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【
要
約
】

平
時
に
お
け
る
軍
隊
の
立
地
と
遊
廓
と
の
関
係
性
を
解
明
す
る
た
め
︑
日
露
戦
後
期
に
愛
知
県
豊
橋
市
で
起
き
た
遊
廓
移
転
問
題
を
研
究
対
象

と
す
る
︒
豊
橋
市
で
は
︑
大
口
喜
六
市
長
が
師
団
の
誘
致
に
成
功
す
る
と
︑
市
街
地
中
心
部
に
あ
っ
た
遊
廓
を
︑
市
費
を
投
じ
て
東
郊
に
移
転
さ
せ
る
計

画
を
立
て
︑
貸
座
敷
業
者
や
反
市
長
系
会
派
の
反
対
を
制
し
て
実
施
に
移
し
た
︒
次
い
で
市
長
は
︑
師
団
と
共
存
し
う
る
都
市
に
改
造
す
る
た
め
の
道
路

整
備
事
業
を
推
進
す
る
が
︑
こ
れ
は
︑
停
車
場
・
兵
営
・
新
遊
廓
の
三
点
を
結
ぶ
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
た
︒
新
遊
廓
で
は
︑
貸
座
敷
業
態
の
比
率
が

高
か
っ
た
地
区
か
ら
移
転
し
て
き
た
業
者
ら
が
中
心
と
な
っ
て
組
合
を
組
織
し
︑
他
市
か
ら
移
転
し
て
き
た
業
者
ら
を
組
み
込
み
な
が
ら
︑
廓
内
の
秩
序

を
形
成
し
て
い
っ
た
︒
以
上
の
豊
橋
市
の
事
例
は
︑
平
時
の
軍
隊
と
遊
廓
と
の
関
係
性
を
論
じ
る
に
あ
た
り
︑
軍
隊
と
共
存
し
て
地
域
振
興
を
図
ろ
う
と

す
る
地
元
首
長
や
議
員
ら
の
動
向
を
重
視
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

史
林

一
〇
三
巻
二
号

二
〇
二
〇
年
三
月

は

じ

め

に

本
稿
は
︑
軍
隊
の
立
地
に
伴
っ
て
遊
廓
の
在
り
様
が
い
か
に
変
容
し
た
か
を
解
明
す
る
た
め
︑
第
七
師
団
所
在
地
で
あ
る
北
海
道
旭
川
町
の

事
例
を
検
討
し
た
前
稿①
に
引
き
続
き
︑
日
露
戦
後
の
軍
拡
期
に
師
団
所
在
地
と
な
っ
た
愛
知
県
豊
橋
市
に
対
象
を
移
し
て
︑
さ
ら
に
分
析
を
進

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

前
稿
で
は
︑
軍
隊
と
共
存
し
た
都
市
形
成
を
め
ざ
す
町
長
・
町
会
議
員
ら
の
動
向
が
遊
廓
問
題
を
規
定
し
た
点
を
重
視
し
︑
地
方
政
治
史
の
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中
に
こ
の
問
題
を
位
置
づ
け
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
が
遊
廓
を
町
の
税
源
と
み
な
し
た
が
た
め
︑
大
き
な
政
治
問
題
と
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
た
︒

以
上
の
政
治
史
的
視
座
と
財
源
と
し
て
の
遊
廓
と
い
う
二
点
は
︑
今
回
豊
橋
市
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
も
継
承
し
て
い
く
︒
他
方
で
︑
前
稿

で
は
停
車
場
と
師
団
を
結
ぶ
幹
線
道
路
の
形
成
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
も
の
の
︑
総
じ
て
師
団
と
共
存
す
る
た
め
の
市
街
地
改
造
が
い
か
に
行

わ
れ
︑
新
遊
廓
が
そ
こ
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
を
論
究
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
今
回
は
︑
こ
う
し
た
不
備
を
克
服
す
る

こ
と
も
目
的
と
す
る
︒

以
下
で
は
︑
豊
橋
市
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
軍
隊
立
地
と
遊
廓
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
お
け
る
本
稿
の
位

置
を
明
確
に
し
て
お
く
︒

明
治
期
の
陸
軍
は
︑
日
清
・
日
露
戦
後
の
各
時
期
に
六
個
師
団
ず
つ
増
設
し
︑
軍
備
拡
張
を
続
け
た
︒
日
露
戦
後
期
に
は
各
地
か
ら
の
誘
致

運
動
が
過
熱
す
る
中
で
︑
高
田
・
宇
都
宮
・
豊
橋
・
京
都
・
岡
山
・
久
留
米
が
師
団
新
設
地
に
選
ば
れ
た
︒
軍
隊
誘
致
に
成
功
し
た
地
元
自
治

体
は
︑
性
病
の
予
防
や
兵
士
の
性
欲
を
満
た
す
た
め
︑
遊
廓
の
新
増
設
も
併
せ
て
企
図
す
る
こ
と
が
多
く
︑
既
存
の
遊
廓
が
市
街
地
に
あ
る
場

合
は
郊
外
に
移
転
し
て
拡
張
さ
せ
る
場
合
も
あ
っ
た
︒
後
者
の
例
と
し
て
︑
右
記
六
地
点
の
う
ち
で
は
高
田
と
豊
橋
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る②
︒

も
と
よ
り
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
地
元
議
会
や
言
論
界
で
は
賛
否
両
論
が
激
突
す
る
が
︑
そ
の
論
拠
は
多
様
で
あ
り
︑
単
純
に
廃
娼
と
置
娼

と
い
う
対
抗
軸
の
み
に
は
収
斂
し
き
れ
な
い
問
題
が
多
数
包
含
さ
れ
て
い
る
︒
旭
川
の
場
合
︑
風
紀
・
教
育
面
で
の
反
対
の
ほ
か
に
︑
税
源
と

し
て
の
遊
廓
が
町
域
外
に
立
地
す
る
こ
と
へ
の
反
発
も
絡
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
一
九
〇
七
年
に
東
京
の
言
論
界
で
旭
川
の
遊
廓
問
題
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
際
︑
軍
隊
立
地
を
口
実
に
遊
廓
を
新
増
設
さ
せ
る
市

町
が
多
い
こ
と
に
批
難
が
高
ま
り
︑
そ
の
具
体
例
と
し
て
旭
川
の
他
に
高
崎
・
水
戸
・
平
・
甲
府
・
豊
橋
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た③
︒
こ
の
五
地
点

の
う
ち
師
団
規
模
の
部
隊
が
立
地
し
た
の
は
豊
橋
だ
け
で
あ
り
︑
し
か
も
新
遊
廓
地
の
確
保
に
市
費
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
批
判
の
的
と

な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
だ
け
に
豊
橋
市
は
︑
軍
隊
立
地
と
遊
廓
の
関
係
性
を
︑
市
政
動
向
も
踏
ま
え
︑
地
域
社
会
の
地
点
に
軸
足
を
据
え
て
検
討

す
る
上
で
︑
旭
川
に
続
く
格
好
の
素
材
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒

師団の立地と遊廓移転をめぐる地域社会と市政（松下）
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さ
て
︑
近
年
﹁
軍
隊
と
地
域
﹂
研
究
が
隆
盛
し
︑
師
団
や
連
隊
の
立
地
に
よ
る
都
市
社
会
の
変
容
に
関
す
る
事
例
研
究
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ

る
︒
し
か
し
︑
慰
霊
空
間④
や
将
校
団
と
地
域
教
育
・
生
活
と
の
接
点⑤
な
ど
に
主
た
る
関
心
が
向
け
ら
れ
︑
軍
隊
と
共
存
す
る
た
め
の
道
路
・
鉄

道
・
水
道
と
い
っ
た
都
市
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
ど
う
進
ん
だ
か
と
い
う
関
心
か
ら
の
研
究
は
立
ち
遅
れ
て
い
る⑥
︒
軍
隊
に
必
須
と
み
な
さ
れ
た

遊
廓
も
そ
う
し
た
都
市
装
置
の
一
つ
と
捉
え
︑
軍
隊
立
地
に
伴
う
都
市
改
造
事
業
の
全
体
的
構
図
に
位
置
づ
け
て
︑
新
増
設
や
移
転
の
問
題
を

論
じ
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
点
は
︑
先
述
し
た
と
お
り
前
稿
で
も
果
た
し
得
て
お
ら
ず
︑
今
回
は
主
た
る
問
題
関
心
の
一
つ
に
据
え
て
分
析
を

進
め
て
い
く
︒

他
方
で
︑
公
娼
制
度
や
廃
娼
運
動
を
軍
隊
衛
生
と
の
関
わ
り
で
論
じ
た
林
葉
子
の
著
書⑦
に
つ
い
て
は
︑
立
論
の
前
提
を
な
す
旭
川
町
の
廃
娼

派
の
評
価
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
前
稿
で
指
摘
し
た
︒
こ
れ
は
︑
同
書
が
新
聞
や
雑
誌
の
言
説
を
主
た
る
分
析
対
象
と
す
る
も
の
の
︑
そ
の
言

説
が
地
域
社
会
の
い
か
な
る
状
況
か
ら
発
せ
ら
れ
た
の
か
を
問
い
詰
め
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
誤
認
と
考
え
る
︒
同
書
で
は
豊
橋
に
つ
い
て
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
本
稿
の
分
析
と
直
接
交
錯
し
な
い
と
は
い
え
︑
地
域
の
実
態
解
明
を
伴
わ
な
い
言
説
分
析
の
危
う
さ
に
警
鐘
を
鳴

ら
す
意
味
で
︑
今
回
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

ま
た
︑
前
稿
で
展
開
し
た
佐
賀
朝
の
﹁
遊
廓
社
会
史
﹂
研
究⑧
の
視
角
や
方
法
に
対
す
る
批
判
は
︑
今
回
も
大
い
に
共
通
す
る
点
で
あ
る
︒
佐

賀
は
︑
分
節
化
し
た
都
市
社
会
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
遊
廓
の
実
態
解
明
の
た
め
︑
空
間
構
造
や
土
地
所
有
形
態
︑
公
権
力
に
よ
る
遊
廓
統
制

な
ど
の
精
緻
な
分
析
を
高
唱
す
る
が
︑
そ
の
一
方
で
政
治
過
程
論
を
﹁
政
局
史
﹂
と
み
な
し
て
忌
避
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
行

論
中
で
詳
述
す
る
と
お
り
︑
豊
橋
市
で
は
師
団
立
地
に
伴
う
遊
廓
移
転
や
都
市
改
造
事
業
は
す
べ
て
市
政
界
の
会
派
間
対
立
を
伴
い
な
が
ら
策

定
・
推
進
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
︑
前
稿
で
分
析
し
た
旭
川
町
の
場
合
と
同
じ
く
︑
行
政
・
議
政
機
関
の
動
向
を
組
み
込
ま
な
い
限
り
︑
そ
の

経
緯
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

逆
に
︑
明
治
前
期
か
ら
第
二
師
団
が
立
地
し
て
い
た
仙
台
市
に
お
け
る
遊
廓
移
転
問
題
を
取
り
上
げ
た
遠
城
明
雄
の
論
文⑨
の
場
合
︑
知
事
と

市
会
と
の
確
執
︑
市
会
内
で
の
自
由
党
系
と
改
進
党
系
の
対
立
︑
区
長
や
関
係
住
民
ら
の
動
向
な
ど
を
絡
め
て
︑
新
遊
廓
地
が
決
定
す
る
政
治
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過
程
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
師
団
を
内
包
し
た
仙
台
市
の
都
市
改
造
計
画
や
基
盤
整
備
事
業
の
全
体
像
の
中
に
︑
こ
の
遊
廓
移

転
問
題
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
関
心
に
立
つ
と
︑
既
存
の
遊
廓
が
兵
営
に
近
接
し
す
ぎ
て
い
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
読
み
取

れ
な
い
点
で
問
題
が
残
る
︒

こ
の
ほ
か
︑
豊
橋
市
に
師
団
が
立
地
し
た
こ
と
に
伴
う
諸
問
題
に
つ
い
て
は
︑
佃
隆
一
郎
の
一
連
の
論
稿⑩
が
あ
る
が
︑
一
九
二
〇
年
代
の
軍

縮
期
以
降
が
中
心
で
あ
り
︑
師
団
創
設
期
の
都
市
改
造
や
遊
廓
移
転
問
題
に
関
す
る
分
析
は
深
め
ら
れ
て
い
な
い
︒

な
お
︑
軍
隊
と
公
娼
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
周
知
の
よ
う
に
占
領
地
や
植
民
地
に
お
け
る
戦
時
期
の
問
題
に
関
心
が
集
中
し
︑
と
り

わ
け
軍
の
直
接
的
関
与
の
有
無
や
売
春
業
者
ら
の
動
向
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
明
治
期
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
平
時
の
衛
戍
地
で
の
状

況
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
軍
と
業
者
の
間
に
介
在
す
る
要
素
と
し
て
︑
地
元
自
治
体
の
首
長
や
議
員
と
い
っ
た
市
政
の
担
い
手
を
重
視

す
る
必
要
が
あ
る
︒
地
域
振
興
の
た
め
に
軍
隊
の
誘
致
に
努
め
︑
軍
隊
と
共
存
し
う
る
都
市
形
成
を
め
ざ
し
て
︑
彼
ら
こ
そ
が
遊
廓
の
新
設
や

増
設
を
画
策
す
る
主
体
と
し
て
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
研
究
整
理
と
批
判
を
踏
ま
え
︑
本
稿
が
日
露
戦
後
期
の
豊
橋
市
を
対
象
と
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
ま
ず
は
師
団
所
在
地
に
見

合
っ
た
都
市
改
造
事
業
が
市
長
と
与
党
会
派
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
く
中
に
︑
遊
廓
移
転
問
題
を
位
置
づ
け
て
論
じ
る
こ
と
を
前
半
の
課
題

と
す
る
︒
続
い
て
後
半
で
は
︑
市
街
地
の
既
存
の
遊
廓
か
ら
新
遊
廓
に
移
転
す
る
貸
座
敷
業
者
ら
の
動
き
を
追
跡
し
︑
新
た
に
造
出
さ
れ
た
空

間
で
ど
の
よ
う
な
業
者
間
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
の
か
を
解
明
し
て
い
く
︒

①

拙
稿
﹁
日
露
戦
後
期
の
軍
隊
立
地
と
遊
廓
を
め
ぐ
る
社
会
状
況

北
海
道
旭
川

町
の
中
島
遊
廓
設
置
反
対
問
題
を
中
心
に

﹂
︵
﹃
歴
史
学
研
究
﹄
九
六
八
号
︑
二

〇
一
八
年
︶
︒
以
下
︑
単
に
前
稿
と
呼
ぶ
︒

②

拙
著
﹃
軍
隊
を
誘
致
せ
よ

陸
海
軍
と
都
市
形
成

﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇

一
三
年
︶
︑
二
一
〇
～
二
四
二
頁
︒

③

﹁
兵
営
と
遊
廓
問
題
﹂
︵
﹃
毎
日
電
報
﹄
一
九
〇
七
年
六
月
二
一
日
︶
︒
な
お
︑

前
稿
三
〇
頁
で
も
こ
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
︒

④

本
康
宏
史
﹃
軍
都
の
慰
霊
空
間

国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち

﹄
︵
吉
川
弘
文

館
︑
二
〇
〇
二
年
︶
︒

⑤

河
西
英
通
﹃
せ
め
ぎ
あ
う
地
域
と
軍
隊

﹁
末
端
﹂
﹁
周
縁
﹂
軍
都
・
高
田
の

模
索

﹄
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︶

⑥

慰
霊
空
間
と
し
て
の
軍
都
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
本
康
宏
史
は
︑
最
新
の
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﹁
﹁
軍
都
﹂
の
形
成
と
都
市
基
盤

第
九
師
団
管
下
金
沢
の
事
例
を
中
心
に

﹂

︵
中
川
理
編
﹃
近
代
日
本
の
空
間
編
成
史
﹄
︑
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
七
年
︶
に

至
る
ま
で
多
く
の
論
稿
で
︑
鉄
道
・
道
路
・
橋
梁
の
整
備
や
堀
の
埋
め
立
て
と
い

っ
た
問
題
に
繰
り
返
し
言
及
し
︑
金
沢
市
の
都
市
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
状
況
に
ま
で

視
野
を
拡
げ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
論
稿
で
は
遊
廓
の
立
地
問
題
は
含
ま

れ
て
い
な
い
︒
他
方
で
︑
﹁
﹁
軍
都
﹂
金
沢
と
遊
廓
社
会
﹂
︵
佐
賀
朝
・
吉
田
伸
之

編
﹃
シ
リ
ー
ズ
遊
廓
社
会
�

近
世
か
ら
近
代
へ
﹄
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
四

年
︶
で
は
松
ヶ
枝
遊
廓
移
転
を
め
ぐ
る
市
会
論
議
も
紹
介
し
て
い
る
が
︑
こ
の
論

文
の
場
合
は
逆
に
︑
金
沢
市
全
般
の
都
市
改
造
計
画
の
中
で
こ
の
移
転
問
題
が
ど

う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
は
不
分
明
で
あ
る
︒

⑦

林
葉
子
﹃
性
を
管
理
す
る
帝
国

公
娼
制
度
下
の
﹁
衛
生
﹂
問
題
と
廃
娼
運
動

﹄
︵
大
阪
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
七
年
︶
︒

⑧

佐
賀
朝
﹁
序
文
﹂
︵
前
掲
﹃
シ
リ
ー
ズ
遊
廓
社
会
�

近
世
か
ら
近
代
へ
﹄
︶
︑
同

﹁
近
代
遊
廓
社
会
史
研
究
の
課
題
と
展
望

﹃
シ
リ
ー
ズ
遊
廓
社
会
�
﹄
を
素
材

に
考
え
る

﹂
︵
﹃
部
落
問
題
研
究
﹄
二
一
一
号
︑
二
〇
一
五
年
︶
な
ど
︒

⑨

遠
城
明
雄
﹁
明
治
期
の
仙
台
市
に
お
け
る
遊
廓
移
転
問
題
と
都
市
社
会
﹂
︵
﹃
空

間
・
社
会
・
地
理
思
想
﹄
二
〇
号
︑
二
〇
一
七
年
︶
︒

⑩

佃
隆
一
郎
﹁
宇
垣
軍
縮
と
〝
軍
都
・
豊
橋
〟

〝
衛
戍
地
〟
問
題
を
め
ぐ
る

﹃
豊
橋
日
日
新
聞
﹄
の
主
張

﹂
︵
﹃
愛
大
史
学
﹄
四
号
︑
一
九
九
五
年
︶
︑
同

﹁〝
国
防
〟
運
動
と
〝
軍
都
・
豊
橋
〟

青
年
軍
事
教
練
・
山
東
出
兵
と
﹃
豊
橋

日
日
新
聞
﹄

﹂
︵
﹃
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
紀
要
﹄
一
〇
七
号
・
一
〇
八
号
︑

一
九
九
七
年
︶
︑
同
﹁
東
海
軍
都
論

豊
橋
と
︑
関
連
し
て
の
名
古
屋
・
浜
松

﹂

︵
河
西
英
通
編
﹃
地
域
の
な
か
の
軍
隊
�

中
部

列
島
中
央
の
軍
事
拠
点
﹄
︵
吉

川
弘
文
館
︑
二
〇
一
四
年
︶
な
ど
︒

一

豊
橋
市
の
師
団
立
地
と
遊
廓
移
転
問
題

�

豊
橋
市
政
と
師
団
の
立
地

近
世
に
は
三
河
吉
田
藩
の
城
下
町
で
東
海
道
屈
指
の
宿
駅
と
し
て
も
栄
え
た
吉
田
は
︑
維
新
後
は
豊
橋
と
改
称
さ
れ
︑
愛
知
県
の
一
部
に
編

入
さ
れ
た
︒
吉
田
城
址
に
は
一
八
八
五
年
に
歩
兵
第
十
八
連
隊
が
創
設
さ
れ
た
ほ
か
︑
一
八
八
八
年
に
は
官
設
鉄
道
東
海
道
線
が
開
通
し
て
豊

橋
停
車
場
が
設
け
ら
れ
た
︒
周
辺
地
帯
で
は
養
蚕
や
製
糸
が
盛
ん
で
︑
豊
橋
は
﹁
蚕
都
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
が
︑
近
代
的
工
業
の
勃
興
は
乏
し
か

っ
た
︒

豊
橋
の
実
業
界
と
町
政
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
明
治
中
期
か
ら
二
派
が
激
し
い
対
立
を
続
け
た①
︒
一
つ
は
︑
一
八
九
三
年
の
豊
橋
商
業
会
議
所
の

設
立
や
翌
年
の
豊
橋
米
麦
取
引
所
の
創
設
に
尽
力
し
︑
そ
れ
ら
の
役
員
に
就
い
た
三
浦
碧
水
を
中
心
と
す
る
一
派
で
あ
る
︒
彼
ら
は
公
同
会
と
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い
う
実
業
家
団
体
を
組
織
し
た
の
で
︑
公
同
派
あ
る
い
は
同
志
派
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
も
う
一
つ
は
︑
商
工
品
陳
列
館
・
商
業

学
校
・
豊
橋
ホ
テ
ル
等
を
運
営
し
た
遠
藤
安
太
郎
を
中
心
と
す
る
一
派
で
︑
一
八
九
八
年
五
月
に
豊
橋
実
業
談
話
会
を
結
成
し
た
の
で
実
業
派

と
呼
ば
れ
た
︒

両
会
は
︑
元
来
は
実
業
家
団
体
で
あ
っ
た
が
︑
自
由
民
権
期
以
来
の
豊
橋
で
の
政
治
対
立
が
こ
れ
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
く
︒
ま
ず
︑
三

浦
碧
水
は
改
進
党
と
結
び
︑
一
八
九
二
年
一
〇
月
に
愛
知
県
会
議
員
︑
一
八
九
四
年
三
月
に
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
し
て
い
る
︒
三
浦
の
股
肱

の
大
口
喜
六
も
一
八
九
三
年
に
改
進
党
に
入
党
し
て
お
り
︑
こ
れ
以
後
も
公
同
派
︵
同
志
派
︶
は
︑
中
央
政
界
で
の
改
進
党
・
憲
政
本
党
・
立

憲
国
民
党
系
の
市
政
団
体
と
し
て
存
立
し
た
︒
対
す
る
遠
藤
安
太
郎
は
︑
自
ら
が
政
界
に
出
る
こ
と
は
好
ま
な
か
っ
た
が
︑
政
治
面
で
は
生
粋

の
自
由
党
員
の
近
藤
寿
市
郎②
と
結
ん
で
公
同
派
に
対
抗
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
以
後
︑
実
業
派
は
︑
自
由
党
・
憲
政
党
・
政
友
会
と
連
な
る

中
央
政
党
の
地
方
支
部
的
な
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

こ
う
し
た
対
立
は
︑
そ
の
ま
ま
豊
橋
の
言
論
界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
︒
公
同
派
は
︑
三
浦
碧
水
の
甥
が
経
営
す
る
﹃
参
陽
新
報
﹄
を
機
関

紙
と
し
て
刊
行
し
た
︒
一
方
の
実
業
派
は
︑
一
九
〇
二
年
八
月
よ
り
﹃
新
朝
報
﹄
と
題
す
る
新
聞
を
刊
行
す
る
が
︑
こ
ち
ら
は
遠
藤
安
太
郎
の

義
弟
の
遠
藤
長
三
郎
や
近
藤
寿
市
郎
が
経
営
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
て
豊
橋
の
地
方
紙
の
政
治
色
も
︑
完
全
に
二
分
さ
れ
た
の
で
あ

る③
︒両

派
の
対
立
は
︑
初
代
町
長
に
三
浦
碧
水
が
選
ば
れ
た
ほ
か
︑
後
継
者
の
大
口
喜
六
が
一
九
〇
二
年
八
月
か
ら
長
く
町
長
を
務
め
る
な
ど
︑

同
志
派
の
優
位
の
も
と
で
推
移
し
た
︒
お
り
か
ら
両
派
は
市
制
施
行
問
題
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
対
立
し
た
︒
実
業
派
が
時
期
尚
早
を
唱
え
た
の

に
対
し
︑
同
志
派
の
大
口
町
長
は
熱
心
に
こ
れ
を
推
進
し
︑
東
隣
の
豊
岡
村
と
西
隣
の
花
田
村
を
合
併
し
た
上
で
︑
一
九
〇
六
年
八
月
一
日
に

市
制
施
行
が
実
現
し
た
︒
な
お
︑
旧
来
の
豊
橋
町
域
は
三
四
か
町
か
ら
構
成
さ
れ
︑
こ
れ
ら
を
大
字
と
称
し
て
い
た
が
︑
合
併
し
た
旧
豊
岡
村

部
分
に
は
岩
田
・
飯
村
・
岩
崎
・
瓦
町
・
東
田
・
三
ノ
輪
の
六
大
字
が
置
か
れ
︑
旧
花
田
村
は
単
独
で
大
字
を
構
成
し
た
の
で
︑
合
計
四
一
大

字
と
な
っ
た④
︒
同
年
末
時
点
で
豊
橋
市
の
戸
数
は
九
九
〇
〇
戸
︑
人
口
は
三
万
七
六
三
五
人
を
数
え
た
︒
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市
制
施
行
後
の
一
九
〇
六
年
一
〇
月
に
は
初
め
て
の
市
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
た
︒
定
員
三
〇
名
の
と
こ
ろ
︑
実
業
派
は
近
藤
寿
市
郎
が
主

唱
者
と
な
っ
て
豊
橋
市
民
会
を
結
成
し⑤
︑
二
八
名
の
候
補
者
を
推
薦
し
た
︒
対
す
る
同
志
派
も
同
数
の
二
八
名
を
推
薦
し
て
対
抗
し⑥
︑
結
局
一

六
対
九
の
大
差
で
同
志
派
が
勝
利
し
た
︒
こ
れ
を
受
け
て
大
口
喜
六
が
初
代
市
長
に
選
出
さ
れ
︑
町
長
時
代
に
引
き
続
い
て
行
政
の
中
枢
を
担

う
こ
と
に
な
っ
た⑦
︒

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
日
露
戦
後
の
軍
拡
期
に
あ
た
っ
て
お
り
︑
東
海
道
筋
に
も
一
個
師
団
が
新
設
さ
れ
る
と
の
観
測
か
ら
︑
沼
津
・
浜

松
・
岐
阜
な
ど
が
敷
地
献
納
を
願
い
出
て
誘
致
運
動
を
展
開
し
て
い
た
︒
豊
橋
市
も
師
団
所
在
地
へ
の
昇
格
を
狙
い
︑
大
口
市
長
を
中
心
に
誘

致
運
動
を
開
始
し
た
︒
一
九
〇
七
年
二
月
一
七
日
に
市
参
事
会
員
・
市
会
議
員
・
各
大
字
総
代
協
議
会
が
開
か
れ
て
師
団
設
置
期
成
同
盟
会
が

結
成
さ
れ
︑
﹁
金
額
拾
万
円
を
限
度
と
し
寄
附
す
る
の
決
心
を
以
て
請
願
を
進
行
す
る
こ
と
﹂
が
決
議
さ
れ
て
い
た⑧
︒
九
名
の
常
務
委
員
に
は
︑

神
戸
小
三
郎
・
中
村
東
十
・
長
坂
浅
次
郎
ら
同
志
派
の
有
力
市
議
が
名
を
連
ね
る
が
︑
実
業
派
領
袖
の
横
田
善
十
郎
も
選
出
さ
れ
て
い
る
︒
実

業
派
の
政
治
団
体
で
あ
る
豊
橋
市
民
会
は
︑
﹁
該
問
題
に
付
て
は
市
民
一
致
の
歩
調
を
取
り
全
力
を
注
が
ん
﹂
こ
と
を
決
議
し
て
お
り⑨
︑
師
団

誘
致
と
い
う
点
で
は
両
派
の
意
向
は
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

陸
軍
省
で
は
全
国
各
地
の
視
察
を
踏
ま
え
て
新
衛
戍
地
の
選
定
を
進
め
て
お
り
︑
一
九
〇
七
年
三
月
下
旬
に
は
確
定
し
た⑩
︒
豊
橋
に
は
第
十

五
師
団
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
加
え
て
騎
兵
旅
団
も
併
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
吉
田
城
址
に
は
既
に
歩
兵
一
個
連
隊
が
立
地
し
て
い

た
が
︑
師
団
所
在
地
と
な
る
と
も
う
一
個
連
隊
が
必
要
で
︑
さ
ら
に
師
団
司
令
部
や
特
科
部
隊
︵
騎
兵
・
砲
兵
・
工
兵
・
輜
重
兵
︶
の
配
備
も
必

要
と
な
る
︒
こ
れ
ら
新
設
部
隊
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
市
街
地
南
郊
の
高
師
村
に
敷
地
を
確
保
し
て
立
地
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
う
し
て
師
団
の
誘
致
に
成
功
し
た
も
の
の
︑
献
金
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
翌
年
大
き
な
政
治
争
点
と
な
っ
た
︒
大
口
市
長
は
期
成
同
盟
会
の

決
議
に
従
っ
て
一
〇
万
円
余
の
市
債
︵
三
か
年
償
還
の
公
借
金
︶
を
起
こ
し
て
敷
地
を
買
収
し
︑
陸
軍
省
に
献
納
す
る
案
を
一
九
〇
八
年
一
月
の

市
会
に
提
出
し
た
︒
し
か
し
︑
た
と
え
ば
一
九
〇
七
年
度
の
豊
橋
市
の
当
初
予
算
が
五
万
一
一
三
六
円
余
で
あ
っ
た⑪
こ
と
と
比
較
し
て
み
て
も
︑

年
間
総
予
算
の
二
年
分
近
い
公
債
を
敷
地
献
納
の
た
め
に
募
集
す
る
と
い
う
の
は
︑
き
わ
め
て
過
重
な
負
担
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る⑫
︒
そ
れ
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だ
け
に
︑
実
業
派
は
市
民
の
負
担
が
増
大
す
る
と
し
て
反
対
し
た
が
︑
同
志
派
が
多
数
を
占
め
る
市
会
で
は
こ
れ
を
難
な
く
可
決
し
た
︒

そ
の
後
︑
道
路
整
備
事
業
な
ど
で
他
に
も
起
債
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
大
口
市
長
は
︑
陸
軍
省
と
折
衝
し
て
一
部
の
土
地
を
四
万
円
で
同
省

が
買
い
上
げ
︑
残
り
を
市
が
無
償
譲
渡
す
る
案
に
修
正
す
る
こ
と
に
成
功
し
た⑬
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
案
が
五
月
の
愛
知
県
参
事
会
に
出
さ
れ
て

く
る
と
︑
市
有
地
の
無
償
譲
渡
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
の
時
期
の
県
参
事
会
で
は
政
友
会
が
多
数
を
占
め
て
お

り
︑
非
政
友
系
の
大
口
市
長
が
進
め
る
施
策
に
対
す
る
掣
肘
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た⑭
︒
六
月
に
入
る
と
豊
橋
で
も
遠
藤
安
太
郎
・
横
田

善
十
郎
・
近
藤
寿
市
郎
ら
実
業
派
が
市
民
大
会
を
開
い
て
献
納
問
題
を
非
難
す
る
な
ど⑮
︑
県
・
市
の
政
友
会
勢
力
が
呼
応
し
合
っ
て
大
口
市
政

へ
の
批
判
を
展
開
し
て
い
た
︒
そ
こ
で
大
口
市
長
は
再
び
陸
軍
省
と
折
衝
を
重
ね
︑
敷
地
全
部
を
四
万
円
で
陸
軍
省
が
買
い
取
る
形
に
変
更
し

て
︑
よ
う
や
く
八
月
に
結
着
を
み
た
︒
し
か
し
︑
一
〇
万
円
余
の
市
債
で
買
収
し
た
土
地
を
四
万
円
で
譲
渡
す
る
こ
と
は
︑
市
長
の
政
治
責
任

も
問
わ
れ
か
ね
ず
︑
実
業
派
側
は
﹁
所
謂
遠
藤
派
の
勝
利⑯
﹂
な
ど
と
快
哉
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

�

都
市
改
造
と
遊
廓
移
転
問
題

次
に
︑
師
団
誘
致
成
功
の
確
報
が
流
れ
た
時
点
に
立
ち
戻
り
︑
師
団
所
在
地
に
見
合
っ
た
都
市
に
改
造
す
る
た
め
の
基
盤
整
備
事
業
の
展
開

に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

大
口
市
政
に
敵
対
し
て
い
た
実
業
派
と
い
え
ど
も
師
団
誘
致
運
動
に
は
参
画
し
て
お
り
︑
一
九
〇
七
年
三
月
下
旬
に
師
団
設
置
が
確
定
す
る

と
︑
機
関
紙
﹃
新
朝
報
﹄
は
﹁
師
団
来
る⑰
﹂
と
題
し
て
こ
れ
を
歓
迎
す
る
論
説
を
載
せ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
今
後
具
体
的
に
必
要
と
さ
れ
る
都

市
基
盤
の
整
備
事
業
と
し
て
︑
⑴
豊
橋
停
車
場
の
拡
張
︑
⑵
中
心
地
に
あ
る
貸
座
敷
の
移
転
︑
⑶
周
辺
町
村
の
合
併
︑
⑷
停
車
場
・
師
団
等
を

結
ぶ
幹
線
道
路
の
開
設
の
四
点
を
挙
げ
て
い
た
︒
⑶
を
除
け
ば
︑
本
稿
が
関
心
を
寄
せ
る
市
街
地
の
改
造
に
関
わ
る
問
題
ば
か
り
で
あ
り
︑
以

下
で
は
こ
の
論
説
を
手
が
か
り
に
︑
⑴
・
⑵
・
⑷
の
順
に
検
討
を
加
え
て
い
く
︒

東
海
道
線
の
豊
橋
停
車
場
の
規
模
や
構
造
が
︑
師
団
所
在
地
と
し
て
は
狭
小
に
過
ぎ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
点
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
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典拠：『札木町四百年史』、157頁。

札木 上伝馬

芸妓置屋 11軒 3軒

置屋席貸兼業 1 10

貸座敷 9 8

料理店 8 12

芸妓数 38人 31人

娼妓数 47 114

表� 札木・上伝馬の貸座敷等

（1893年）

実
業
派
の
実
業
談
話
会
は
︑
一
九
〇
七
年
五
月
二
二
日
の
総
会
で
豊
橋
停
車
場
の
拡
張
要
求
を
議
決

し
︑
鉄
道
庁
に
請
願
し
て
い
た⑱
︒
陸
軍
省
内
に
お
い
て
も
︑
﹁
其
規
模
狭
小
ニ
シ
テ
此
等
軍
隊
ニ
応
ス

ル
用
兵
上
ノ
素
質
ヲ
完
備
シ
居
ラ
ス
﹂
と
の
第
十
五
師
団
長
の
意
見
を
受
け
︑
一
九
〇
八
年
六
月
に

寺
内
正
毅
陸
相
名
で
豊
橋
停
車
場
の
拡
張
を
後
藤
新
平
逓
相
に
要
請
し
て
い
た⑲
︒
実
際
に
後
藤
逓
相

か
ら
計
画
が
提
示
さ
れ
︑
拡
張
に
向
け
て
動
き
出
す
の
は
二
年
後
の
こ
と
で
︑
竣
工
は
さ
ら
に
後
年

の
一
九
一
六
年
三
月
に
ず
れ
こ
む
が
︑
と
も
あ
れ
師
団
設
置
前
は
構
内
線
路
一
マ
イ
ル
三
〇
チ
ェ
ー

ン
︵
約
二
二
一
三
メ
ー
ト
ル
︶
︑
坪
数
七
一
二
六
坪
余
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
︑
拡
張
後
は
線
路
四
マ

イ
ル
三
九
チ
ェ
ー
ン
︵
約
七
二
二
二
メ
ー
ト
ル
︶
︑
坪
数
二
万
三
九
〇
二
坪
へ
と
一
新
さ
れ
た
の
で
あ
る⑳
︒

次
に
貸
座
敷
の
移
転
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
近
世
の
吉
田
宿
で
は
中
心
部
の
札
木
︵
ふ
だ
ぎ
︶
町
に
本
陣
が
置
か
れ
た
ほ
か
︑
札
木
町
と
そ
れ

に
連
な
る
上
伝
馬
︵
か
み
で
ん
ま
︶
町
に
旅
籠
が
集
中
し
︑
飯
盛
女
が
多
数
置
か
れ
て
い
た
︒
維
新
後
の
一
八
七
六
年
に
愛
知
県
は
︑
札
木
・

上
伝
馬
を
席
貸
︵
貸
座
敷
︶
の
公
許
地
に
指
定
し
︑
両
町
が
豊
橋
の
遊
廓
地
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
旧
城
址
に
歩
兵
連
隊
が
立
地
し
た
が
︑
上

伝
馬
育
ち
の
山
本
松
二
は
︑
松
方
デ
フ
レ
期
で
倒
産
す
る
貸
座
敷
も
多
か
っ
た
だ
け
に
︑
連
隊
設
置
で
両
町
は
﹁
幾
分
済
わ
れ
た
﹂
と
回
顧
し

て
い
る㉑
︒
山
本
は
さ
ら
に
︑
札
木
で
は
将
校
の
み
を
客
と
し
︑
兵
士
は
登
楼
し
な
か
っ
た
と
も
記
し
︑
両
町
の
間
で
客
筋
の
違
い
が
あ
っ
た
こ

と
も
示
唆
し
て
い
る㉒
︒

こ
の
回
顧
に
あ
る
札
木
と
上
伝
馬
の
相
違
は
︑
統
計
上
で
も
確
認
で
き
る
︒
表
�
は
一
八
九
三
年
に
お
け
る
両
町
の
業
態
別
の
数
値
で
あ
る
︒

芸
妓
置
屋
は
札
木
で
多
い
の
に
対
し
︑
席
貸
兼
業
者
も
貸
座
敷
に
含
め
る
と
︑
上
伝
馬
で
の
貸
座
敷
数
の
多
さ
が
顕
著
と
な
る
︒
こ
の
こ
と
は

芸
娼
妓
数
で
も
明
ら
か
で
︑
両
町
の
娼
妓
の
七
割
は
上
伝
馬
に
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
特
質
が
︑
後
に
新
遊
廓
へ
の
移
転
命
令
が
出
た
際
︑

両
町
の
対
応
に
大
き
な
違
い
が
生
じ
る
要
因
と
な
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
山
本
の
回
顧
に
も
あ
る
と
お
り
︑
豊
橋
の
両
廓
の
遊
客
に
は
歩
兵
連
隊
の
将
兵
が
一
定
の
割
合
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
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る
︒
日
露
戦
中
は
部
隊
が
動
員
さ
れ
て
不
振
に
陥
っ
た
も
の
の
︑
終
結
後
は
﹁
後
備
聯
隊
の
凱
旋
以
来
豊
橋
の
花
柳
界
は
景
気
頗
る
よ
く
︑
引

続
き
各
妓
楼
料
理
店
は
毎
夜
非
常
に
繁
忙
を
極
め㉓
﹂
と
い
っ
た
回
復
ぶ
り
が
報
じ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
一
九
〇
七
年
三
月
に
豊
橋
が

師
団
所
在
地
に
昇
格
す
る
こ
と
が
決
ま
る
と
︑
市
街
地
中
心
部
に
遊
廓
が
存
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
︒
平
時
編
制
の
定
員
は
歩
兵
一

個
連
隊
だ
と
約
一
八
〇
〇
人
で
あ
る
が
︑
師
団
と
も
な
れ
ば
約
六
〇
〇
〇
人
に
膨
れ
あ
が
る㉔
︒
し
か
も
豊
橋
に
は
騎
兵
旅
団
ま
で
併
設
さ
れ
る

だ
け
に
︑
将
兵
の
利
用
を
当
て
込
ん
で
市
街
地
中
心
部
で
遊
廓
が
膨
張
す
る
こ
と
は
風
紀
上
か
ら
問
題
視
さ
れ
た
︒
前
掲
の
﹃
新
朝
報
﹄
の
論

説
﹁
師
団
来
る
﹂
は
︑
﹁
汚
穢
な
る
遊
廓
を
全
市
の
中
枢
に
位
置
せ
し
む
る
が
如
き
は
︑
市
の
体
面
を
害
﹂
す
る
と
ま
で
述
べ
︑
﹁
今
や
師
団
来

る
此
機
に
際
し
︑
遊
廓
を
市
の
一
隅
に
斥
く
る
﹂
べ
き
と
激
し
い
筆
致
で
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
点
の
認
識
は
︑
大
口
市
長
の
側
で
も
一
致
し
て
い
た
︒
大
口
市
長
は
︑
深
野
一
三
知
事
と
連
携
し
つ
つ
︑
一
九
〇
七
年
七
月
頃
に
東
部

の
大
字
東
田
に
市
が
敷
地
を
確
保
し
︑
札
木
・
上
伝
馬
の
貸
座
敷
を
そ
こ
へ
移
転
さ
せ
る
計
画
を
推
し
進
め
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
両
町
の
貸
座

敷
業
者
ら
は
い
っ
せ
い
に
反
発
を
強
め
︑
遊
廓
移
転
問
題
が
に
わ
か
に
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

大
口
市
長
は
ま
ず
こ
の
計
画
を
市
会
議
員
の
宮
川
算
造
と
花
井
彦
次
に
漏
ら
し
て
協
力
を
求
め
た
︒
彼
ら
は
共
に
貸
座
敷
業
者
で
︑
宮
川
は

札
木
で
新
菊
岡
︑
花
井
は
上
伝
馬
で
泉
木
屋
を
営
ん
で
い
た
︒
し
か
し
︑
と
り
わ
け
札
木
で
は
業
者
ら
が
激
昂
し
︑
﹁
宮
川
は
貸
座
敷
同
業
者

の
尽
力
に
よ
り
市
会
議
員
に
出
し
た
る
も
の
な
る
に
︑
右
の
状
態
に
て
は
反
つ
て
貸
座
敷
同
業
者
を
不
利
に
陥
る
ゝ
も
の㉕
﹂
と
し
て
︑
市
議
の

辞
職
勧
告
を
行
う
ま
で
に
至
っ
て
い
た
︒
豊
橋
で
は
町
︵
大
字
︶
が
市
議
の
選
出
母
体
に
な
る
例
が
多
く
︑
前
年
一
〇
月
の
市
議
選
で
札
木
町

は
候
補
者
予
選
会
を
開
い
て
宮
川
算
造
・
伊
東
耕
一
・
織
田
清
の
三
名
を
推
薦
し㉖
︑
こ
の
う
ち
宮
川
と
織
田
が
当
選
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
開
始
さ
れ
た
貸
座
敷
業
者
ら
の
移
転
反
対
運
動
は
︑
以
下
の
三
つ
の
形
で
進
め
ら
れ
た
︒

ま
ず
︑
山
本
松
二
に
よ
る
﹁
遊
廓
移
転
尚
早
論
﹂
が
﹃
新
朝
報
﹄
紙
面
に
掲
げ
ら
れ
た㉗
︒
山
本
は
他
市
で
も
遊
廓
が
中
心
部
に
あ
っ
た
り
国

道
に
面
し
た
り
し
て
い
る
例
は
多
数
あ
る
と
述
べ
︑
郊
外
に
移
転
さ
せ
る
と
中
心
部
に
私
娼
が
増
加
し
︑
か
え
っ
て
風
教
上
の
問
題
が
生
じ
る

と
論
じ
て
い
る
︒
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第
二
に
︑
業
者
ら
は
七
月
三
〇
日
付
け
で
深
野
知
事
宛
て
の
陳
情
書
を
作
成
し
た㉘
︒
こ
こ
で
は
山
本
の
所
論
と
同
じ
く
︑
他
市
の
事
例
や
私

娼
増
加
の
危
惧
を
説
く
ほ
か
︑
移
転
費
用
が
莫
大
な
も
の
に
な
る
こ
と
に
も
反
発
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
札
木
町
一
七
〇
余
戸
の
う
ち
貸
座
敷

は
二
六
戸
︑
上
伝
馬
町
は
二
〇
〇
余
戸
の
う
ち
三
四
戸
で
︑
現
在
の
指
定
地
に
お
い
て
も
貸
座
敷
の
数
を
増
や
す
余
地
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た
︒

第
三
に
︑
業
者
総
代
と
し
て
札
木
の
丸
地
菊
治
︵
花
屋
︶
︑
神
藤
伝
蔵
︵
松
岡
︶
︑
上
伝
馬
の
西
村
東
一
郎
︵
伊
東
屋
︶
︑
村
田
儀
作
︵
山
村
屋
︶

の
四
名
が
八
月
一
〇
日
に
知
事
に
面
会
し
て
陳
情
し
た㉙
︒
そ
の
陳
情
書
に
は
︑
市
会
議
員
の
中
に
も
移
転
反
対
者
が
一
三
名
も
い
る
と
記
し
︑

そ
の
氏
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る㉚
︒
さ
ら
に
︑
貸
座
敷
業
者
で
も
あ
る
宮
川
算
造
・
花
井
彦
次
も
反
対
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
市
議
の
半
数
は
移
転
に

反
対
し
て
い
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
論
拠
だ
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
市
政
界
と
遊
廓
移
転
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
表
�
に
市
議
三
〇
名
を
党
派
別
に
分
け
︑
移

転
反
対
者
一
三
名
に
○
印
を
付
し
た
も
の
を
作
成
し
た
︒
ま
ず
︑
同
志
派
一
六
名
の
う
ち
大
半
の
一
二
名
は
移
転
に
賛
成
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑

四
名
だ
け
反
対
し
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
山
田
七
平
は
﹁
自
分
の
妾
に
貸
座
敷
を
営
ま
せ
居
る㉛
﹂
と
い
う
事
情
が

伏
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
反
市
長
系
紙
の
情
報
だ
け
に
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
慎
ん
で
お
き
た
い
︒
他
方
で
︑
同
志
派
の
う
ち
特
に
織

田
清
が
賛
成
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
︒
織
田
は
札
木
町
で
写
真
屋
を
営
ん
で
い
て
貸
座
敷
業
者
で
は
な
い
が
︑
前
述
し
た
と
お
り
札
木

町
か
ら
推
薦
さ
れ
て
市
議
に
当
選
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
大
口
市
長
の
股
肱
と
も
言
わ
れ
る
同
志
派
の
重
鎮
だ
け
に
︑
選
出
母

体
で
あ
る
札
木
町
の
貸
座
敷
業
者
ら
の
利
益
要
求
よ
り
も
︑
市
長
の
施
策
を
推
進
す
る
立
場
を
優
先
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
実
業
派
は
九
名
の
う
ち
八
名
が
反
対
し
て
い
た
︒
前
述
し
た
実
業
派
系
紙
﹃
新
朝
報
﹄
の
論
調
か
ら
す
れ
ば
︑
彼
ら
の
中
か
ら
移
転

賛
成
者
が
出
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒
そ
れ
で
も
会
派
を
挙
げ
て
反
対
し
て
い
た
の
は
︑
貸
座
敷
業
者
ら
の
運
動
が
大
口
市
政
へ
の
批
判
と
し

て
激
化
し
て
き
た
た
め
︑
そ
れ
を
媒
介
す
る
政
治
主
体
と
な
る
こ
と
を
選
択
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
遊
廓
問
題
と
い
え
ど
も
市
政
界
の
会
派
対
立

の
中
で
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
実
業
派
の
側
で
は
影
山
愛
蔵
だ
け
が
反
対
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
︒
影
山

は
遊
廓
移
転
予
定
地
を
含
む
大
字
東
田
に
居
住
し
︑
か
つ
て
村
長
や
郡
会
議
員
の
職
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る㉜
︒
遊
廓
が
立
地
す
る
と
周
辺
地
域
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派 級 市議名 反対者 居住地 職業

同
志
派

1

福谷元次 中八町 紙商

山田七平 ○ 駅前 運送、旅館

伊東米作 萱町 質商

浅井常三 花園町 医師

2

中村東十 船町 煉瓦土管商

三浦多吉 曲尺手町 古物商

若杉房次郎 ○ 湊町 菓子商

住野三代蔵 ○ 旧花田村 農業

3

岩瀬駒次郎 旧豊岡村（岩田） 農業

神戸小三郎 曲尺手町 銅鉄物商

織田清 札木町 写真屋

長坂浅次郎 ○ 旧豊岡村（飯村） 農業

中林登平 松葉町 米穀商

丸地栄次郎 旭町 農業

平山季人 旭町 農業

伊東次七 中世古町 元助役

実
業
派

1 山本潤 ○ 呉服町 洋物商

2

横田善十郎 ○ 本町 菓子商

榊原弁吾 ○ 駅前 運送業

高須孝 ○ 曲尺手町 酒類、味噌溜商

大橋清一 ○ 関屋町 運送、石炭商

深井正憲 ○ 中八町 写真屋

桜井祥造 ○ 中八町 弁護士

3
山本清三郎 ○ 西新町 紺屋業

影山愛蔵 旧豊岡村（東田） 旧村長・農業

無
所
属

1

小木曽吉三郎 ○ 中八町 弁護士

花井彦次 上伝馬町 貸座敷、味噌溜醸造

富田安市 札木町 書籍商

宮川算造 札木町 貸座敷

永野武三 中八町 助役

備考：会派の区分については注⑥、移転反対の市議名は注㉚を参照のこと。居

住地・職業については、『豊橋市政五十年史』44〜45頁のほか、『新朝報』

記事や『豊橋一覧』（後掲）等から可能な限り抽出して作成した。

表� 市会議員一覧と遊廓移転問題に対する反対者

師団の立地と遊廓移転をめぐる地域社会と市政（松下）

51 (315)



へ
の
経
済
的
波
及
効
果
が
期
待
で
き
︑
風
紀
面
を
度
外
視
す
れ
ば
誘
致
の
対
象
と
な
る
場
合
が
多
く
︑
実
際
﹁
豊
橋
東
部
の
連
中
が
移
転
敷
地

を
提
供
し
て
移
転
を
望
む
の
陳
情
書
を
出
す㉝
﹂
と
い
っ
た
動
き
も
報
じ
ら
れ
て
い
た
︒
影
山
は
所
属
会
派
の
方
針
よ
り
も
︑
遊
廓
問
題
に
関
し

て
は
選
出
基
盤
の
経
済
的
利
害
を
優
先
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
豊
橋
の
自
治
体
史
で
は
︑
大
口
市
長
が
師
団
誘
致
の
条
件
と
し
て
陸
軍
当
局
と
遊
廓
移
転
を
約
束
し
て
い
た
と
記
さ
れ
る
こ
と

が
多
い㉞
︒
た
だ
し
︑
大
口
市
長
が
そ
う
し
た
趣
旨
の
発
言
を
し
た
の
は
︑
七
月
下
旬
に
貸
座
敷
業
者
ら
の
反
対
が
高
揚
し
て
き
た
文
脈
に
お
い

て
で
あ
る
︒
彼
は
︑
知
事
が
上
京
し
て
師
団
誘
致
を
折
衝
し
た
際
︑
陸
軍
次
官
が
面
談
し
て
知
事
に
遊
廓
移
転
を
求
め
た
と
言
う
の
で
あ
る㉟
︒

大
口
市
長
の
直
接
の
面
談
で
は
な
い
上
︑
陸
軍
の
威
光
を
借
り
て
業
者
ら
を
説
伏
し
よ
う
と
し
た
発
言
の
可
能
性
も
あ
る
だ
け
に
︑
陸
軍
側
が

ど
こ
ま
で
遊
廓
移
転
に
踏
み
込
ん
で
言
及
し
た
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
し
え
な
い㊱
︒

さ
て
︑
以
上
の
よ
う
な
反
対
の
動
き
を
制
し
て
︑
深
野
知
事
は
九
月
三
日
の
県
公
報
に
お
い
て
︑
三
年
後
の
一
九
一
〇
年
八
月
三
一
日
限
り

で
札
木
・
上
伝
馬
の
貸
座
敷
公
許
地
指
定
を
解
除
し
︑
業
者
は
東
田
の
新
指
定
地
へ
移
転
し
て
営
業
す
る
こ
と
を
命
じ
た
︒
こ
れ
を
受
け
て
大

口
市
長
は
九
月
四
日
に
市
会
を
招
集
し
︑
四
万
六
六
二
四
円
余
の
追
加
予
算
を
計
上
し
て
新
遊
廓
予
定
地
約
二
万
坪
を
市
有
財
産
と
し
て
買
収

す
る
議
案
を
提
出
し
た
︒
財
源
は
起
債
に
よ
り
︑
二
か
年
で
償
還
す
る
計
画
で
あ
っ
た㊲
︒
そ
の
審
議
の
中
で
︑
市
民
の
負
担
が
増
大
す
る
こ
と

へ
の
危
惧
や
遊
廓
敷
地
に
市
費
を
投
じ
る
こ
と
へ
の
道
義
的
問
題
を
唱
え
︑
委
員
付
託
あ
る
い
は
反
対
を
陳
述
し
た
の
は
桜
井
祥
造
と
榊
原
弁

吾
で
あ
っ
た
︒
表
�
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
共
に
実
業
派
市
議
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
即
決
説
を
主
張
し
た
の
が
中
村
東
十
・
神
戸
小
三

郎
・
小
木
曽
吉
三
郎
・
平
山
季
人
・
織
田
清
で
あ
り
︑
小
木
曽
を
除
け
ば
す
べ
て
同
志
派
の
議
員
で
あ
っ
た
︒
結
局
こ
の
議
案
は
即
決
説
が
多

数
を
占
め
︑
同
日
の
う
ち
に
可
決
さ
れ
る
に
至
っ
た㊳
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
豊
橋
市
の
遊
廓
移
転
は
︑
大
口
市
長
と
そ
の
与
党
同
志
派
が
こ
れ
を
推
進
す
る
勢
力
で
あ
っ
た
が
た
め
に
︑
市
街
地
中
心

部
に
残
る
こ
と
を
願
う
業
者
ら
の
反
対
運
動
は
反
市
長
系
の
実
業
派
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
り
︑
こ
こ
に
市
会
で
の
政
治
的
争
点
と
し
て
浮
上

し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
は
選
出
基
盤
と
の
関
わ
り
で
例
外
的
な
動
き
を
取
る
者
も
い
た
︒
以
上
の
一
連
の
経
緯
の
中
に
は
︑
存
娼
か
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廃
娼
か
と
い
っ
た
対
立
軸
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら
市
政
界
に
お
け
る
会
派
間
の
力
関
係
に
規
定
さ
れ
る
中
で
結
着
が
つ
け

ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
前
稿
で
対
象
と
し
た
旭
川
町
と
は
異
な
り
︑
豊
橋
に
は
婦
人
矯
風
会
の
支
部
は
な
く
︑
救
世
軍
が
拠
点
を
設
け
る
の
も
後
の
一
九
一

一
年
八
月
で
あ
る㊴
た
め
︑
豊
橋
の
遊
廓
問
題
に
対
す
る
廃
娼
運
動
家
の
関
わ
り
や
姿
勢
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
中
心
部
の
遊
廓
を
移

転
さ
せ
た
点
に
お
い
て
大
口
市
長
の
措
置
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
︑
後
に
﹃
廓
清
﹄
誌
上
に
﹁
市
長
大
口
氏
の
辣
腕
に
負
ふ
所
が

多
い
﹂
と
の
リ
ー
ド
文
に
続
け
て
︑
彼
の
談
話
を
掲
載
し
て
い
る㊵
︒
そ
こ
で
大
口
は
︑
﹁
市
の
繁
栄
﹂
を
唱
え
て
反
対
す
る
業
者
を
抑
え
︑
中

心
部
の
遊
廓
を
﹁
僻
地
に
移
転
﹂
さ
せ
た
結
果
︑
そ
の
跡
に
は
﹁
正
業
者
が
ず
つ
と
其
辺
に
立
ち
並
ん
で
﹂
︑
﹁
健
実
な
実
業
家
に
よ
つ
て
囲
ま

れ
た
﹂
こ
と
を
力
説
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
芸
妓
置
屋
が
多
数
残
っ
た
実
態
︵
後
述
︶
や
新
遊
廓
を
市
有
地
と
し
た
こ
と
の
是
非

に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
︑
誌
上
の
言
説
を
鵜
呑
み
に
し
て
評
価
を
下
す
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�

道
路
整
備
事
業
と
新
遊
廓

大
口
市
長
に
よ
る
東
田
へ
の
遊
廓
移
転
策
は
︑
市
街
地
の
道
路
整
備
計
画
と
も
密
接
に
関
連
を
持
ち
︑
師
団
所
在
地
に
見
合
っ
た
都
市
へ
と

改
造
し
て
い
く
事
業
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
︒
そ
こ
で
︑
前
掲
の
論
説
﹁
師
団
来
る
﹂
が
第
四
に
求
め
て
い
た
道
路
整
備
事
業
に
つ
い
て
︑

以
下
で
検
討
を
加
え
て
い
く
︒

豊
橋
は
東
海
道
屈
指
の
宿
駅
で
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
市
街
地
の
道
路
は
い
ず
れ
も
狭
隘
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
右
の
論
説
で
は
︑
軍
隊
の
移
動

を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
︑
停
車
場
と
師
団
を
起
点
と
し
て
数
本
の
幹
線
道
路
を
貫
通
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
大
口

市
長
が
立
案
し
て
実
施
し
た
道
路
整
備
事
業
は
表
�
の
と
お
り
で
あ
る
︒
図
�
に
掲
げ
た
市
街
図
も
参
照
し
な
が
ら
︑
各
施
設
の
位
置
関
係
を

確
認
し
た
上
で
︑
こ
の
道
路
整
備
事
業
の
特
質
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

ま
ず
︑
図
�
の
㋐
が
吉
田
城
址
で
あ
り
︑
一
八
八
五
年
以
降
こ
こ
に
歩
兵
第
十
八
連
隊
の
兵
営
と
練
兵
場
が
立
地
し
た
︒
続
い
て
一
八
八
八

師団の立地と遊廓移転をめぐる地域社会と市政（松下）
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路線名 区 間 竣工年月 延長 幅員 工費

第�期

大手線 ② 札木町角〜柳生橋 1911. 3 769間 7間 68,200円

新停車場線 ③ 神明町〜豊橋停車場 1912. 5 378 7 57,040

八町線 ④ 東八町〜東田遊廓 1910.12 1400 4.5 25,000

第�期

牟呂吉田線 船町〜牟呂吉田村 1911. 8 365 3 4,370

瓦町線 ⑤ 瓦町〜東田遊廓 1912. 3 562 4 8,000

上伝馬線 上伝馬町〜湊町 1917.10 136 3（拡張) 9,000

萱町線 上伝馬町〜花田町 1914. 9 354 " 31,795

船町線 船町〜豊橋停車場 1915. 6 421 " 36,585

大手線 札木町角〜八町 1918. 2 33.7 2（拡張) 815

典拠：『豊橋市市制施行二十年史』317〜319頁、『豊橋市史』第�巻、168頁、「市事業の行悩み」

（『新朝報』1912年11月19日）等より作成。

備考：区間の欄の丸囲み数字は図�における記号である。

表� 幹線道路の施工状況

年
に
官
設
鉄
道
東
海
道
線
︵
㋑
︶
が
開
通
し
︑
豊
橋
停
車
場
が
㋒
の
位
置
に
設
け
ら

れ
た
︒
ま
も
な
く
駅
前
か
ら
上
伝
馬
方
面
に
向
か
う
停
車
場
通
り
︵
①
︶
が
開
か
れ

た
︒
札
木
町
と
吉
田
城
址
の
間
の
西
八
町
に
は
市
役
所
︵
㋓
︶
が
あ
り
︑
そ
の
並
び

に
渥
美
郡
役
所
や
警
察
署
な
ど
も
立
地
し
て
官
庁
街
を
形
成
し
て
い
た
︒
札
木
町
と

上
伝
馬
町
に
挟
ま
れ
た
本
町
に
は
商
業
会
議
所
︵
㋔
︶
が
あ
る
ほ
か
︑
上
伝
馬
町
の

南
端
に
は
遠
藤
安
太
郎
が
運
営
す
る
商
工
品
陳
列
館
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
札

木
・
上
伝
馬
を
中
心
と
す
る
界
隈
は
︑
豊
橋
の
行
政
・
商
業
の
中
心
地
だ
っ
た
の
で

あ
る
︒
一
九
〇
八
年
一
一
月
に
編
制
が
完
成
し
た
第
十
五
師
団
と
騎
兵
旅
団
の
司
令

部
や
各
兵
営
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
南
郊
の
高
師
村
に
立
地
し
た
た
め
︑
こ
の
図
に
は
見

え
な
い
が
︑
工
兵
大
隊
の
兵
営
と
作
業
地
は
市
域
内
の
向
山
︵
㋕
︶
に
置
か
れ
た
︒

そ
し
て
︑
札
木
・
上
伝
馬
の
貸
座
敷
を
移
転
さ
せ
て
一
九
一
〇
年
に
開
設
さ
れ
た
東

田
遊
廓
︵
吾
妻
遊
廓
︶
が
㋖
で
あ
り
︑
当
時
は
田
畑
や
荒
地
が
広
が
る
東
部
の
僻
隅

に
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

さ
て
︑
道
路
整
備
の
第
一
期
線
に
選
ば
れ
た
の
は
︑
札
木
町
か
ら
南
下
し
て
市
域

南
端
の
柳
生
橋
に
至
る
大
手
線
︵
②
︶
と
︑
そ
の
途
中
か
ら
西
進
し
て
停
車
場
に
向

か
う
新
停
車
場
線
︵
③
︶
で
あ
る
︒
そ
の
工
費
二
〇
万
円
︵
三
か
年
継
続
事
業
︶
の
予

算
案
は
一
九
〇
九
年
三
月
一
三
日
の
市
会
で
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
︒
提
案
理
由

書
で
は
︑
師
団
新
設
以
来
戸
数
の
増
加
が
著
し
い
も
の
の
︑
﹁
市
内
ノ
道
路
ハ
何
レ

モ
狭
隘
ニ
シ
テ
不
規
則
﹂
な
上
︑
既
成
の
停
車
場
通
り
は
幅
員
四
間
弱
︑
南
郊
の
師
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図� 豊橋市街図

典拠：前掲『豊橋市政五十年史』（128頁）の「豊橋市街図」（1922年）をもとに加工した。

備考：図中の記号は下記のとおり。

㋐歩兵第18連隊兵営・練兵場（吉田城址） ㋑官設鉄道東海道線 ㋒豊橋停車場

㋓豊橋市役所 ㋔豊橋商業会議所 ㋕工兵大隊兵営・作業地 ㋖東田遊廓

①停車場通り ②大手線 ③新停車場線 ④八町線 ⑤瓦町線 ⑥田原街道（県道）

団
に
通
じ
る
田
原
街
道
は
広
い
所
で
も
二
間

に
す
ぎ
ず
︑
﹁
目
下
ノ
混
雑
ハ
殆
ト
危
険
ノ

状
態
ニ
ア
リ
﹂
と
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
た㊶
︒

さ
ら
に
︑
市
街
地
東
端
の
東
八
町
か
ら
東

田
遊
廓
を
結
ぶ
八
町
線
︵
④
︶
も
第
一
期
に

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
四
万
四
五
〇
〇
円

余
の
予
算
案
が
一
九
〇
九
年
九
月
二
三
日
の

市
会
に
提
出
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
今
回
は

﹃
新
朝
報
﹄
紙
が
﹁
遊
廓
線
問
題
﹂
な
ど
と

喧
伝
し
て
批
判
を
強
め
た
︒
審
議
の
中
で
は

榊
原
弁
吾
と
横
田
善
十
郎
が
財
政
負
担
の
面

か
ら
時
期
尚
早
と
反
対
し
た
も
の
の
︑
神
戸

小
三
郎
・
中
村
東
十
・
影
山
愛
蔵
が
賛
成
演

説
を
行
い
︑
一
九
対
六
の
多
数
で
読
会
を
通

過
し
た
後
︑
議
案
は
成
立
し
た㊷
︒
こ
こ
で
は

先
に
表
�
を
も
と
に
検
討
し
た
遊
廓
移
転
の

賛
否
と
全
く
同
じ
構
図
が
読
み
取
れ
る
︒
実

業
派
︵
榊
原
・
横
田
︶
が
反
対
に
ま
わ
り
︑

同
志
派
︵
神
戸
・
中
村
︶
と
東
田
出
身
の
影

師団の立地と遊廓移転をめぐる地域社会と市政（松下）
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山
が
賛
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
表
�
か
ら
分
か
る
と
お
り
︑
こ
の
八
町
線
は
︑
延
長
は
最
長
で
あ
る
も
の
の
︑
幅
員
は
狭
い
上
に
沿
道
に
は
立
ち
退
き
を
要
す
る
人

家
も
乏
し
く
︑
総
工
費
は
前
二
者
ほ
ど
多
く
は
な
い
︒
し
か
し
︑
竣
工
は
一
九
一
〇
年
一
二
月
と
最
も
早
く
︑
同
年
九
月
の
東
田
遊
廓
開
設
に

合
わ
せ
て
速
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
第
二
期
線
の
中
に
も
旧
東
海
道
沿
い
の
瓦
町
か
ら
遊
廓
南
門
を
結
ぶ
瓦
町
線
︵
⑤
︶
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
大
手
線
の
南
端
で
あ
る
柳
生
橋
か
ら
さ
ら
に
南
下
し
て
師
団
司
令
部
や
諸
兵
営
に
至
る
田
原
街
道
︵
⑥
︶
は
︑
市
域
外
の
た
め

県
道
と
し
て
八
間
幅
に
拡
張
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
た
め
の
予
算
案
が
一
九
〇
八
年
六
月
の
愛
知
県
参
事
会
に
出
さ
れ

て
く
る
と
︑
参
事
会
は
六
間
幅
に
設
計
変
更
し
て
工
費
を
減
額
し
て
し
ま
っ
た
︒
非
政
友
系
市
長
の
主
導
で
進
め
ら
れ
る
師
団
立
地
と
そ
れ
に

伴
う
都
市
改
造
事
業
に
対
し
︑
県
レ
ベ
ル
で
政
友
会
が
ま
た
し
て
も
意
趣
返
し
を
し
た
の
で
あ
り㊸
︑
先
の
師
団
敷
地
献
納
問
題
と
全
く
同
じ
構

図
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
抵
抗
を
受
け
つ
つ
も
︑
大
口
市
政
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た
道
路
整
備
事
業
は
︑
拡
張
さ
れ
る
停
車
場
︑
南
郊
に
立
地
す
る
諸
兵
営
︑

東
郊
に
移
転
さ
れ
た
新
遊
廓
を
三
つ
の
基
点
と
し
︑
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
幹
線
道
路
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
︑
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
市
内
に
路
面
電
車
を
敷
設
す
る
計
画
が
登
場
し
︑
一
九
二
五
年
末
に
は
豊
橋
電

気
軌
道
︵
現
豊
橋
鉄
道
市
内
線
︶
が
開
業
す
る
︒
そ
の
営
業
区
間
は
︑
大
口
市
長
に
よ
る
第
一
期
線
道
路
と
全
く
同
じ
ル
ー
ト
で
︑
駅
前
を
起
点

に
一
つ
は
柳
生
橋
を
終
点
と
し
︑
も
う
一
つ
は
東
田
遊
廓
正
門
に
向
き
合
う
形
で
終
点
が
設
け
ら
れ
た
︒
し
か
も
︑
関
東
大
震
災
の
余
波
で
株

式
募
集
が
頓
挫
し
か
け
た
際
︑
﹁
遊
廓
方
面
ノ
発
起
人
並
ニ
株
主
ノ
尽
力
ハ
非
常
ナ
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
タ㊹
﹂
と
言
わ
れ
る
と
お
り
︑
事
業
自

体
に
も
貸
座
敷
業
者
ら
の
関
与
が
推
測
さ
れ
る
︒
豊
橋
で
は
︑
東
田
遊
廓
が
市
街
地
整
備
事
業
の
東
端
と
な
る
状
況
は
︑
一
九
二
〇
年
代
に
ま

で
続
く
の
で
あ
っ
た
︒
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①

以
下
の
豊
橋
の
実
業
界
・
町
政
に
関
す
る
記
述
は
︑
豊
橋
市
政
五
十
年
史
編
集

委
員
会
編
﹃
豊
橋
市
政
五
十
年
史
﹄
︵
豊
橋
市
︑
一
九
五
六
年
︶
︑
一
一
～
三
一
頁
︑

豊
橋
市
史
編
集
委
員
会
編
﹃
豊
橋
市
史
﹄
第
三
巻
︵
豊
橋
市
︑
一
九
八
三
年
︶
︑

一
四
三
～
一
五
六
頁
に
依
る
︒

②

近
藤
寿
市
郎
は
︑
後
の
一
九
二
三
年
か
ら
愛
知
県
会
議
員
と
な
り
︑
一
九
三
二

年
二
月
の
総
選
挙
で
衆
議
院
議
員
に
も
一
度
当
選
し
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
所
属

は
政
友
会
で
あ
る
︒

③

本
稿
が
対
象
と
す
る
期
間
の
﹃
参
陽
新
報
﹄
は
︑
国
立
国
会
図
書
館
・
豊
橋
市

中
央
図
書
館
の
い
ず
れ
で
も
残
存
し
て
お
ら
ず
︑
﹃
新
朝
報
﹄
の
方
し
か
利
用
で

き
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
引
用
記
事
に
は
政
治
的
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と

に
は
充
分
に
注
意
を
払
っ
て
い
く
︒

④

豊
橋
市
編
﹃
豊
橋
市
市
制
施
行
二
十
年
誌
﹄
︵
豊
橋
市
︑
一
九
二
八
年
︶
︑
二
頁
︒

⑤

﹁
豊
橋
市
民
会
発
会
式
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
六
年
九
月
一
九
日
︶
︒

⑥

両
派
二
八
名
ず
つ
の
推
薦
者
氏
名
は
︑
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
六
年
一
〇
月
八
日

掲
載
の
広
告
に
依
っ
た
︒
な
お
︑
前
掲
﹃
豊
橋
市
史
﹄
第
三
巻
︑
一
六
四
頁
に
当

選
者
の
会
派
が
記
さ
れ
︑
同
志
派
一
八
名
︑
実
業
派
一
二
名
と
し
て
い
る
︒
原
典

は
︑
前
掲
﹃
豊
橋
市
政
五
十
年
史
﹄
四
三
～
四
四
頁
と
思
わ
れ
る
が
︑
不
自
然
な

点
も
あ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
こ
の
会
派
区
分
に
は
依
拠
し
な
い
こ
と
に
す
る
︒
不

自
然
な
例
と
し
て
︑
こ
の
選
挙
に
貸
座
敷
業
者
の
宮
川
算
造
が
立
っ
た
こ
と
を
実

業
派
系
の
﹃
新
朝
報
﹄
が
﹁
醜
業
者
﹂
な
ど
と
連
日
激
し
く
攻
撃
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
当
選
し
た
宮
川
が
実
業
派
所
属
と
記
さ
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
て
お

く
︒

⑦

大
口
喜
六
は
︑
後
の
一
九
一
二
年
一
月
ま
で
豊
橋
市
長
を
務
め
︑
同
年
五
月
の

総
選
挙
で
衆
議
院
議
員
に
初
当
選
︑
一
九
一
七
年
以
降
は
九
期
連
続
当
選
し
て
中

央
政
界
で
も
重
き
を
な
す
人
物
で
あ
る
︒
所
属
政
党
は
立
憲
国
民
党
と
そ
の
後
身

の
革
新
俱
楽
部
で
あ
る
が
︑
一
九
二
五
年
の
革
新
俱
楽
部
の
解
党
に
よ
り
︑
犬
養

毅
ら
と
共
に
初
め
て
政
友
会
に
合
流
す
る
こ
と
に
な
る
︒

⑧

﹁
師
団
設
置
期
成
同
盟
会
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
二
月
一
九
日
︶
︒

⑨

﹁
豊
橋
市
民
会
の
活
動
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
二
月
一
六
日
︶
︒

⑩

拙
著
﹃
軍
隊
を
誘
致
せ
よ
﹄
︑
一
一
六
頁
︒
な
お
︑
兵
舎
の
建
設
と
師
団
の
編

制
が
完
結
し
︑
開
庁
式
を
迎
え
る
の
は
翌
一
九
〇
八
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
︒

⑪

豊
橋
市
史
編
集
委
員
会
編
﹃
豊
橋
市
史
﹄
第
八
巻
︵
豊
橋
市
︑
一
九
七
九
年
︶
︑

五
六
六
頁
︒

⑫

こ
う
し
た
過
大
な
負
債
を
背
負
っ
て
で
も
軍
隊
の
誘
致
を
有
利
に
し
よ
う
と
す

る
動
き
は
全
国
各
地
に
見
ら
れ
た
︵
拙
著
﹃
軍
隊
を
誘
致
せ
よ
﹄
︑
一
二
三
～
一

二
八
頁
︶
︒
こ
の
う
ち
︑
同
じ
日
露
戦
後
期
に
第
十
三
師
団
の
誘
致
に
成
功
し
た

新
潟
県
高
田
町
︵
現
上
越
市
︶
で
は
︑
町
の
年
間
予
算
が
三
万
円
程
度
だ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
三
万
円
も
の
公
借
金
︵
三
か
年
償
還
︶
で
敷
地
を
買
収
し
︑

陸
軍
省
に
献
納
し
よ
う
と
し
た
た
め
︑
町
長
が
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
町

政
が
混
乱
し
た
︒
結
局
︑
約
三
分
の
一
は
陸
軍
省
が
買
収
す
る
こ
と
で
負
担
が
軽

減
さ
れ
た
が
︑
こ
う
し
た
高
田
町
の
動
向
は
豊
橋
市
と
も
類
似
す
る
点
が
多
く
︑

別
稿
で
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
︒

⑬

﹁
新
設
師
団
所
要
地
ニ
関
ス
ル
件
﹂
︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
﹃
明
治
四
十
一

年

九

月

壱

大

日

記
﹄
︒
た

だ

し
︑
ア

ジ

ア

歴

史

資

料

セ

ン

タ
ー

R
e
f.

C
04014405800
に
よ
る
︶
︒

⑭

そ
の
経
緯
は
︑
愛
知
県
議
会
事
務
局
編
﹃
愛
知
県
議
会
史
﹄
第
三
巻
︵
愛
知
県

議
会
事
務
局
︑
一
九
五
九
年
︶
︑
九
一
六
～
九
一
七
頁
に
詳
し
い
︒

⑮

﹁
豊
橋
市
民
大
会
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
八
年
六
月
九
日
︶
︒

⑯

﹁
拾
万
円
問
題
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
八
年
八
月
二
三
日
︶
︒

⑰

河
合
活
気
﹁
師
団
来
る
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
三
月
二
二
日
︑
二
四
日
︶
︒

⑱

﹁
豊
橋
停
車
場
の
拡
張
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
七
月
六
日
︶
︒

⑲

﹁
高
田
豊
橋
停
車
場
設
備
之
件
﹂
︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
﹃
明
治
四
十
三
年

七

月

肆

大

日

記
﹄
︒
た

だ

し
︑
ア

ジ

ア

歴

史

資

料

セ

ン

タ
ー

R
e
f.

C
07072838800
に
よ
る
︶
︒
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⑳

前
掲
﹃
豊
橋
市
市
制
施
行
二
十
年
誌
﹄
︑
三
三
一
頁
︒

㉑

山
本
松
二
﹃
豊
橋
花
柳
界
誌
料
﹄
︵
阿
部
英
樹
﹃
百
年
前
の
中
京
名
古
屋

愛

知
県
遊
廓
地
域
資
料
集

﹄
︑
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
六
年
︑
二
四
九
頁
︶
︒
後
に
助

役
や
市
議
と
な
る
山
本
松
二
に
つ
い
て
は
︑
同
書
の
解
説
を
参
照
の
こ
と
︒

㉒

加
藤
政
洋
﹁
軍
港
都
市
の
遊
興
空
間
﹂
︵
上
杉
和
央
編
﹃
軍
港
都
市
史
研
究

Ⅱ
﹄
景
観
編
︑
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︶
に
よ
る
と
︑
士
官
が
料
亭
で
の
芸

妓
遊
び
を
主
と
し
︑
貸
座
敷
の
娼
妓
を
相
手
と
し
た
の
が
兵
士
や
工
8
労
働
者
で

あ
っ
た
と
い
う
差
異
は
︑
軍
港
都
市
で
も
検
出
さ
れ
る
と
い
う
︒

㉓

﹁
豊
橋
花
柳
界
の
昨
今
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
五
年
一
二
月
一
三
日
︶
︒

㉔

拙
著
﹃
軍
隊
を
誘
致
せ
よ
﹄
︑
九
頁
︒

㉕

﹁
札
廓
の
激
昂
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
七
月
二
一
日
︶
︒

㉖

﹁
札
木
の
候
補
者
選
定
会
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
六
年
九
月
一
七
日
︶
︑
﹁
推
薦

広
告
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
六
年
九
月
二
三
日
︶
他
︒

㉗

山
本
生
﹁
遊
廓
移
転
尚
早
論
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
七
月
二
三
日
︶
︒
こ

れ
は
︑
阿
部
英
樹
前
掲
書
︑
三
五
五
～
三
五
七
頁
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
︒

㉘

阿
部
英
樹
前
掲
書
︑
二
七
三
～
二
七
八
頁
︒

㉙

﹁
遊
廓
移
転
反
対
運
動
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
八
月
一
三
日
︶
︒

㉚

阿
部
英
樹
前
掲
書
︑
二
七
八
～
二
七
九
頁
︒
た
だ
し
︑
こ
の
文
書
で
は
提
出
者

の
一
人
が
﹁
西
村
﹂
で
は
な
く
﹁
小
林
﹂
に
な
っ
て
い
る
点
で
︑
上
記
の
記
事
と

は
相
違
し
て
い
る
︒

㉛

﹁
市
会
議
員
候
補
談
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
六
年
一
〇
月
七
日
︶
︒

㉜

﹁
候
補
者
品
さ
だ
め
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
六
年
一
〇
月
一
〇
日
︶
︒

㉝

﹁
随
感
録
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
九
月
五
日
︶
︒
同
じ
こ
と
は
︑
仙
台
市

の
遊
廓
移
転
問
題
を
分
析
し
た
遠
城
明
雄
前
掲
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

㉞

前
掲
﹃
豊
橋
市
政
五
十
年
史
﹄
︑
七
〇
頁
︑
前
掲
﹃
豊
橋
市
史
﹄
第
三
巻
︑
一

六
九
頁
等
︒

㉟

﹁
八
ツ
当
り
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
九
月
七
日
︶
︒

㊱

前
稿
で
対
象
と
し
た
旭
川
町
の
場
合
︑
陸
軍
当
局
者
が
遊
廓
問
題
に
積
極
的
に

発
言
す
る
こ
と
は
な
く
︑
地
元
で
遊
廓
設
置
を
め
ぐ
る
紛
議
が
激
化
し
て
く
る
と
︑

極
力
こ
の
問
題
に
関
与
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
っ
た
︒

㊲

こ
の
日
の
議
決
録
は
︑
前
掲
﹃
豊
橋
市
史
﹄
第
八
巻
︑
五
八
八
～
五
九
一
頁
に

収
載
さ
れ
て
い
る
︒

㊳

﹁
市
の
追
加
予
算
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七
年
九
月
六
日
︶
︒
な
お
︑
無
所
属

の
小
木
曽
は
︑
表
�
で
は
移
転
反
対
を
唱
え
て
い
る
人
物
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
同
志
派
の
支
援
を
受
け
て
県
議
選
に
立
候
補
し
︑
実
業
派

の
横
田
善
十
郎
と
競
っ
て
い
た
︵
﹁
小
木
曽
氏
の
立
候
補
﹂
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
七

年
八
月
三
〇
日
︶
と
い
う
背
景
が
あ
っ
て
︑
態
度
を
変
え
た
も
の
と
推
測
し
て
お

く
︒

㊴

﹁
豊
橋
市
の
開
戦
﹂
︵
﹃
と
き
の
こ
ゑ
﹄
一
九
一
一
年
九
月
一
日
︶
︒

㊵

﹁
豊
橋
市
と
遊
廓
移
転
﹂
︵
﹃
廓
清
﹄
第
二
巻
第
三
号
︑
一
九
一
二
年
三
月
︶
︒

㊶

﹁
明
治
四
十
二
年

市
会
議
決
綴
﹂
︵
豊
橋
市
役
所
蔵
︶
︒

㊷

﹁
昨
日
の
市
会
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
九
年
九
月
二
四
日
︶
︒

㊸

前
掲
﹃
愛
知
県
議
会
史
﹄
第
三
巻
︑
九
一
〇
～
九
一
五
頁
︒

㊹

﹁
豊
橋
電
気
軌
道
株
式
会
社
創
立
総
会
決
議
録
﹂
︵
国
立
公
文
書
館
蔵
﹃
鉄
道

省
文
書

豊
橋
電
気
軌
道
﹄
巻
一
︶
︒
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二

東
田
遊
廓
の
構
造
と
秩
序

�

東
田
遊
廓
へ
の
移
転

市
政
界
に
お
け
る
政
治
対
立
を
惹
起
し
つ
つ
も
︑
市
に
よ
っ
て
新
遊
廓
の
敷
地
が
用
意
さ
れ
︑
激
し
く
反
対
し
て
い
た
札
木
・
上
伝
馬
の
貸

座
敷
業
者
に
移
転
が
命
じ
ら
れ
た
時
︑
彼
ら
は
い
か
な
る
対
応
を
見
せ
た
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
新
た
に
造
出
さ
れ
た
遊
廓
空
間
に
お
い
て
︑

移
転
し
て
き
た
業
者
ら
の
間
で
い
か
な
る
廓
内
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
後
半
は
こ
う
し
た
点
の
解
明
を
め
ざ
し
て
い
く
︒

一
九
〇
七
年
九
月
四
日
の
市
会
で
遊
廓
敷
地
を
市
費
で
買
収
す
る
案
が
可
決
さ
れ
る
と
︑
市
は
東
田
の
予
定
地
で
土
地
の
買
収
を
進
め
︑
地

均
し
工
事
を
開
始
し
た
︒
一
九
〇
九
年
三
月
に
は
貸
与
方
法
を
公
示
し
︑
土
地
の
等
級
を
一
～
四
等
に
区
分
し
た
上
で
︑
業
者
が
希
望
す
る
区

画
や
年
限
を
示
し
て
市
役
所
に
申
し
込
み
︑
随
意
契
約
あ
る
い
は
入
札
に
よ
っ
て
貸
与
者
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た①
︒
一
九
一
〇
年
三
月
に
は

地
均
し
が
終
わ
り
︑
二
万
五
三
五
坪
の
敷
地
が
二
〇
九
区
に
分
画
さ
れ
︑
貸
座
敷
六
三
軒
︑
料
理
店
三
八
軒
︑
飲
食
店
一
三
軒
︑
芸
妓
屋
六
軒

な
ど
図
�
の
よ
う
な
区
割
り
に
な
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た②
︒

貸
地
料
総
額
は
年
間
四
〇
〇
〇
円
余
に
上
る
と
言
わ
れ
て
お
り
︑
実
際
に
豊
橋
市
の
歳
入
予
算
で
は
︑
一
九
〇
九
年
度
は
一
一
円
余
に
過
ぎ

な
か
っ
た
市
有
地
貸
地
料
収
入
が③
︑
新
遊
廓
開
設
を
迎
え
る
一
九
一
〇
年
度
に
は
四
八
七
〇
円
余
︑
翌
一
九
一
一
年
度
に
は
四
八
一
九
円
余
が

計
上
さ
れ
て
い
る④
︒
一
九
一
一
年
度
の
場
合
︑
歳
入
総
額
は
一
八
万
八
八
八
三
円
余
で
あ
る
か
ら
二
・
五
五
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
が
︑
と

も
あ
れ
遊
廓
の
貸
地
料
が
市
の
財
源
の
一
項
目
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る⑤
︒

さ
て
︑
一
九
一
〇
年
八
月
三
一
日
に
札
木
・
上
伝
馬
の
貸
座
敷
公
許
地
指
定
は
解
除
さ
れ
︑
翌
九
月
一
日
か
ら
貸
座
敷
営
業
は
大
字
東
田
の

指
定
地
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
東
田
遊
廓
︵
吾
妻
遊
廓
︶
の
成
立
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
点
で
は
札
木
か
ら
移
転
し
た
貸
座
敷
業

者
は
二
軒
︑
上
伝
馬
か
ら
は
一
二
軒
だ
け
で
︑
そ
れ
以
外
の
貸
座
敷
業
者
は
芸
妓
置
屋
や
料
理
屋
等
に
転
業
し
て
現
在
地
に
残
る
こ
と
を
選
択
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図� 東田遊廓内の区割り

典拠：「新遊廓敷地引渡」（『新朝報』1910年�月27日）。
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し
た
と
言
わ
れ
て
い
る⑥
︒
遊
廓
開
廊
の
状
況
に
つ
い

て
﹃
新
朝
報
﹄
は
︑
﹁
荒
涼
た
る
新
遊
廓
﹂
︵
一
九
一
〇

年
九
月
三
︑
四
日
︶
と
い
う
見
出
し
で
新
遊
廓
が
閑
散

と
し
て
い
る
様
子
を
報
じ
︑
そ
の
後
も
﹁
淋
し
き
遊

廓
﹂
︵
一
九
一
〇
年
一
二
月
二
八
日
︶
︑
﹁
寒
夜
の
遊
廓
﹂

︵
一
九
一
一
年
一
二
月
二
九
日
︶
等
と
不
振
ぶ
り
を
伝
え

る
ル
ポ
を
掲
載
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
同
紙
が
実
業

派
の
機
関
紙
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
大
口
市

長
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
施
策
を
誹
毀
す
る
た
め
の

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
読
む
必
要
が
あ

る
︒実

際
に
は
諸
種
の
数
値
を
重
ね
て
い
け
ば
︑
開
廊

当
初
こ
そ
貸
座
敷
数
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
︑
そ
の

後
は
次
第
に
増
加
し
て
い
く
状
況
が
見
て
取
れ
る
︒

表
"
は
﹃
愛
知
県
統
計
書
﹄
を
原
典
と
し
︑
一
九
〇

七
～
一
二
年
の
貸
座
敷
数
と
娼
妓
人
数
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
︒
一
九
〇
九
年
ま
で
は
札
木
・
上
伝
馬
と

も
三
〇
軒
近
く
の
業
者
が
い
た
が
︑
娼
妓
数
で
は
上

伝
馬
が
圧
倒
し
て
お
り
︑
ど
の
年
度
も
七
割
以
上
を
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貸座敷数 娼妓人数

年次 地区 越数 許可 廃業 計 越数
名簿
登録

名簿
削除

自由
廃業

計

1907
札木 27 1 1 27

57
63 42 35 2 68

232
上伝馬 29 2 1 30 153 91 79 1 164

1908
札木 27 27

57
70 40 35 1 74

252
上伝馬 30 30 165 114 101 178

1909
札木 27 1 26

55
74 14 26 1 61

216
上伝馬 30 1 29 178 61 81 3 155

1910 東田 55 15 36 34 216 274 349 1 140

1911 東田 34 19 3 50 141 222 127 236

1912 東田 50 15 7 58 236 217 145 308

典拠：『豊橋市史』第�巻、1127頁。

表" 貸座敷数・娼妓人数の変遷

占
め
て
い
た
︒
札
木
が
芸
妓
中
心
︑
上
伝
馬
が
娼
妓
中
心
と
い
う
特
質
は
︑
こ
の
時

点
で
も
変
わ
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
一
九
一
〇
年
に
廃
業
数
が
多
数
に
上
っ
て
い

る
の
は
︑
東
田
へ
の
移
転
を
嫌
っ
て
芸
妓
置
屋
等
に
転
業
し
︑
札
木
・
上
伝
馬
に
残

っ
た
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
一
九
一
一
～
一
二
年
度
に

東
田
で
開
業
す
る
者
も
続
出
し
︑
五
〇
軒
を
超
え
る
に
至
っ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
︒

こ
う
し
た
趨
勢
は
︑
﹃
新
朝
報
﹄
の
記
事
や
広
告
な
ど
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
︑
楼
名

や
楼
主
名
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
で
も
確
認
で
き
る
︒

ⓐ
一
九
一
〇
年
一
〇
月
一
日
付
記
事
﹁
遊
廓
開
廊
式
﹂
で
は
︑
こ
の
時
点
で
開
業

し
て
い
た
一
六
軒
と
工
事
中
の
四
軒
の
楼
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

ⓑ
一
九
一
一
年
一
月
一
日
付
で
﹁
豊
橋
廓
﹂
と
し
て
二
九
軒
が
連
名
で
新
年
広
告

を
出
し
て
い
る
︒

ⓒ
一
九
一
一
年
一
〇
月
五
日
付
で
﹁
招
魂
祭
紀
念
吾
妻
遊
廓
貸
座
敷
﹂
と
し
て
四

四
軒
が
連
名
で
広
告
を
出
し
て
い
る
︒

ⓓ
一
九
一
二
年
一
月
一
日
付
で
﹁
豊
橋
遊
廓
﹂
と
し
て
五
〇
軒
が
連
名
で
新
年
広

告
を
出
し
て
い
る
︒

ⓔ
一
九
一
二
年
一
一
月
一
六
日
付
記
事
﹁
吾
妻
遊
廓
の
近
状⑦
﹂
で
は
︑
廓
内
総
戸

数
一
九
五
戸
の
う
ち
空
家
は
四
〇
戸
あ
る
も
の
の
︑
廓
内
の
人
口
は
二
二
〇
〇

名
を
数
え
︑
貸
座
敷
業
者
は
五
四
軒
︵
た
だ
し
︑
楼
名
を
数
え
る
と
五
三
軒
︶
あ

る
と
記
す
︒
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ⓕ
一
九
一
二
年
一
二
月
二
〇
日
付
記
事
﹁
遊
廓
の
近
況
﹂
で
は
︑
四
八
軒
の
楼
名
と
そ
れ
ぞ
れ
の
娼
妓
数
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

ⓖ
一
九
一
三
年
刊
行
の
﹃
豊
橋
一
覧
﹄
で
は
五
三
軒
の
楼
名
︑
楼
主
名
︑
電
話
番
号
が
載
せ
ら
れ
て
い
る⑧
︒

表
"
の
統
計
で
示
さ
れ
た
五
八
軒
と
は
数
値
が
異
な
る
が
︑
後
年
に
お
い
て
も
東
田
遊
廓
の
貸
座
敷
数
は
五
〇
軒
程
度
と
言
わ
れ
て
い
る
の

で
︑
ⓖ
の
五
三
軒
を
一
応
の
完
成
形
態
と
み
な
し
︑
以
下
の
分
析
の
ベ
ー
ス
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
︒

�

貸
座
敷
業
者
の
系
譜

こ
れ
ら
五
三
軒
の
貸
座
敷
業
者
の
出
自
を
分
類
す
る
と
︑
次
の
四
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

Ⅰ

ま
ず
は
︑
札
木
町
の
貸
座
敷
業
者
が
移
転
し
て
き
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
開
設
当
初
の
ⓐ
の
時
点
か
ら
ⓖ
に
至
る
ま
で
︑
一
貫

し
て
二
軒
し
か
発
見
で
き
な
い
︒
入
船
楼
︵
小
林
し
な
︶
・
産
粋
楼
︵
水
野
兼
吉
︶
で
あ
る
︒
そ
れ
以
外
の
札
木
の
貸
座
敷
業
者
は
︑
す
べ
て
転

業
し
た
上
で
現
地
に
残
っ
た
︒
た
と
え
ば
札
木
町
か
ら
市
議
に
選
出
さ
れ
て
い
た
宮
川
算
造
の
新
菊
岡
は
芸
妓
置
屋
に
転
じ
た
︒
ま
た
︑
反
対

運
動
が
高
揚
す
る
中
で
知
事
に
面
会
し
て
い
た
総
代
四
名
の
う
ち
︑
札
木
の
丸
地
菊
治
は
海
産
物
商
に
︑
神
藤
伝
蔵
は
芸
妓
置
屋
に
転
業
し
た⑨
︒

も
と
も
と
札
木
は
芸
妓
の
割
合
が
高
か
っ
た
だ
け
に
︑
僻
隅
の
東
田
に
移
っ
て
貸
座
敷
を
続
け
る
よ
り
も
︑
芸
妓
置
屋
に
転
業
し
て
残
る
こ
と

を
選
択
し
た
者
が
多
数
を
占
め
た
の
で
あ
る
︒

Ⅱ

次
に
︑
上
伝
馬
の
貸
座
敷
業
者
が
移
転
し
て
開
業
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
︒
楼
名
や
楼
主
名
を
辿
る
こ
と
で
︑
ⓖ
の
う
ち
一
六
軒
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
山
城
︑
大
丸
︑
豊
花
︑
花
月
︑
立
花
︑
鹿
嶋
︑
松
月
︑
山
本
︑
盛
花
︑
新
豊
本
︑
一
力
︑
常
盤
︑
戦
捷
︑
山
村
︑
山
口
︑

新
竹
の
各
楼
で
あ
る
︒
他
に
上
伝
馬
か
ら
の
移
転
組
と
し
て
豊
見
︵
豊
美
︶
楼
の
名
が
ⓐ
～
ⓓ
に
見
え
る
が
︑
ⓔ
以
降
は
消
え
て
い
る
︒
後
述

す
る
と
お
り
他
の
業
者
に
買
収
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
一
六
軒
の
中
に
は
︑
上
伝
馬
の
店
を
芸
妓
置
屋
に
転
じ
て
残
し
︑
支
店
と
し
て
東
田
に
貸
座
敷
を
開
設
し
た
者
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
上

伝
馬
随
一
の
大
楼
と
言
わ
れ
た
西
村
東
一
郎
の
伊
東
屋
は
︑
東
田
遊
廓
開
設
に
際
し
て
新
聞
広
告
を
出
し
︑
従
来
は
料
理
業
・
芸
妓
屋
・
貸
座
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敷
を
兼
業
し
て
き
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
分
離
し
て
料
理
業
を
伊
東
屋
︑
芸
妓
屋
を
﹁
と
き
は
﹂
と
し
て
上
伝
馬
で
営
業
を
続
け
︑
貸
座
敷
は
伊

東
屋
支
店
﹁
と
き
は
﹂
と
し
て
東
田
で
営
業
す
る
と
伝
え
た⑩
︒
ち
な
み
に
ⓖ
で
は
東
田
の
常
盤
楼
の
楼
主
は
西
村
東
一
郎
で
は
な
く
︑
﹁
西
村

ひ
な
﹂
名
義
と
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
か
つ
て
反
対
運
動
の
渦
中
で
知
事
に
面
会
し
て
い
た
四
名
の
う
ち
︑
上
伝
馬
の
総
代
は
西
村
東
一
郎
と
村
田
儀
作
で
あ
っ
た
︒
そ
の

村
田
の
山
村
屋
も
︑
﹁
今
回
遊
廓
移
転
と
相
成
候
に
付
︑
弊
楼
は
新
遊
廓
に
支
店
を
設
け
従
前
の
営
業
継
続
仕
候⑪
﹂
と
の
広
告
を
出
し
て
お
り
︑

東
田
の
貸
座
敷
山
村
屋
は
支
店
の
位
置
づ
け
だ
っ
た
︒
こ
の
ほ
か
︑
上
伝
馬
で
芸
妓
置
屋
に
転
じ
た
豊
田
屋
も
︑
東
田
に
支
店
と
し
て
貸
座
敷

豊
花
楼
を
出
し
て
お
り
︑
ⓖ
で
は
中
村
又
吉
が
双
方
の
楼
主
と
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
上
伝
馬
で
は
三
〇
軒
近
く
あ
っ
た
貸
座
敷
業
者
の
う
ち
半
数
以
上
の
一
六
軒
︵
豊
美
楼
も
含
め
れ
ば
一
七
軒
︶
が
移
転
す
る

か
支
店
を
設
け
る
な
ど
し
て
東
田
遊
廓
で
開
業
す
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
り
︑
反
対
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
西
村
東
一
郎
・
村
田
儀
作
も

そ
の
例
に
漏
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
上
伝
馬
の
場
合
︑
札
木
よ
り
も
貸
座
敷
業
に
依
存
す
る
度
合
い
が
は
る
か
に
高
か
っ
た
こ
と
が
︑
新
遊

廓
に
対
す
る
両
者
の
ス
タ
ン
ス
に
相
違
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒

Ⅲ

以
上
は
市
内
で
の
移
動
で
あ
る
が
︑
他
市
の
貸
座
敷
業
者
が
移
転
し
て
き
た
ケ
ー
ス
を
二
つ
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
は
大
垣

楼
の
場
合
で
あ
る
︒
一
九
一
二
年
一
月
一
六
日
に
大
阪
市
南
区
難
波
新
地
を
火
元
と
す
る
大
火
が
発
生
し
︑
多
数
の
貸
座
敷
が
全
焼
し
た
︒
焼

け
出
さ
れ
た
娼
妓
ら
は
﹁
火
災
後
散
々
に
な
り
︑
遠
き
は
岐
阜
・
大
垣
・
神
戸
等
の
遊
廓
に
十
名
︑
二
十
名
と
預
け
居
れ
る⑫
﹂
状
況
に
あ
っ
た
︒

岐
阜
県
大
垣
の
業
者
稲
川
辰
蔵
が
大
阪
に
出
し
て
い
た
店
も
焼
失
し
た
が
︑
引
き
取
っ
た
娼
妓
の
や
り
場
に
困
っ
た
稲
川
は
︑
東
田
遊
廓
を
視

察
し
た
上
で
豊
美
楼
を
買
収
し
︑
大
垣
楼
と
し
て
開
業
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る⑬
︒

次
に
︑
名
古
屋
市
南
部
の
熱
田
遊
廓
か
ら
移
転
し
て
き
た
業
者
が
い
る
︒
熱
田
遊
廓
は
深
野
一
三
知
事
が
一
九
〇
九
年
三
月
に
県
令
を
発
し
︑

一
九
一
二
年
三
月
末
限
り
で
廃
止
し
て
稲
永
に
移
転
す
る
よ
う
命
じ
た
︒
し
か
し
︑
移
転
先
は
不
便
な
地
に
あ
っ
た
た
め
業
者
ら
は
逡
巡
し
︑

転
業
す
る
者
や
他
市
へ
の
移
転
を
画
策
す
る
者
が
多
か
っ
た⑭
︒
熱
田
遊
廓
廃
止
の
時
期
が
近
づ
く
と
︑
東
田
遊
廓
の
既
存
の
貸
座
敷
を
改
修
し
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て
熱
田
か
ら
移
転
し
て
く
る
者
と
し
て
︑
栄
︑
錦
︑
神
喜
︑
菊
水
︑
豊
本
︑
清
長
寿
︑
三
清
の
七
楼
名
と
楼
主
名
が
報
じ
ら
れ
た⑮
︒
こ
の
う
ち

栄
︑
錦
︑
神
喜
︑
菊
水
の
楼
名
と
楼
主
名
は
ⓖ
と
も
一
致
す
る
上
︑
前
三
者
は
移
転
前
の
熱
田
遊
廓
の
貸
座
敷
一
覧⑯
に
も
確
か
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
ⓖ
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
軒
︵
あ
る
い
は
四
軒
︶
の
業
者
が
熱
田
か
ら
の
移
転
組
で
あ
っ
た
と
特
定
す
る
こ

と
が
で
き
る⑰
︒

Ⅳ

以
上
は
市
内
あ
る
い
は
市
外
の
貸
座
敷
業
者
が
東
田
遊
廓
に
開
業
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
合
計
し
て
も
ⓖ
の
半
数
弱
に
し
か

な
ら
な
い
が
︑
残
り
の
業
者
の
出
自
を
こ
れ
以
上
辿
る
こ
と
は
難
し
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
多
く
は
東
田
開
廊
を
機
に
︑
料
理
業
な
ど
類
縁
業
態

か
ら
貸
座
敷
に
転
業
し
て
移
っ
て
き
た
者
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒
以
下
の
よ
う
な
事
例
を
見
受
け
る
か
ら
で
あ
る
︒

東
田
開
設
期
の
一
九
一
〇
年
九
～
一
〇
月
に
﹃
新
朝
報
﹄
に
広
告
を
出
し
た
業
者
ら
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
移
転
﹂
し
て
営
業
継
続
と
銘
打
っ
て

い
る
︒
山
城
屋
・
盛
花
楼
・
鹿
嶋
楼
︵
以
上
︑
九
月
二
日
︶
︑
立
花
屋
︵
九
月
三
日
︶
︑
入
船
楼
・
戦
捷
楼
︵
以
上
︑
九
月
一
四
日
︶
︑
松
月
楼
︵
九
月

一
七
日
︶
︑
産
粋
楼
︵
一
〇
月
四
日
︶
な
ど
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
札
木
・
上
伝
馬
に
お
い
て
同
じ
楼
名
で
貸
座
敷
を
営
業
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
︑
同
業
態
の
ま
ま
移
転
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
札
木
・
上
伝
馬
の
貸
座
敷
一
覧
に
見
え
な
い
丸
六
楼
の
場
合
︑
広
告
︵
一
〇

月
四
日
︶
に
は
﹁
新
規
開
業
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
移
転
前
は
貸
座
敷
業
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
一
九
一
一
年
に
入
り
︑
ⓑ
と
ⓒ

の
間
に
開
業
し
た
貸
座
敷
の
う
ち
新
聞
広
告
を
出
し
て
い
る
初
音
楼
︵
二
月
二
一
日
︶
︑
川
嶋
楼
︵
三
月
一
日
︶
︑
鈴
川
楼
︵
七
月
一
四
日
︶
︑
川
合

屋
︵
八
月
二
日
︶
︑
高
林
楼
︵
八
月
六
日
︶
な
ど
も
﹁
新
規
開
業
﹂
﹁
新
築
開
業
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
一
例
だ
け
で
は
あ
る
が
︑
松
嶋
楼

の
広
告
︵
二
月
二
三
日
︶
は
﹁
従
来
上
伝
馬
町
に
於
て
酔
月
楼
と
称
し
料
理
業
致
居
候
処
︑
今
回
吾
妻
遊
廓
へ
家
屋
を
新
築
し
開
業
仕
候
﹂
と

記
し
て
お
り
︑
料
理
業
か
ら
転
業
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
東
田
遊
廓
の
貸
座
敷
の
半
数
弱
は
札
木
・
上
伝
馬
あ
る
い
は
市
外
で
貸
座
敷
を
営
業
し
て
い
た
者
が

移
転
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
残
る
半
数
の
う
ち
か
な
り
の
者
は
︑
新
遊
廓
開
設
を
機
に
類
縁
業
態
か
ら
転
業
し
て
開
業
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
︒
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�

遊

廓

内

の

秩

序

出
自
に
関
し
て
大
別
し
た
上
記
四
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
︑
東
田
遊
廓
内
で
の
業
者
間
の
秩
序
を
新
た
に
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
Ⅱ
の
上
伝

馬
移
転
組
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
次
に
︑
こ
の
点
を
論
証
し
て
い
こ
う
︒

前
述
の
と
お
り
豊
橋
市
は
市
有
地
で
あ
る
遊
廓
内
の
各
区
画
を
有
償
で
貸
与
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
駆
楳
院
と
豊
橋
貸
座
敷
業
組
合
事
務
所

の
建
設
用
地
の
み
は
無
償
貸
与
と
し
た⑱
︒
駆
楳
院
は
愛
知
県
が
建
設
す
る
の
で
︑
敷
地
は
県
に
貸
与
す
る
こ
と
と
し
︑
一
九
一
二
年
三
月
に
竣

工
す
る
に
至
っ
た⑲
︒

次
に
︑
貸
座
敷
業
組
合
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒
組
合
役
員
の
氏
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る⑳
︒
取
締
役
＝
石
野
兼
助
︑
副
＝
高
柳
邦
次
︑
会
計

＝
大
場
幸
平
︑
評
議
員
＝
小
林
善
助
︑
水
野
兼
吉
︑
磯
辺
恒
蔵
︑
永
草
徳
三
郎
︑
糸
柳
玉
次
︑
石
川
清
五
郎
︑
稲
川
辰
三
︵
蔵
︶
︑
荻
野
松
次

郎
︑
佐
野
花
吉
︑
石
黒
幸
太
郎
︒

こ
の
う
ち
取
締
役
の
石
野
兼
助
は
山
城
屋
︑
副
の
高
柳
邦
次
は
花
月
楼
の
楼
主
で
あ
る㉑
︒
次
に
会
計
で
あ
る
が
︑
大
場
姓
の
楼
主
は
ⓖ
に
見

え
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
大
羽
幸
平
の
誤
植
だ
と
思
わ
れ
︑
そ
れ
な
ら
ば
大
丸
楼
の
楼
主
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
山
城
屋
︑
花
月
楼
︑
大
丸
楼
は

す
べ
て
上
伝
馬
の
貸
座
敷
の
移
転
組
で
あ
り
︑
し
か
も
前
二
者
は
東
田
遊
廓
内
の
五
軒
の
﹁
大
店
﹂
に
数
え
ら
れ
て
い
た㉒
︒

次
に
評
議
員
一
〇
名
の
内
訳
で
あ
る
︒
小
林
善
助
は
入
船
楼㉓
︑
水
野
兼
吉
は
産
粋
楼
の
楼
主
で
︑
い
ず
れ
も
札
木
の
貸
座
敷
業
者
だ
っ
た
者

で
あ
る
︒
磯
辺
恒
蔵
︵
新
竹
楼
︶
︑
永
草
徳
三
郎
︵
立
花
楼
︶
︑
糸
柳
玉
次
︵
戦
捷
楼㉔
︶
︑
石
川
清
五
郎
︵
鹿
嶋
楼
︶
は
上
伝
馬
の
貸
座
敷
業
者
の
移

転
組
で
あ
る
︒
ま
た
︑
大
垣
楼
の
稲
川
辰
蔵
と
熱
田
か
ら
の
移
転
組
の
荻
野
松
次
郎
︵
神
喜
楼
︶
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
次
の
佐
野
花
吉
は
大
正

楼
の
楼
主
と
思
わ
れ
る㉕
が
︑
出
自
は
不
明
で
あ
る
︒
残
る
石
黒
幸
太
郎
︵
石
黒
楼
︶
も
不
明
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
石
黒
幸
太
郎
は
︑
業
種
は
不

明
だ
が
札
木
町
の
中
心
部
で
貸
座
敷
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
何
ら
か
の
営
業
を
し
て
お
り
︑
一
九
一
〇
年
頃
に
札
木
か
ら
転
出
し
た
人
物
と
し
て

名
前
が
見
え
る㉖
︒
同
姓
同
名
の
別
人
物
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
︑
同
一
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
札
木
の
類
縁
業
態
か
ら
転
入
し
て
き
た
者
と
考
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え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

以
上
の
分
析
か
ら
東
田
遊
廓
の
貸
座
敷
業
組
合
は
︑
三
役
を
上
伝
馬
移
転
組
が
掌
握
し
た
上
で
︑
Ⅰ
札
木
か
ら
の
移
転
組
︑
Ⅱ
上
伝
馬
か
ら

の
移
転
組
︑
Ⅲ
他
市
か
ら
の
移
転
組
︑
Ⅳ
類
縁
業
態
か
ら
の
転
入
組
の
す
べ
て
を
評
議
員
に
網
羅
す
る
形
で
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
︒

組
合
事
務
所
は
︑
日
常
的
に
は
取
締
役
の
も
と
で
賦
金
の
賦
課
や
徴
集
と
い
っ
た
行
政
補
完
事
務
を
担
っ
て
い
た㉗
︒
そ
れ
ゆ
え
敷
地
は
無
償

貸
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
事
務
所
内
に
娼
妓
学
校
を
開
設
し
︑
礼
儀
作
法
や
裁
縫
等
を
教
授
す
る
場
と
も
し
て
い
た㉘
︒

廓
内
で
頻
発
す
る
紛
議
に
対
処
す
る
の
も
取
締
役
ら
の
務
め
で
あ
っ
た
︒
実
は
先
述
し
た
大
垣
楼
が
開
業
す
る
に
際
し
︑
廓
内
で
は
大
き
な

軋
轢
が
生
じ
て
い
た
︒
既
存
の
五
二
軒
の
業
者
ら
は
共
存
を
図
る
た
め
に
一
軒
に
つ
き
娼
妓
数
を
一
〇
名
以
下
と
す
る
協
定
を
結
ん
で
い
た
︒

と
こ
ろ
が
大
垣
楼
は
一
八
名
の
娼
妓
を
擁
し
て
開
業
し
た
こ
と
か
ら
︑
組
合
側
で
は
協
定
の
遵
守
を
申
し
入
れ
︑
組
合
に
加
入
さ
せ
よ
う
と
し

て
悶
着
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
︒
結
局
こ
の
時
は
警
察
署
長
ら
が
斡
旋
に
入
り
︑
娼
妓
数
の
制
限
は
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
大
垣
楼
の
組

合
加
入
は
実
現
し
て
結
着
し
た
の
で
あ
る㉙
︒

そ
の
翌
年
に
貸
座
敷
業
者
と
廓
内
の
料
理
飲
食
業
者
の
間
で
些
細
な
こ
と
か
ら
紛
議
が
起
き
た
際
に
も
︑
石
野
謙
助
と
村
田
儀
作
が
双
方
の

関
係
者
を
事
務
所
に
呼
ん
で
説
諭
を
試
み
る
な
ど
︑
﹁
仲
裁
方
に
つ
き
奔
走
中
﹂
と
報
じ
ら
れ
て
い
た㉚
︒
こ
の
件
の
顚
末
は
不
明
で
あ
る
が
︑

と
も
あ
れ
貸
座
敷
業
組
合
取
締
役
の
石
野
謙
助
が
廓
内
で
の
秩
序
を
維
持
す
る
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
遊
廓
を
政
治
的
に
代
表
す
る
の
が
︑
右
の
一
件
で
も
石
野
と
共
に
奔
走
し
て
い
た
村
田
儀
作
で
あ
っ
た
︒
村
田
は
︑
前
述
の

と
お
り
上
伝
馬
時
代
に
移
転
反
対
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
︒
彼
の
山
村
屋
も
東
田
遊
廓
に
お
け
る
五
軒
の
﹁
大
店
﹂
の
一
つ

と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
村
田
は
︑
一
九
一
二
年
一
〇
月
と
一
九
一
六
年
一
〇
月
の
二
度
の
市
議
選
に
立
候
補
し
︑
い
ず
れ
も
当
選
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
と
り
わ
け
後
者
の
場
合
︑
﹁
上
伝
馬
有
志
・
吾
妻
遊
廓
有
志
一
同
﹂
の
推
薦
広
告㉛
を
連
日
掲
げ
て
選
挙
戦
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
︒
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本
稿
は
東
田
遊
廓
開
設
期
ま
で
を
対
象
と
し
て
き
た
が
︑
こ
の
先
再
び
遊
廓
の
利
害
に
関
す
る
問
題
が
発
生
し
た
よ
う
な
際
︑
遊
廓
を
基
盤

と
す
る
市
議
が
市
政
界
で
い
か
な
る
行
動
を
取
る
か
は
︑
今
後
と
も
問
い
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒

①

﹁
遊
廓
敷
地
の
貸
下
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
〇
九
年
三
月
一
九
日
︶
︒

②

﹁
新
遊
廓
敷
地
引
渡
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
〇
年
三
月
二
七
日
︶
︒
た
だ
し
︑

図
�
の
貸
座
敷
数
を
合
計
す
る
と
六
八
軒
︑
料
理
店
は
四
〇
軒
と
な
る
な
ど
︑
記

事
本
文
の
数
値
と
は
一
致
し
て
い
な
い
︒

③

﹁
明
治
四
十
二
年

市
会
議
決
綴
﹂
︵
豊
橋
市
役
所
蔵
︶
︒

④

﹁
明
治
四
十
四
年

市
会
議
決
綴
﹂
︵
豊
橋
市
役
所
蔵
︶
︒

⑤

な
お
︑
前
稿
で
論
じ
た
と
お
り
︑
旭
川
町
で
は
税
源
と
し
て
の
遊
廓
が
町
域
外

に
新
設
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
発
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
東
田
遊
廓
は
一
九

〇
六
年
に
市
域
に
編
入
さ
れ
た
地
域
に
あ
り
︑
そ
う
し
た
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
︒

⑥

山
田
誠
二
他
編
﹃
札
木
町
四
百
年
史
﹄
︵
札
木
町
内
会
︑
一
九
八
九
年
︶
︑
二
〇

八
頁
︒

⑦

こ
の
記
事
で
は
娼
妓
三
三
〇
名
︑
芸
妓
五
二
名
︑
仲
屋
︵
居
ヵ
︶
一
二
〇
名
︑

酌
婦
一
名
の
ほ
か
︑
次
の
よ
う
な
廓
内
の
営
業
者
の
内
訳
を
記
し
て
お
り
︑
遊
廓

に
共
棲
す
る
業
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
分
か
る
︒
料
理
店
七
戸
︑

飲
食
店
八
戸
︑
遊
戯
場
四
戸
︑
紹
介
営
業
五
戸
︑
湯
屋
二
戸
︑
質
屋
二
戸
︑
古
物

商
二
戸
︑
人
力
車
丁
場
四
戸
︵
従
業
車
夫
二
四
名
︶
︑
菓
子
小
売
業
四
戸
︑
八
百

屋
二
戸
︑
小
間
物
店
四
戸
︑
白
木
屋
一
戸
︑
理
髪
店
二
戸
︑
米
穀
商
二
戸
︑
煙
草

業
二
戸
︑
女
髪
結
七
戸
︑
按
摩
五
戸
︑
鉄
葉
職
一
戸
︑
指
物
職
二
戸
︑
大
工
一
戸
︑

医
者
一
戸
︑
味
噌
溜
店
一
戸
︑
事
務
所
一
戸
︑
診
療
所
一
戸
︑
巡
査
派
出
所
一
戸
︒

⑧

一
九
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
野
口
里
吉
編
﹃
豊
橋
一
覧
﹄
は
二
月
版
と
一
二
月

版
が
あ
っ
て
︑
叙
述
内
容
が
若
干
異
な
っ
て
お
り
︑
国
立
国
会
図
書
館
で
は
後
者

は
﹃
豊
橋
市
一
覧
﹄
と
登
録
し
て
公
開
し
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
二
月
版
付
録
一

五
～
一
九
頁
﹁
遊
廓
連
﹂
︑
一
九
～
二
〇
頁
﹁
遊
廓
﹂
︑
一
二
月
版
九
三
～
九
四
頁

﹁
遊
廓
︵
東
田
︶
﹂
の
リ
ス
ト
を
総
合
す
る
と
五
三
軒
の
楼
名
と
楼
主
名
が
抽
出

で
き
る
︒

⑨

前
掲
﹃
札
木
町
四
百
年
史
﹄
︑
二
一
八
頁
︒

⑩

﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
〇
年
九
月
七
日
︒

⑪

﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
〇
年
九
月
一
三
日
︒

⑫

﹁
遊
廓
移
転
と
陰
謀
﹂
︵
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
一
九
一
二
年
一
月
二
一
日
︶
︒

⑬

﹁
娼
妓
大
挙
し
て
乗
込
む
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
二
月
二
四
日
︶
︒

⑭

名
古
屋
南
部
史
刊
行
会
編
﹃
名
古
屋
南
部
史
﹄
︵
同
会
︑
一
九
五
二
年
︶
︑
八
九

七
頁
︒

⑮

﹁
熱
田
か
ら
移
転
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
三
月
二
七
日
︶
︑
﹁
新
妓
楼

続
々
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
四
月
九
日
︶
︒

⑯

野
田
勝
次
編
﹃
芸
娼
妓

き
ぬ
ふ
る
い
﹄
一
九
一
二
年
一
月
改
版
︵
野
田
活
版

所
︑
一
九
一
二
年
︶
︑
二
三
三
～
二
四
四
頁
︒

⑰

な
お
︑
﹁
寂
寞
た
る
遊
廓
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
八
月
四
日
︶
に
よ
る
と
︑

豊
本
楼
と
清
長
寿
楼
は
一
九
一
二
年
七
月
末
に
廃
業
し
た
と
さ
れ
て
お
り
︑
ⓖ
に

見
え
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
ほ
か
﹁
楼
主
の
頭
痛
鉢
巻
﹂
︵
﹃
新
朝

報
﹄
一
九
一
二
年
一
二
月
四
日
︶
は
︑
紀
州
で
貸
座
敷
を
営
ん
で
い
た
零
細
な
業

者
が
東
田
で
開
業
し
た
が
︵
楼
名
は
不
明
︶
︑
間
も
な
く
撤
退
し
た
と
報
じ
て
い

る
︒
大
垣
・
熱
田
以
外
か
ら
転
入
し
て
き
た
者
も
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
以

上
の
特
定
は
で
き
な
か
っ
た
︒

⑱

一
九
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
市
会
で
こ
の
件
が
審
議
さ
れ
︑
満
場
一
致
で
可

決
さ
れ
て
い
る
︵
﹁
明
治
四
十
四
年

市
会
議
事
録
﹂
豊
橋
市
役
所
蔵
︶
︒

⑲

﹁
豊
橋
駆
楳
院
の
工
程
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
一
年
一
一
月
一
六
日
︶
︒

⑳

前
掲
﹃
豊
橋
一
覧
﹄
一
二
月
版
︑
八
四
頁
︒

㉑

ⓖ
で
は
花
月
楼
主
は
﹁
高
柳
と
よ
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
上
伝
馬
時
代
に
花
月

師団の立地と遊廓移転をめぐる地域社会と市政（松下）

67 (331)



楼
は
高
柳
邦
次
名
義
で
広
告
を
出
し
て
い
た
︵
上
伝
馬
町
誌
編
集
委
員
会
編
﹃
上

伝
馬
町
誌
﹄
同
会
︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
九
頁
︶
︒

㉒

﹁
窮
境
に
陥
れ
る
吾
妻
遊
廓
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
二
月
二
五
日
︶
︒

㉓

ⓖ
で
は
入
船
楼
主
は
﹁
小
林
し
な
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹁
遊
廓
の
紛

紜
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
一
一
月
二
六
日
︶
と
題
す
る
記
事
で
は
︑
入
船
楼

主
小
林
善
助
が
組
合
の
会
計
主
任
だ
っ
た
も
の
の
︑
辞
任
し
た
人
物
と
し
て
登
場

し
て
い
る
︒
会
計
か
ら
評
議
員
に
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

㉔

糸
柳
玉
次
は
ⓖ
に
は
見
え
な
い
が
︑
糸
柳
姓
の
楼
主
は
戦
捷
楼
の
﹁
糸
柳
せ

つ
﹂
だ
け
な
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
︒

㉕

佐
野
花
吉
は
ⓖ
に
は
見
え
な
い
が
︑
佐
野
姓
の
楼
主
は
大
正
楼
の
﹁
佐
野
は

つ
﹂
だ
け
な
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
︒

㉖

前
掲
﹃
札
木
町
四
百
年
史
﹄
︑
二
〇
三
頁
︑
二
二
二
頁
︒

㉗

前
掲
﹃
豊
橋
市
市
制
施
行
二
十
年
誌
﹄
︑
一
三
六
頁
︒

㉘

﹁
娼
妓
学
校
新
設
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
四
月
二
五
日
︶
︒

㉙

﹁
窮
境
に
陥
れ
る
吾
妻
遊
廓
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
二
月
二
五
日
︶
︑
﹁
遊

廓
紛
擾
解
決
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
二
年
三
月
一
〇
日
︶
︒

㉚

﹁
廓
内
の
紛
擾
拡
大
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
三
年
六
月
一
二
日
︶
︒
﹁
廓
内
紛
擾

続
聞
﹂
︵
﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
三
年
六
月
一
三
日
︶
︒

㉛

﹃
新
朝
報
﹄
一
九
一
六
年
一
〇
月
四
日
他
︒

お

わ

り

に

こ
こ
ま
で
師
団
所
在
地
と
し
て
の
都
市
改
造
事
業
と
市
政
界
の
動
向
の
中
に
遊
廓
移
転
問
題
を
位
置
づ
け
︑
新
遊
廓
の
構
造
を
検
討
し
て
き

た
︒
最
後
に
そ
の
論
点
を
要
約
し
て
結
び
と
し
た
い
︒

地
域
振
興
の
資
源
と
し
て
軍
隊
の
誘
致
に
奔
走
し
︑
そ
れ
に
成
功
し
た
自
治
体
の
関
係
者
ら
に
対
し
て
は
︑
軍
隊
と
共
存
し
う
る
都
市
に
向

け
て
道
路
や
停
車
場
の
拡
張
と
い
っ
た
都
市
改
造
事
業
の
実
施
が
要
請
さ
れ
て
く
る
︒
遊
廓
も
そ
う
し
た
都
市
イ
ン
フ
ラ
の
一
つ
と
見
な
さ
れ

た
が
︑
豊
橋
市
で
は
近
世
以
来
市
街
地
中
心
部
に
立
地
し
て
お
り
︑
師
団
所
在
地
へ
の
昇
格
が
確
定
す
る
と
︑
市
が
郊
外
に
敷
地
を
確
保
し
て

移
転
が
決
行
さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
東
郊
の
東
田
に
開
設
さ
れ
た
新
遊
廓
は
︑
停
車
場
や
南
郊
の
諸
兵
営
を
結
び
つ
け
る
幹
線
道
路
整
備
計
画
の

東
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
師
団
の
立
地
に
伴
う
都
市
改
造
構
想
の
中
に
し
っ
か
り
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

師
団
誘
致
運
動
に
始
ま
る
以
上
の
一
連
の
施
策
は
︑
大
口
喜
六
市
長
を
中
心
と
す
る
非
政
友
会
系
の
同
志
派
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
︒
そ
の

た
め
︑
中
心
部
で
の
営
業
継
続
を
求
め
る
貸
座
敷
業
者
ら
の
移
転
反
対
運
動
は
︑
反
市
長
系
の
実
業
派
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
り
︑
遊
廓
移
転

問
題
や
新
遊
廓
へ
の
道
路
敷
設
計
画
が
市
会
に
お
け
る
政
治
的
争
点
と
し
て
登
場
し
て
き
た
︒
も
っ
と
も
︑
実
業
派
な
が
ら
東
田
出
身
の
市
議
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が
賛
成
側
に
与
し
て
い
る
点
に
は
︑
会
派
と
し
て
の
方
針
よ
り
も
選
出
基
盤
か
ら
の
規
定
性
が
強
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
遊
廓
移
転
の
是
非

を
め
ぐ
る
論
議
は
︑
こ
う
し
て
市
政
界
に
お
け
る
政
治
的
な
力
量
差
に
よ
っ
て
結
着
す
る
の
で
あ
る
︒
豊
橋
の
場
合
は
廃
娼
か
置
娼
か
と
い
う

対
抗
軸
が
存
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
中
心
部
の
遊
廓
を
消
滅
さ
せ
た
と
い
う
点
で
は
︑
廃
娼
運
動
家
ら
は
大
口
市
長
の
措
置
を
肯
定
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
九
一
〇
年
九
月
の
東
田
開
廓
に
向
け
て
移
転
が
不
可
避
の
形
勢
に
な
っ
て
く
る
と
︑
芸
妓
稼
業
を
中
心
と
し
て
き
た
札
木
で
は
︑
ほ
と
ん

ど
の
貸
座
敷
業
者
が
芸
妓
置
屋
に
転
じ
る
な
ど
し
て
現
地
に
留
ま
る
こ
と
を
選
択
し
た
︒
他
方
で
︑
貸
座
敷
業
態
の
比
率
が
高
い
上
伝
馬
で
は
︑

移
転
反
対
運
動
を
主
導
し
て
い
た
者
も
含
め
︑
半
数
以
上
の
業
者
が
移
転
あ
る
い
は
支
店
設
置
に
よ
っ
て
新
遊
廓
で
開
業
し
て
お
り
︑
両
町
間

で
の
対
照
的
な
対
応
が
検
出
で
き
た
︒
そ
の
た
め
︑
東
田
遊
廓
の
貸
座
敷
業
組
合
は
︑
上
伝
馬
か
ら
の
移
転
組
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
︒

組
合
は
︑
他
市
か
ら
の
大
手
業
者
の
参
入
に
よ
る
緊
張
関
係
に
対
処
し
つ
つ
︑
こ
れ
ら
新
参
者
や
類
縁
業
態
か
ら
の
転
入
組
を
も
包
括
し
て
︑

廓
内
秩
序
の
維
持
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

本
稿
は
︑
一
九
〇
七
年
の
師
団
立
地
の
確
定
か
ら
一
九
一
〇
年
前
後
の
新
遊
廓
開
設
期
に
分
析
対
象
を
限
定
し
た
た
め
︑
そ
の
後
の
動
向
に

つ
い
て
は
展
望
で
き
て
い
な
い
︒
行
論
中
で
言
及
し
た
と
お
り
︑
遊
廓
を
選
出
基
盤
と
す
る
市
議
も
お
り
︑
後
年
の
路
面
電
車
の
敷
設
に
際
し

て
は
遊
廓
の
位
置
や
業
者
の
動
向
が
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
︒
以
後
の
豊
橋
市
政
や
都
市
形
成
を
分
析
す
る
に
際
し
て
も
︑
こ
う
し
た
点

を
念
頭
に
置
い
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
︒

そ
し
て
︑
旭
川
町
に
続
い
て
豊
橋
市
を
分
析
し
た
結
果
と
し
て
︑
平
時
の
衛
戍
地
に
お
け
る
遊
廓
の
在
り
様
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑

軍
隊
及
び
遊
廓
を
内
包
し
︑
そ
れ
ら
と
共
存
し
う
る
都
市
改
造
事
業
を
推
進
し
な
が
ら
地
域
振
興
を
め
ざ
す
地
元
首
長
や
議
員
ら
の
動
向
を
重

視
す
る
必
要
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
こ
の
視
座
を
さ
ら
に
他
の
衛
戍
地
に
も
敷
衍
し
な
が
ら
︑
軍
隊
の
立
地
と
遊
廓
と
の
関
係
性
を
問
い
続

け
て
い
く
こ
と
が
︑
﹁
軍
隊
と
地
域
﹂
研
究
や
公
娼
制
度
史
研
究
に
お
け
る
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
︒

︵
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子
大
学
文
学
部
教
授
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師団の立地と遊廓移転をめぐる地域社会と市政（松下）
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Municipal Government and Local Society with regard to the Relocation

of the Red-light District and the Garrisoning of a Division as Seen in

the Case of Toyohashi City during the Post Russo-Japanese War Period

by

MATSUSHITA Takaaki

This paper takes up the case of the stationing of the Fifteenth Infantry

Division during the period of military expansion after the Russo-Japanese

War in Toyohashi City in Aichi Prefecture in order to clarify the

relationship between the garrisoning of an infantry division and the red-

light district during peacetime and analyzes the problem of relocation of the

red-light district that occurred there as a result. When the mayor

successfully induced the division to move to Toyohashi, he devised a plan to

move the red-light district from the city center to the outskirts at public

expense, and he pushed through his plan against the wishes of the brothel

owners and his political opponents. Next, the mayor promoted a project to

improve city streets for urban renewal so the city could co-exist with the

division; the goal being to link three sites, the garrison, the new red-light

district, and the railway yard. In the red-light district, it was mainly the

brothel owners who had moved from the district where the density of

brothels was relatively high who formed an association and they enlisted

those who moved in from other areas into the organization to maintain order

in the red-light district. Judging from the case of Toyohashi, I argue the

necessity of emphasizing the actions of the mayor and city councilmen who

planned to revive their region in concert with the military when arguing the

relationship between the military and red-light districts.

Key Words ; division, Toyohashi city, Relocation of Brothels, mlitary base,

Post-Russo-Japanese War Era
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