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吉
原
遊
郭
に
与
え
ら
れ
た

「
役
と
特
権
」

　

１
６
１
７
年
（
元
和
3
）、
庄し

ょ
う
じ司

仁じ

ん右

衛え
も
ん門

と
い
う
遊
女
屋
の
主
人
が
幕
府
か

ら
認
可
を
得
て
、
今
の
日
本
橋
近
く
に

幕
府
公
認
の
遊
郭
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
が
吉
原
の
始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
、

吉
原
遊
郭
は
、
１
６
５
７
年
（
明
暦
3
）

の
明
暦
の
大
火
を
機
に
浅
草
の
外
れ
に

移
転
し
、「
新
吉
原
」
と
呼
ば
れ
幕
末
ま

で
繁
栄
を
続
け
ま
す
。

　

幕
府
公
認
と
は
、
役
と
特
権
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
当
時
の

江
戸
は
、
男
女
比
が
お
よ
そ
２
対
１
と

男
性
が
圧
倒
的
に
多
く
、
売
春
が
横
行

し
て
混
沌
と
し
て
い
ま
し
た
。
武
家
政

権
の
幕
府
に
と
っ
て
は
、
特
に
武
士
と

い
う
男
性
主
体
の
集
団
の
統
制
を
図
る

た
め
に
も
、
性
産
業
の
掌
握
と
管
理
は

重
要
な
課
題
で
し
た
。
そ
こ
で
吉
原
の

み
に
売
春
業
を
営
む
特
権
を
与
え
、
江

戸
市
内
の
性
的
秩
序
を
維
持
す
る
と
い

う
役
割
を
担
わ
せ
た
の
で
す
。
こ
の
よ

う
に
江
戸
幕
府
は
、
特
定
の
町
や
集
団

に
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
与
え
、
特
権
を

認
め
る
こ
と
で
、
社
会
全
体
を
統
治
し

て
い
ま
し
た
。

　

公
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
吉
原
遊
郭

は
、
経
済
面
で
も
社
会
の
シ
ス
テ
ム
に

し
っ
か
り
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

遊
女
屋
は
寺
社
名
目
金
貸
付
と
い
う
、

幕
府
の
後
ろ
盾
が
あ
る
金
貸
し
か
ら
多

額
の
融
資
を
受
け
、
ま
た
、
収
益
の
一

部
を
上
納
金
と
し
て
幕
府
に
納
め
て
い

た
の
で
す
。
1
8
6
8
年
（
明
治
元
）
に

東
京
府
が
江
戸
町
奉
行
所
機
構
を
引
き

継
い
だ
時
期
の
史
料
を
見
る
と
、
旧
町

奉
行
所
や
東
京
府
の
金
銭
収
入
の
12
％

を
遊
女
屋
上
納
金
が
占
め
て
い
ま
す
。

売
春
業
は
、
非
常
に
重
要
な
資
金
源
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。

凄
惨
を
極
め
た

遊
女
た
ち
の
境
遇

　

役
と
特
権
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
た

の
は
遊
女
屋
で
あ
っ
て
、
遊
女
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
遊
女
た
ち
は
、
農
村
の
口

減
ら
し
や
、
親
の
借
金
の
カ
タ
な
ど
と

し
て
、
牛
や
馬
の
よ
う
に
売
買
さ
れ
、

一
方
的
に
性
的
搾
取
を
さ
れ
る
存
在
で

し
た
。
新
吉
原
に
は
、
時
代
に
よ
っ
て

３
０
０
０
人
か
ら
５
０
０
０
人
の
遊
女

が
い
ま
し
た
が
、
大た
ゆ
う夫

と
か
呼よ

び
だ
し出

な
ど

と
い
わ
れ
る
高
級
遊
女
は
ご
く
わ
ず
か

で
し
た
。

　

18
世
紀
終
わ
り
ご
ろ
に
な
る
と
、
新

吉
原
は
さ
ら
に
下
層
化
、
大
衆
化
し
て

い
き
ま
す
。
遊
女
屋
の
経
営
は
次
第
に

厳
し
く
な
り
、「
遊
女
大
安
売
り
」
を
打

ち
出
す
な
ど
、
遊
女
た
ち
の
置
か
れ
て

い
る
環
境
は
よ
り
劣
悪
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
高
級
遊
女
を
目
指
し
て
生
き

抜
こ
う
と
す
る
遊
女
も
い
ま
し
た
が
、

19
世
紀
以
降
、
吉
原
で
は
反
抗
す
る
遊

女
に
よ
る
放
火
が
頻
発
し
ま
す
。

　

１
８
４
９
年
（
嘉
永
2
）
に
、
梅
本
屋

の
遊
女
16
人
が
共
謀
し
た
放
火
未
遂
事

件
が
起
き
ま
し
た
。
彼
女
た
ち
は
付
け

火
を
し
、
鎮
火
の
騒
ぎ
に
紛
れ
て
名
主

役
宅
に
駆
け
込
ん
で
経
営
者
の
非
道
を

訴
え
、
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
し
て
裁

き
を
受
け
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ
の

と
き
の
調
書
の
な
か
に
、
遊
女
が
書
い

た
覚
え
帳
と
い
う
日
記
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
は
、
腐
っ
た
ご
飯
し
か
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（注）マリア・ルス号事件

1872年（明治5）、修理のため横浜港に寄港したペルー国船「マリア・ルス号」から奴隷
状態に置かれていた清国人苦力（クーリー）が逃げ出して助けを求め、裁判となる。苦力
は解放されたが、裁判では日本国内の奴隷売買として遊女・娼妓の例が指摘された。

「古今名婦伝 万治高尾」
歌川豊国（3世）
万治高尾は二代目高尾太夫と
される。太夫とは美貌と教養を
兼ね備えた最高位の遊女に与
えられる称号。傍らの童女は遊
女の身の回りの世話をする禿

（かむろ）（国立国会図書館蔵）
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食
べ
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
と
か
、
瀕
死

に
な
る
ほ
ど
の
折せ
っ
か
ん檻
を
受
け
た
と
い
っ

た
凄
惨
な
日
常
が
、
遊
女
自
身
の
話
し

言
葉
で
赤
裸
々
に
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

吉
原
で
は
、
仕
置
き
は
必
要
な
も
の
と

い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
で
あ
り
、
遊

女
た
ち
は
時
に
暴
力
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。

芸
娼
妓
解
放
令
が

も
た
ら
し
た
も
の

　

吉
原
遊
郭
の
状
況
を
大
き
く
変
え
た

の
が
、
１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
10
月
に

発
令
さ
れ
た
芸げ
い
し
ょ
う
ぎ

娼
妓
解
放
令
で
す
。
こ

の
年
に
起
き
た
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件

（
注
）
に
関
す
る
国
際
裁
判
で
、
日
本
の

芸
妓
、
娼
妓
が
人
身
売
買
に
あ
た
る
と

指
摘
を
受
け
た
明
治
政
府
が
、
国
際
世

論
を
考
慮
し
て
急
き
ょ
講
じ
た
対
策
で
、

人
身
売
買
を
禁
止
し
、
遊
女
を
解
放
す

る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。
新
政
府

は
、
近
代
国
家
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
時

期
で
も
あ
り
、
役
と
特
権
に
守
ら
れ
た

古
い
体
制
を
壊
し
た
い
と
の
意
向
も
働

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

突
然
の
解
放
令
に
よ
っ
て
、
３
０
０

０
人
以
上
の
遊
女
が
一
気
に
解
放
さ
れ
、

吉
原
は
大
混
乱
に
陥
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
明
治
政
府
は
、
売
春
自
体
を
な
く

す
つ
も
り
な
ど
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。「
遊
女
と
は
売
春
を
強
い
ら
れ

る
者
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
思
で
性
を

売
る
主
体
で
あ
る
」
と
定
義
し
直
す
こ

と
で
、
売
春
が
人
身
売
買
で
は
な
い
と

い
う
体
裁
を
整
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た

の
で
す
。
結
局
、
吉
原
を
出
た
ほ
と
ん

ど
の
遊
女
た
ち
は
、〈
本
人
の
意
思
に
よ

っ
て
〉
と
い
う
建
前
で
再
び
吉
原
に
売

り
戻
さ
れ
、
売
春
を
続
け
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

た
だ
し
、
形
だ
け
で
も
主
体
性
を
認

め
ら
れ
た
こ
と
で
、
自
分
の
意
思
を
も

っ
て
行
動
す
る
遊
女
は
た
し
か
に
増
え

ま
し
た
。「
か
し
く
」
と
い
う
遊
女
は
、

解
放
令
を
機
に
な
じ
み
の
若
者
と
結
婚

す
る
か
ら
解
放
し
て
ほ
し
い
と
身
元
引

受
人
に
願
い
出
て
拒
絶
さ
れ
、
じ
か
に

役
所
に
嘆
願
し
、
は
っ
き
り
と
「
か
し

く
、
遊
女
い
や
だ
申
候
」
と
訴
え
た
記

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
東
京

府
は
こ
れ
を
却
下
。
困
っ
た
か
し
く
は
、

今
度
は
深
川
の
髪
結
い
の
弟
子
、
菊
次

郎
の
も
と
へ
身
を
寄
せ
、
か
し
く
と
菊

次
郎
の
連
名
で
再
び
府
に
自
訴
し
ま
す

が
、
そ
の
後
の
記
録
が
見
つ
か
ら
な
い

た
め
、
か
し
く
が
ど
う
な
っ
た
か
は
残

念
な
が
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

芸
娼
妓
解
放
令
に
よ
っ
て
一
瞬
、
希

望
の
光
が
当
た
っ
た
よ
う
に
見
え
た
遊

女
た
ち
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ

れ
ま
で
は
性
を
搾
取
さ
れ
る
存
在
だ
っ

た
彼
女
た
ち
は
、
解
放
令
を
境
に
、
自

ら
性
を
売
る
淫
ら
で
い
か
が
わ
し
い
女

と
し
て
、
社
会
の
よ
り
裏
側
へ
と
追
い

込
ま
れ
て
い
く
の
で
す
。

（
2
0
1
7
年
8
月
25
日
取
材
）

｜ASAKUSA｜Taito-ku

｜浅草｜研究

「花廓新宅細見図（はなくるわしんたくさいけんず）」廓雀堂主人
1855年（安政2）の安政大地震の2年後、復興した新吉原遊郭の案内図。中央下の「大門」から
真っすぐ延びる「仲ノ町通り」の両脇には、客を遊女屋に紹介する「引手茶屋」が並ぶ。大門に近
い大きな区画が「大見世」と呼ばれる老舗のエリア（東北大学附属図書館蔵）

「東都三十六景 吉原仲之町」
歌川広重（2代）
大門から遊郭の中央を貫く「仲
ノ町通り」の桜。満開の桜は移
植したもので、盛りを過ぎると撤
収されたという（国立国会図書
館蔵）

「東都新吉原一覧」
歌川広重（2代）
新吉原遊郭の周囲には「御歯
黒溝（おはぐろどぶ）」という堀
がめぐらされ、出入り口は大門
１カ所のみとして遊女の脱走を
防いだ（東京都立中央図書館
特別文庫室蔵）


