
と
描
写
さ
れ
る
の

で
す
。

明
治
に
な
る
と
宗
教
的
な
感
覚
が
近

代
化
さ
れ
、
理
性
的
で
道
徳
的
に
ふ
る

ま
う
こ
と
が
宗
教
的
な
規
範
で
あ
る
と

い
う
近
代
的
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の

の
見
方
が
入
っ
て
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト

教
は
身
体
的
な
感
覚
を
抑
圧
す
る
宗
教

で
す
か
ら
、
宗
教
的
な
価
値
と
遊
び
の

感
覚
が
分
離
し
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
神
様
と
い
う
の
は
「
芸
能
す
る
神

様
」
で
は
な
く
「
道
徳
を
た
れ
る
神
様
」

と
な
る
わ
け
で
す
。

む
し
ろ
、
土
着
的
な
祭
り
で
大
騒
ぎ

す
る
よ
う
な
、
身
体
的
に
興
奮
す
る
よ

う
な
場
に
は
、
遊
廓
の
遊
女
を
崇
拝
す

る
感
覚
と
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
。

粋
な
客
、
野
暮
な
客

高
級
な
社
交
場
と
し
て
発
展
し
た
遊

廓
は
、
建
築
も
豪
奢
で
、
酒
肴
も
趣
向

を
凝
ら
し
た
も
の
を
出
し
た
た
め
、
大

変
お
金
が
か
か
る
遊
び
場
で
し
た
。
換

算
が
難
し
い
で
す
が
、
現
在
で
い
う
と

１
回
遊
ぶ
と
数
十
万
か
ら
百
万
円
ぐ
ら

い
と
い
う
感
覚
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
遊
び
が
で
き
る
客
と
い
う
の

は
、
武
士
の
中
で
も
身
分
が
高
い
大
名

ク
ラ
ス
で
す
。
例
え
ば
仙
台
の
伊
達
公

と
江
戸
・
吉
原
の
高
尾
太
夫
と
の
つ
き

合
い
が
有
名
で
す
。
茶
屋
や
遊
廓
は
な

か
な
か
庶
民
に
手
が
届
く
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

町
人
と
い
っ
て
も
紀
文
（
紀
伊
国
屋

文
左
衛
門
）
や
奈
良
屋
（
奈
良
屋
茂
左

衛
門
）
と
い
っ
た
元
禄
時
代
の
豪
商
の

大
尽
遊
び
で
す
と
、
例
え
ば
、
遊
廓
中

の
そ
ば
屋
を
買
い
切
っ
て
友
人
だ
け
に

振
舞
っ
た
と
か
、
巨
大
な
饅
頭
を
作
っ

た
と
こ
ろ
階
段
が
邪
魔
に
な
っ
て
運
び

入
れ
ら
れ
な
い
た
め
、
階
段
を
壊
し
て

中
に
入
れ
、
ま
た
そ
の
階
段
を
修
復
し

た
と
か
、
と
ん
で
も
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
多
分
、

粋
な
客
の
お
金
の
使
い
方
の
例
と
い
う

よ
り
は
、
度
を
越
し
た
大
尽
の
酔
狂
と

し
て
後
世
に
語
り
継
が
れ
た
の
だ
と
は

思
い
ま
す
が
。

粋
な
客
と
い
う
の
は
、
客
の
側
も
芸

事
を
た
し
な
ん
で
い
た
人
で
し
ょ
う
。

客
の
方
も
、
常
識
、
教
養
の
な
い
人
は

遊
廓
の
客
に
は
な
り
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

遊
廓
は
俳
諧
の
連
が
集
う
場
所
と
し
て

も
利
用
さ
れ
、
遊
女
も
交
え
な
が
ら
連

歌
を
ま
く
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
で
す
か
ら
茶
屋
遊
び
は
客
も
和
歌

を
詠
ん
だ
り
、
遊
女
の
三
味
線
に
合
わ

せ
て
歌
っ
た
り
す
る
参
加
型
の
サ
ロ
ン

だ
っ
た
と
捉
え
て
も
ら
え
ば
い
い
で
し

ょ
う
。

【
俳
諧
の
連
】

連
は
「
仲
間
、
連
中
」
を
表
す
が
、

俳
諧
で
は
連
歌
（
れ
ん
が
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

個
人
で
つ
く
る
和
歌
と
は
別
に
、
連
を
組
ん
で
、
上

の
句
と
下
の
句
と
を
交
互
に
詠
み
合
い
連
ね
る
長
連

歌
、
い
わ
ゆ
る
和
歌
の
グ
ル
ー
プ
創
作
を
行
っ
た
。

最
後
の
幇
間
と
言
わ
れ
た
桜
川
忠
一

さ
ん
の
書
か
れ
た
も
の
を
見
ま
す
と
、

明
治
、
大
正
の
こ
ろ
は
ま
だ
一
緒
に
遊

べ
る
客
が
い
た
そ
う
で
す
が
、
昭
和
に

入
る
と
遊
芸
よ
り
も
い
き
な
り
色
事
を

要
求
す
る
野
暮
な
客
が
増
え
、
幇
間
も

京都は祇園、夜の花
見小路。遠くの座敷
に呼ばれたのか、置
屋にはタクシーがひ
っきりなしに芸妓さ
んを迎えに来る。

下：置屋の玄関には
芸妓の表札が並ぶ。
周辺のバーが同じよ
うにホステスさんの
名前を連ねているの
は、ご愛敬。
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す
。
お
金
を
積
ま
れ
た
ら
会
わ
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
、「
俺
は
こ

ん
な
に
お
金
が
あ
る
」
と
威
張
り
散
ら

す
客
は
野
暮
だ
と
思
わ
れ
た
。
権
力
を

誇
示
す
る
タ
イ
プ
も
嫌
わ
れ
ま
す
ね
。

遊
廓
は
「
客
で
あ
れ
ば
、
町
人
で
も
侍

で
も
対
等
」
が
タ
テ
マ
エ
で
す
か
ら
。

か
と
い
っ
て
、
感
情
が
通
っ
て
い
れ

ば
よ
い
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
ち
ょ
っ

と
違
っ
て
い
て
、「
本
当
の
恋
で
は
な

く
、
遊
び
な
の
だ
」
と
い
う
距
離
感
を

持
っ
て
い
る
客
が
粋
と
さ
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
難
し

い
の
で
す
が
、
し
ょ
せ
ん
「
遊
び
」
で

す
か
ら
「
本
気
」
で
惚
れ
て
は
い
け
な

い
わ
け
で
す
。
本
気
で
遊
女
に
惚
れ
る

客
は
野
暮
に
な
っ
て
し
ま
う
。

遊
廓
に
は
独
身
男
性
も
通
い
ま
し
た

が
、
社
会
的
に
安
定
し
た
妻
子
あ
る
男

性
が
客
と
し
て
や
っ
て
来
た
場
合
、
遊

廓
の
外
に
日
常
生
活
が
あ
り
、
生
活
と

は
切
れ
た
所
に
遊
び
に
来
る
と
い
う
こ

と
が
約
束
事
で
す
の
で
、
本
気
で
好
き

に
な
っ
て
心
中
す
る
の
は
野
暮
の
骨
頂

だ
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
、
近
代

の
恋
愛
観
と
は
正
反
対
で
す
。

遊
女
は
い
ろ
い
ろ
な
客
に
平
等
に
夢

を
与
え
て
こ
そ
の
遊
女
で
あ
っ
て
、
客

が
特
定
の
遊
女
に
本
気
で
惚
れ
る
の
も

野
暮
だ
し
、
遊
女
が
特
定
の
客
に
本
気

で
惚
れ
る
の
も
、
近
代
の
恋
愛
感
覚
か

ら
す
る
と
悲
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
野
暮
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
遊

廓
で
の
遊
び
は
、
現
実
か
ら
遊
離
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
「
い
き
」
で
面
白
か
っ

た
。『
い
き
の
構
造
』
を
著
し
た
九
鬼

周
三
の
い
う
「
い
き
」
は
そ
う
い
う
こ

と
で
す
。
遊
女
と
仮
の
夫
婦
盃
を
か
わ

す
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
別
世
界
の
よ

う
で
す
。
遊
女
も
参
加
す
る
客
も
、
限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
し
ば
し
現
実
を
忘

れ
何
か
を
演
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

と
は
言
う
も
の
の
、
遊
女
に
も
「
間ま

夫ぶ

」
と
呼
ば
れ
る
恋
人
は
い
て
、
代
金

な
色
事
を
結
婚
生
活
に
結
び
つ
く
恋
愛

と
し
て
と
ら
え
直
し
、
遊
女
を
奥
さ
ん

に
し
た
わ
け
で
す
。
近
代
的
な
お
客
像

の
嚆
矢
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

一
方
で
、
明
治
に
な
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
す
べ
て
の
客
が
そ
う
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
永
井
荷
風

か

ふ

う

。

彼
の
生
き
た
時
代
は
、
太
夫
と
遊
ぶ
時

代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
玉
の
井
な

ど
の
下
級
娼
婦
や
芸
者
さ
ん
を
相
手
に

し
て
い
ま
し
た
。
荷
風
は
結
婚
が
長
続

き
せ
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
女
性
と
つ
き
あ

い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
遊
廓
で
は
、

い
ろ
い
ろ
な
女
性
と
つ
き
あ
っ
て
は
い

け
な
い
と
い
う
規
制
は
、
も
う
外
れ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
逍
遙
と
は
対
称
的

に
、
色
事
的
な
男
で
す
ね
。
荷
風
は

『
墨
東
奇
譚

ぼ
く
と
う
き
た
ん

』
で
、
本
気
で
好
き
に
な

っ
た
お
雪
さ
ん
か
ら
離
れ
て
い
く
話
を

残
し
た
り
、
典
型
的
な
色
事
文
化
を
書

い
た
人
で
す
。

明
治
以
降
、
赤
線
、
青
線
が
廃
止
さ

れ
る
１
９
５
６
年
ま
で
は
、
色
事
と
近

代
的
恋
愛
観
の
両
方
が
共
存
し
て
い
た

形
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

遊
の
機
能
分
化

遊
女
の
「
遊
」
は
、「
芸
能
」
と
い

う
意
味
で
し
た
が
、
贅
沢
な
遊
び
は
質

を
保
つ
の
が
難
し
い
。
こ
の
た
め
、
元

禄
が
終
わ
り
豪
商
も
没
落
す
る
と
、
遊

び
を
楽
し
め
る
余
裕
の
あ
る
お
客
さ
ん

も
だ
ん
だ
ん
と
い
な
く
な
り
ま
す
。

遊
女
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
売
ら

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
見
習
い

を
兼
ね
て
７
〜
８
歳
こ
ろ
か
ら
「
禿

か
む
ろ

」

と
し
て
働
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
見

込
み
が
あ
れ
ば
、
芸
を
身
に
つ
け
る
た

め
の
英
才
教
育
を
受
け
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
が
、
太
夫
に
な
る
の
は
百
人
に
一
人

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
遊
女
屋

に
と
っ
て
は
割
の
悪
い
投
資
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
裕
福
な
お
客
さ
ん
が
少
な

く
な
り
投
資
体
力
が
落
ち
て
く
る
と
、

遊
女
の
質
も
下
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、

客
も
そ
の
よ
う
な
芸
を
遊
女
に
期
待
し

な
く
な
る
と
い
う
悪
循
環
が
起
き
ま
す
。

結
局
、
宝
暦
の
こ
ろ
（
１
７
５
０
年
こ

ろ
）
か
ら
、
太
夫
が
い
な
く
な
っ
て
し

ま
い
、
だ
ん
だ
ん
遊
女
は
売
春
婦
に
近

く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
客
の
ほ
う
に
は
、
お
茶
屋
遊

び
を
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
依
然
と
し

て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
遊
女
と
は
一
線
を

画
し
た
「
芸
者
」
が
登
場
す
る
わ
け
で

す
。
遊
女
が
担
え
な
く
な
っ
た
芸
を
、

芸
者
が
代
わ
り
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
流

れ
で
す
。
し
か
し
芸
者
は
あ
く
ま
で
も

「
芸
」
者
で
す
か
ら
、
お
座
敷
に
出
て

芸
は
見
せ
る
け
れ
ど
も
、
身
は
売
ら
な

い
。
も
し
体
を
売
っ
て
し
ま
う
と
、
遊

女
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
侵
し
て
し
ま
い
ま

す
。
芸
者
は
芸
を
売
り
、
遊
女
は
体
を

売
る
と
い
う
、
異
な
る
役
割
分
担
で
共

存
し
、
遊
廓
文
化
を
支
え
て
い
く
時
代

が
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
は
続
き
ま
す
。

明
治
に
な
る
と
、
遊
女
の
存
在
自
体

は
遊
女
持
ち
で
会
っ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
代
金
は
遊
女
持
ち
と
い
う
こ
と
は
、

楼
主
に
対
し
て
借
金
が
増
え
年
季
が
明

け
る
の
が
遠
の
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
し

た
。
近
松
門
左
衛
門
は
遊
女
と
間
夫
が

本
気
に
な
っ
て
心
中
に
至
っ
た
り
す
る

こ
と
を
好
意
的
に
捉
え
ま
し
た
が
、
井

原
西
鶴
は
プ
ロ
意
識
に
欠
け
る
と
い
う

意
味
で
嫌
い
ま
し
た
ね
。
い
ず
れ
に
し

て
も
客
が
身
請
け
し
て
遊
女
を
妻
に
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
本
気
の

恋
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

色
事
と
恋
愛

明
治
時
代
に
な
る
と
、
色
事
の
世
界

も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
坪
内
逍
遙

し
ょ
う
よ
う

は
近

代
的
な
恋
愛
観
を
持
っ
て
お
り
、
根
津

の
遊
女
と
仲
良
く
な
っ
て
「
好
き
に
な

っ
た
か
ら
に
は
色
事
で
済
ま
し
て
は
い

け
な
い
」
と
結
婚
し
ま
す
。
非
日
常
的

現存する唯一の揚屋建築として、重要文化財に指定さ
れている角屋（すみや）。江戸幕府公認の花街として
栄えた島原（現、京都市下京区西新屋敷揚屋町）で
「角屋もてなしの美術館」として1998年から公開され
ている。

43畳の大座敷「松の間」から（写真左）「臥龍松（が
りょうのまつ）」が見られる庭には（写真上）、曲木亭、
清隠斎茶席、囲いの茶席と、３つも茶室がある。揚屋
にとって「茶の湯」がもてなしのツールとして大きな
意味を持っていたことが、実感できるエピソードだ。

『守貞漫稿』では、揚屋を「客をもてなすを業とする
也」と定義している。その条件は３つ。大きな広間を
持つこと、その広間に面して庭があり、茶室を持つこ
と、そして寺の庫裏に似た大きな台所を持つこと。台
所は50畳、隣接する配膳室も50畳の規模は、他に類を
見ない。

1600年代前半、通称六条三筋町は大いに繁盛した花街
だったが、寛永18年（1641）朱雀野（島原の地。現、
西新屋敷）への移転命令が出る。その命令があまりに
も急で、住民の狼狽ぶりがひどかったため、当時の島
原の乱になぞらえて「島原」と呼ばれるようになった
のが名の謂われ。しかし京の中心部からは徒歩で1時
間半もかかるという地の利の悪さゆえ、他の揚屋、置
屋は相次いで祇園へ移転した。ところが、敷地700坪、
建物500坪という破格の規模を誇る角屋は、移転する
ことままならず、置屋である輪違屋（わちがいや）と
ともに島原に残ることになり、幕末には勤皇の志士後
の、維新の元勲の多くが利用したという。
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を
女
性
差
別
と
見
な
す
、
近
代
的
な
売

春
否
定
の
議
論
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ

で
、
遊
廓
で
芸
を
見
る
よ
り
は
、
芸
者

が
い
る
所
で
芸
を
見
る
と
い
う
こ
と
が

始
ま
り
ま
す
。
東
京
の
新
橋
や
柳
橋
は
、

そ
の
よ
う
に
発
展
し
た
芸
者
専
門
の
街

で
す
。

変
わ
る
遊
び
の
意
味

芸
能
か
ら
芸
術
へ

遊
び
と
し
て
遊
廓
で
享
受
さ
れ
て
き

た
「
芸
能
」
が
、
近
代
に
な
る
と
「
芸

術
」
と
な
り
「
文
化
」
に
な
り
ま
す
。

俳
句
が
つ
く
り
た
け
れ
ば
、
俳
句
ク
ラ

ブ
に
行
く
で
し
ょ
う
し
、
茶
道
を
し
た

け
れ
ば
、
遊
廓
で
は
な
い
所
で
お
茶
の

稽
古
に
行
く
。
遊
廓
に
存
在
し
た
芸
能

活
動
が
、「
遊
女
は
売
春
婦
だ
」
と
い

う
近
代
的
な
女
性
観
の
台
頭
と
並
行
し

て
、
遊
廓
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
別
の
空

間
に
移
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
近
代
的
な
感
覚
で
は
、

茶
道
、
華
道
、
歌
舞
音
曲
な
ど
を
「
遊

芸
」
で
は
な
く
「
芸
術
」
と
捉
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
来
は
遊
廓
の

座
敷
が
劇
場
で
あ
り
、
文
化
サ
ロ
ン
で

あ
っ
た
も
の
が
、
劇
場
や
茶
室
な
ど
、

遊
廓
と
は
独
立
し
た
施
設
が
設
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
芸
者
も
、
歌
舞
練
場

と
い
う
、
そ
の
た
め
の
施
設
で
芸
を
見

せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
芸
者
さ
ん
は

今
で
も
お
座
敷
で
芸
を
見
せ
ま
す
が
、

東
京
な
ら
ば
新
橋
演
舞
場
な
ど
で
芸
を

見
せ
る
の
が
晴
れ
舞
台
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
場
所
で
は
、
客

遊ぶ芸から見る芸へ

り
、
高
度
な
芸
能
を
多
く
の
市
民
が
平

等
に
享
受
す
べ
き
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
、

大
き
な
劇
場
で
収
支
を
合
わ
せ
る
と
い

う
発
想
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
し

ょ
う
。

参
加
す
る
と
は
？
　

遊
び
を
め
ぐ
る
主
客
関
係

―
―
　
た
だ
、
遊
び
と
飲
食
が
一
緒
に

行
わ
れ
る
例
と
し
て
、
現
在
で
も
デ
ィ

ナ
ー
シ
ョ
ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
ね
。
し

か
し
、
こ
れ
は
見
て
い
る
だ
け
で
参
加

を
要
求
さ
れ
ま
せ
ん
。
遊
廓
の
よ
う
に
、

互
い
に
う
ま
く
関
わ
ら
な
い
と
遊
び
が

成
立
し
な
い
と
い
う
楽
し
み
が
、
失
わ

れ
て
き
て
い
る
気
が
し
ま
す
が
。

遊
廓
と
い
う
の
は
ま
さ
に
サ
ロ
ン
で

し
て
、
少
な
い
け
れ
ど
見
る
目
の
厳
し

い
観
客
が
同
じ
平
面
に
た
く
さ
ん
い
て
、

お
互
い
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
で
あ
り
、
逆

に
観
客
に
な
り
と
い
う
よ
う
に
、
役
割

が
自
在
に
転
換
し
ま
す
。

15
年
ほ
ど
前
に
、
片
岡
孝
夫
さ
ん

（
現
・
十
五
代
目
片
岡
仁
左
右
衛
門
）

が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
昔
は
、
舞
妓
さ
ん
や
芸
妓
さ
ん
が

観
に
来
る
と
き
が
一
番
怖
か
っ
た
と
。

で
も
最
近
は
そ
う
で
も
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
彼
女
た
ち
が
か
つ
て
ほ
ど
芸
を
理

解
し
な
く
な
り
、
同
じ
芸
事
に
励
む
者

と
し
て
の
厳
し
い
目
が
、
少
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

―
―
　
「
匿
名
の
客
と
し
て
見
る
」
こ

と
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
み
、
逆
に
、「
サ

ロ
ン
と
し
て
参
加
す
る
」
こ
と
は
ど
ん

ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
。

昔
の
旦
那
衆
は
、
遊
廓
に
通
う
た
め

に
お
稽
古
事
を
す
る
と
い
う
余
裕
が
あ

り
ま
し
た
が
、
今
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

は
金
銭
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
時
間
的

余
裕
も
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
も
違
い
ま
す
し
、
仕
事
が
忙

し
す
ぎ
る
。
中
高
年
か
ら
壮
年
の
年
代

が
、
サ
ロ
ン
を
つ
く
る
こ
と
自
体
、
難

し
い
。
で
は
定
年
後
の
老
人
ク
ラ
ブ
で

よ
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
ち
ょ
っ

と
寂
し
い
。
サ
ロ
ン
は
文
化
を
つ
く
っ

て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
働
き
盛
り
の

人
が
、
社
会
の
仕
事
も
し
て
、
お
稽
古

事
も
で
き
る
く
ら
い
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
日
本
社
会
が
変
わ
っ
て
い
け
ば
よ

い
の
で
す
が
。

遊
女
の
芸
能
は
、
歴
史
の
表
面
か
ら

忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
今
の
よ
う
に

「
歴
史
に
残
そ
う
」
な
ど
と
い
う
気
持

ち
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
瞬
の
輝

き
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が

粋
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
一
瞬
」
と
い

う
場
が
少
な
く
な
っ
た
現
代
は
、
粋
に

な
れ
る
場
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

は
芸
に
特
化
し
て
鑑
賞
す
る
の
で
す
。

遊
廓
の
場
合
は
客
の
負
担
額
も
多
く
、

そ
こ
に
揚
が
る
時
点
で
客
側
に
マ
ナ
ー

が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
、
一
種
の
社

会
的
選
別
が
機
能
し
て
い
た
の
で
す
が
、

劇
場
で
は
匿
名
の
観
客
を
受
け
止
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
飲
食
と
芸
は
遊
び
の
空

間
で
は
一
緒
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

近
代
的
な
芸
術
空
間
で
は
別
の
も
の
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
近
代
劇
場
で
一
度

に
大
勢
の
人
間
に
芸
を
見
せ
る
と
き
、

モ
ラ
ル
を
守
り
な
が
ら
飲
食
を
す
る
と

い
う
の
は
難
し
い
か
ら
で
す
。

や
は
り
大
衆
化
と
い
う
こ
と
が
大
き

い
で
し
ょ
う
ね
。
遊
廓
の
よ
う
な
緊
密

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
芸

能
空
間
と
い
う
の
は
小
規
模
で
な
い
と

い
け
な
い
。
し
か
し
、
四
民
平
等
に
な




