
貴
重
書
紹
介 

―
天
保
の
改
革
と
発
禁
本
― 

今
回
紹
介
す
る
貴
重
書
は
、
江
戸
時
代
後
期

の
人
気
作
家
・
山
東
京
山
と
人
気
浮
世
絵
師
・
歌

川
國
芳
の
コ
ラ
ボ
に
よ
っ
て
か
か
れ
た
長
編
絵 

入
り
小
説
（
合
巻
）『
朧
月
猫
草
帋

お
ぼ
ろ
づ
き
ね
こ
の
そ
う
し

』
で
す
。
歌

川
國
芳
と
い
え
ば
、
浮
世
絵
「
東
海
道
五
十
三 

次
」
の
パ
ロ
デ
ィ
「
其そ

の
ま
ま
地
口

じ

ぐ

ち

猫
飼
好
五
十

み
や
う
か
い
こ
う
ご
じ
う 

三
疋

さ
ん
ひ
き

」
を
描
く
な
ど
、
無
類
の
猫
好
き
と
し
て
有

名
で
す
が
、
京
山
も
猫
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
二
人
の
猫
好
き
が
作
り
上
げ
た
本
作
品

は
、
國
芳
の
描
く
達
者
な
絵
柄
か
ら
、
人
気
を
博

し
ま
し
た
。 

物
語
の
舞
台
は
鎌
倉
、
主
人
公
は
鰹
節

か
つ
ぶ
し

問
屋 

「
又
た
び
屋
粉
右
衛
門
」
の
飼
い
猫
〈
お
こ
ま
ち

ゃ
ん
〉
で
す
。
お
こ
ま
は
、
恋
し
い
オ
ス
猫
の
〈
と

ら
〉
と
駆
け
落
ち
し
た
り
、
別
れ
別
れ
に
な
っ
た

り
、
名
家
の
娘
・
撫
子
姫
の
飼
い
猫
に
な
っ
た
り

と
波
乱
万
丈
の
人(

猫)

生
を
送
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。 

本
作
は
天
保
13
年
（1842

）
、
江
戸
の
地
本

じ

ほ

ん

問
屋

ど

い

や

・
山
本
平
吉
に
よ
っ
て
刊
行
・
販
売
さ
れ
ま

し
た
。
地
本
と
は
大
衆
本
の
総
称
で
す
。
こ
の
時

に
出
た
の
は
初
編
と
二
編
の
み
で
、
三
年
後
に

三
篇
が
出
て
、
以
降
毎
年
正
月
に
一
篇
ず
つ
刊

行
さ
れ
、
嘉
永
2
年
（1849

）
に
全
七
編
で
完

結
し
ま
し
た
。 

天
保
12
年
か
ら
始
ま
っ
た
天
保
の
改
革
で

は
、
華
美
な
風
俗
が
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な

り
ま
し
た
。
出
版
に
関
し
て
言
え
ば
、
天
保
13
年

6
月
に
歌
舞
伎
役
者
や
遊
女
・
芸
妓
な
ど
を
描

い
た
錦
絵
と
、
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
・
芝
居
の
趣

向
な
ど
を
表
現
し
た
合
巻
の
出
版
・
販
売
が
禁

止
さ
れ
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
表
紙
の
色
刷
り
も

禁
止
と
な
り
ま
し
た
。 

す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た
初
編
と
二
編
は
鮮

や
か
な
色
刷
り
表
紙
で
、
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔

も
多
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
絶
版
と
な
り
ま
し

た
。
三
編
刊
行
時
に
初
編
、
二
編
は
、
表
紙
は
地

味
な
彩
色
に
変
え
ら
れ
、
芝
居
や
芸
者
等
の
禁

忌
に
触
れ
そ
う
な
所
は
す
べ
て
改
刻
さ
れ
て
出

版
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
参
照
）。 

本
作
品
は
、
4
月
8
日
か
ら
開
催
さ
れ
る
専

修
大
学
図
書
館 

春
の
企
画
展
「
時
代
に
ゆ
れ

た
表
現
の
自
由
｜
江
戸
か
ら
平
成
、
そ
し
て
○

○
｜
」
に
出
展
し
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
の
他

に
も
、
吉
原
の
遊
女
が
一
般
の
女
性
に
改
変
さ

 

編
集
後
記 

 

今
回
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
遊
郭
・
吉
原
の
特

集
で
し
た
。
吉
原
と
い
う
場
所
の
、
光
と
闇
の
歴
史
を

少
し
で
も
感
じ
取
っ
て
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
吉

原
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
う
わ
べ
だ

け
に
と
ら
わ
れ
ず
、
様
々
な
側
面
か
ら
物
事
や
歴
史

を
学
ん
で
い
き
た
い
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
支
え
る

た
く
さ
ん
の
資
料
と
ス
タ
ッ
フ
が
、
図
書
館
で
お
待

ち
し
て
い
ま
す
！ 

[展示紹介] 
太田記念美術館 

「没後 170 年記念 北斎 ―富士への道」

日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎

（1760～1849）の没後 170 年を記念した

展覧会。北斎が生涯にわたって描き続け

た富士山が取り上げられます。2020 年 3
月に新しいパスポートに採用される「冨

嶽三十六景」も展示されます。 
同美術館は国内でも数少ない浮世絵専

門美術館です。毎月ユニークなテーマで

展示を行っているので、気軽に足を運ん

でみてはいかがでしょうか（生田キャン

パスの人は、小田急線代々木上原駅で千

代田線に乗り換えるとすぐですよ！）。 
 

会期：2019 年 4 月 4 日(木) 
～5 月 26 日(日)

アクセス：JR 原宿駅より徒歩 5 分、東京

メトロ明治神宮前（原宿）駅よ

り徒歩 3 分 
URL：http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/ 

exhibition/hokusaifuji 

[主な参考図書・サイト] 
参考図書は図書館に所蔵している本ばかりで

す。是非 OPAC で検索してみてください。 
 
・今田洋三『江戸の本屋さん : 近世文化史

の側面』日本放送出版協会, 1977.10 
・鈴木俊幸『新版蔦屋重三郎』平凡社 , 

2012.2 
・『日本古典文学大字典』「細見」項（向井信

夫執筆） 
・北村鮭彦『お江戸吉原ものしり帖』新潮社,  

2005.9 
・山東京山作 ; 歌川国芳絵 ; 金子信久訳

著『おこまの大冒険 : 朧月猫の草紙』パ

イインターナショナル, 2013.11 
・佐藤至子『江戸の出版統制 : 弾圧に翻弄

さ れ た 戯 作 者 た ち 』 吉 川 弘 文 館 ,  
2017.11 

・安藤優一郎監修『江戸の色町遊女と吉原の

歴史:江戸文化から見た吉原と遊女の生

活』カンゼン, 2016.6 
・茨城県天心記念五浦美術館 HP 

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/ 
・ポーラ文化研究所 HP https://www.po-

holdings.co.jp/csr/culture/bunken/ 
・アサヒビール大山崎山荘美術館 HP 

https://www.asahibeer-oyamazaki.com/ 
・ジャパンナレッジ Lib 日本大百科全書 

https://japanknowledge.com/library/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

←  

奥付： 
専修大学図書館 
平成 31 年 3 月 31 日発行 

題字：荒川依知 
 
※貴重書のご利用については、

「ぶんこ」創刊号をご覧くだ

さい。 
https://www.senshu-u.ac.jp/ 
news/20171031-12.html 
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歌川國貞画『けゐせい高尾 沢村田之助』 

高尾太夫を演じる歌舞伎役者・沢村田
た

之
の

助
すけ

の役者絵。高尾は三浦屋で代々襲名された、吉原の歴史に残る太夫
た ゆ う

（最高級の遊女）名。傾城
けいせい

は色香で城や国を傾け滅ぼすほどの美人の意だが、近世では特に太夫を指す。 

理
由
に
つ
い
て
は
4
面
の
貴
重
書
紹
介

で
説
明
し
て
い
ま
す
が
、
彼
女
た
ち
は

規
制
の
対
象
と
な
る
一
方
で
人
々
の
憧

れ
の
的
で
あ
り
、
当
時
の
文
化
に
多
大 

な
る
影
響
を
与
え
て
き
た
存
在
で
し
た
。

今
回
の
特
集
で
は
遊
女
や
遊
郭
が
集
め

ら
れ
た
吉
原
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
る
こ

と
で
江
戸
文
化
に
触
れ
て
み
ま
す
。 

＊
今
号
で
掲
載
し
て
い
る
資
料
は
、
主
に

「
専
修
大
学
図
書
館
向
井
信
夫
文
庫
」
に
収
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。
旧
蔵
者
で
あ
る
故
向
井
信
夫

氏
は
、
読
本
や
草
双
紙
と
い
っ
た
江
戸
後
期
小

説
だ
け
で
な
く
吉
原
細
見
の
コ
レ
ク
タ
ー
・
考

証
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

山東京山作、歌川國芳画『朧月猫草帋』 
天保 13[1842] - 嘉永 2[1849] 
 /000/Z00/M0653.1～M0654.7 

芸妓たち（右上・初板）が船宿の女房（左下・

後摺板）に改刻された。 

 

特
集
！ 

吉
原
と
江
戸
文
化 

「
ぶ
ん
こ
」
第
3
号
で
は
グ
ー
テ
ン

ベ
ル
ク
が
も
た
ら
し
た
活
版
印
刷
術
に

関
連
し
、
印
刷
の
流
れ
を
特
集
し
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
は
手
書
き
の
写
本
し
か

な
か
っ
た
も
の
が
、
印
刷
術
の
普
及
に

よ
り
同
じ
情
報
を
大
量
に
複
製
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
り
、
庶
民
に
も
爆
発
的

に
情
報
流
通
量
が
増
え
ま
し
た
。
第
3

号
の
特
集
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本

で
は
活
字
印
刷
よ
り
も
製
版
が
主
流
で

し
た
が
、
書
物
は
庶
民
の
文
化
へ
と 

広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
情
報
流
通
量
が
増

え
た
こ
と
に
よ
り
、
本
格
的
な
検
閲
、
ひ

い
て
は
出
版
規
制
も
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

4
月
8
日
か
ら
開
催
さ
れ
る
専
修
大

学
図
書
館 

春
の
企
画
展
「
時
代
に
ゆ

れ
た
表
現
の
自
由
｜
江
戸
か
ら
平
成
、

そ
し
て
○
○
｜
」
で
は
、
出
版
規
制
と

「
表
現
の
自
由
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当

て
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
規
制
を
受

け
た
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
遊
女
の

描
写
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

専
修
大
学
図
書
館 

春
の
企

画
展
「
時
代
に
ゆ
れ
た
表
現
の
自

由
｜
江
戸
か
ら
平
成
、
そ
し
て

○
○
｜
」 

【
会
期
】2019

年
4
月
8
日
（
月
） 

～
6
月
1
日
（
土
） 

＊
日
曜
、
4
月
29
日
（
月
）
～
5
月 

4
日
（
土
）
は
除
く
。 

【
時
間
】
平
日 

12
時
～
16
時 

土
曜 

10
時
～
14
時 

【
会
場
】
図
書
館
本
館
研
修
室
（
生

田
校
舎
9
号
館
3
階
） 

江
戸
時
代
、
戦
前
、
戦
中
、
戦
後

か
ら
現
在
ま
で
の
時
代
の
変
遷
と

と
も
に
、
規
制
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら

も
出
版
さ
れ
た
多
く
の
資
料
を
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。
本
学
図
書
館
所

蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
、
「
向
井
信

夫
文
庫
」
の
江
戸
期
和
本
や
、
初
出

品
と
な
る
「
カ
ス
ト
リ
雑
誌
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
」
か
ら
も
資
料
を
展
示
し
ま

す
。

 

第 4 号 目次 

P1・・・特集！ 吉原と江戸文化

P2-3・・だいじぇすと吉原 
P4・・・貴重書紹介 



吉
原
細
見
の
初
期 

当
初
は
一
枚
図
で
し
た

が
、
享
保
12
年
（1727

）
に

横
型
本
が
登
場
し
、
以
後
安

永
年
間
（1772-1782

）
ま
で

こ
の
形
が
吉
原
細
見
の
定
番

と
な
り
ま
す
。 

 蔦
屋
重
三
郎
の
独
占 

 

安
永
4
年
秋
、
吉
原
に
店

を
構
え
て
い
た
本
屋
・
蔦
屋

重
三
郎
に
よ
っ
て
新
し
い
趣 

 

遊
女
は
江
戸
時
代
の 

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
!!

遊
女
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
庶
民
の
憧

れ
で
、
流
行
の
先
端
で
あ
り
続
け
ま
し

た
。 江

戸
時
代
を
代
表
す
る
女
性
の
髪
形

は
、
兵
庫

ひ
ょ
う
ご

髷ま
げ

・
島
田

し

ま

だ

髷ま
げ

・
勝
山

か
つ
や
ま

髷ま
げ

で
す

が
、
い
ず
れ
も
遊
女
や
女
歌
舞
伎
な
ど

か
ら
生
ま
れ
、
一
般
庶
民
ま
で
及
ん
で

い
き
ま
し
た
。
勝
山
髷
は
吉
原
の
遊
女

勝
山
が
結
い
は
じ
め
た
と
言
わ
れ
、
元

禄
（1688-1704

）
の
頃
吉
原
で
大
流

行
、
の
ち
に
丸
髷
に
発
展
し
ま
し
た
。

ま
た
、
髪
に
つ
け
る
飾
り
櫛
は
、
江

戸
時
代
初
期
に
遊
女
が
挿
し
は
じ
め
た

吉
原
っ
て
ど
ん
な
と
こ
？ 

吉
原
は
、
江
戸
時
代
の
幕
府
公
認
の 

遊
廓

ゆ
う
か
く

（
周
囲
を
囲
わ
れ
、
多
く
の
遊
女

が
集
ま
っ
て
い
る
一
定
の
地
域
）
で
す
。

一
口
に
吉
原
と
言
っ
て
も
、
今
か
ら
約

400
年
前
の
元
和
4
年
（1618

）
、
日
本

橋
人
形
町
で
営
業
を
始
め
た
の
が
「
元 

吉
原
」、
そ
の
後
土
地
の
狭

隘

き
ょ
う
あ
い

、
風
俗

上
の
問
題
な
ど
が
あ
り
、1657

年
明
暦 

の
大
火
を
機
に
、
浅
草
寺

せ
ん
そ
う
じ

の
奥
、
山
谷

さ

ん

や

地
区
に
移
転
し
て
昼
夜
間
の
営
業
を
再

開
し
た
の
が
「
新
吉
原
」
で
す
。
落
語

な
ど
に
出
て
く
る
「
吉
原
」
は
た
い
て

い
新
吉
原
の
事
を
指
し
ま
す
。 

元
吉
原
は
、
遊
女
屋
西
田
屋
を
営
ん 

で
い
た
庄
司

し
ょ
う
じ

甚
右
衛
門

じ

ん

え

も

ん

（1575-1644

） 

が
、
江
戸
市
中
の
遊
女
屋
を
集
め
、
傾
城

け
い
せ
い

町
（
遊
女
屋
の
集
ま
っ
て
い
る
町
）
の 

設
立
を
幕
府
に
出
願
し
、
日
本
橋
葺
屋

ふ

き

や 

町
続
き
の
葭よ

し

や
茅か

や

が
生
い
茂
る
低
湿
の

土
地
を
埋
め
立
て
開
業
し
ま
し
た
。
葭

を
刈
り
取
っ
て
町
を
つ
く
っ
た
の
で

「
葭
原
」
が
転
じ
て
「
吉
原
」
と
な
っ

た
と
言
い
ま
す
。 

新
吉
原
は
、
総
面
積
約
2
万
700
坪
と

い
う
広
さ
で
、
東
京
ド
ー
ム
約
1.4
倍
の

一
大
歓
楽
街
で
す
。
周
囲
は
黒
板
塀
が

張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
外
側
に 

は
お
は
ぐ
ろ
溝ど

ぶ

（
遊
女
た
ち
が
使
っ
た

お
歯
黒
の
汁
を
捨
て
た
と
こ
ろ
か
ら
そ

う
よ
ば
れ
た
ら
し
い
）
と
い
う
幅
3.6
メ

ー
ト
ル
の
堀
が
あ
り
ま
し
た
。 

周
囲
を
黒
板
塀
と
お
は
ぐ
ろ
溝
で
囲

ま
れ
た
広
大
な
吉
原
へ
の
出
入
り
は 

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

簪
か
ん
ざ
し

を
い
く
つ

も
挿
す
の
は
遊
女
な
ら
で
は
で
す
が
、

1
ペ
ー
ジ
目
の
浮
世
絵
『
け
ゐ
せ
い
高

尾 

沢
村
田
之
助
』
の
よ
う
に
12
本
も
挿

す
と
、
そ
の
重
さ
は
6

kg
ほ
ど
に
も
な

り
ま
し
た
。 

文
化
（1804-18

）
頃
に
は
、
口
紅
を 

下
唇
に
濃
く
塗
っ
て
玉
虫
色
に
す
る
笹さ

さ 

色い
ろ

紅べ
に

が
流
行
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
遊

女
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
す
。
た
だ
、
紅

は
高
価
で
あ
っ
た
た
め
、
一
般
女
性
た

ち
は
下
地
に
墨
を
薄
く
塗
り
、
そ
の
上

に
紅
を
塗
る
と
い
う
方
法
で
笹
色
紅
と

同
じ
効
果
を
出
そ
う
と
し
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
江
戸
後
期
に
は
、
地
味
な
配

色
の
振
袖
か
ら
赤
い
色
を
の
ぞ
か
せ
る

着
こ
な
し
が
流
行
、
こ
れ
も
遊
女
た
ち

を
参
考
に
し
た
も
の
で
し
た
。 

り
に
灯
を
灯
し
、
そ
こ
を
通
る
豪
華
絢

爛
の
花
魁
道
中
は
吉
原
最
大
の
行
事

で
、
庶
民
は
こ
ぞ
っ
て
見
物
に
や
っ
て

き
ま
し
た
。 

塀
と
堀
に
よ
っ
て
隔
離
さ
れ
た
吉
原

は
、
江
戸
の
文
化
を
育
み
つ
つ
も
、
ほ

と
ん
ど
の
遊
女
が
大
門
か
ら
出
る
こ
と

な
く
一
生
を
終
え
た
、
遊
女
た
ち
の
光

と
闇
が
交
差
し
て
い
る
場
で
も
あ
り
ま

し
た
。
深
川
を
は
じ
め
岡
場
所
（
吉
原 

に
対
し
て
、
「
傍お

か

」、
わ
き
の
場
所
の
意

味
。
非
公
認
の
深
川
・
品
川
・
新
宿
な

ど
の
遊
里
の
こ
と
）
の
急
激
な
発
展
に

よ
り
衰
微
、
昭
和
33
年
（1958

）
の
売

春
防
止
法
施
行
ま
で
の
約

300
年
間
、
公

認
の
遊
郭
と
し
て
存
続
し
た
の
が
吉
原

遊
郭
で
し
た
。 

「
花
魁

お
い
ら
ん

」
は
高
級
遊
女
だ
っ
た 

遊
女
に
は
階
級
が
あ
り
、
時
代
に
よ

り
変
化
し
ま
し
た
。 

元
吉
原
時
代
に
は
、
最
高
級
遊
女
で 

あ
る
太
夫

た

ゆ

う

を
頂
点
に
、
格
子

こ

う

し

・
端は

し

と
い

う
三
階
級
が
あ
り
、
太
夫
と
格
子
を
「
花 

魁
」
と
呼
び
ま
し
た
。「
花
魁
」
は
吉
原

独
特
の
呼
称
で
す
。 

花
魁
に
な
る
に
は
、
美
貌
だ
け
で
な

く
、
大
名
の
相
手
が
で
き
る
く
ら
い
の 

教
養
も
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
須

で
し
た
。
彼
女
た
ち
は
、
和
歌
・
俳
諧
・

漢
詩
・
書
画
・
華
道
・
茶
道
・
琴
・
三

味
線
・
碁
・
将
棋
な
ど
を
マ
ス
タ
ー
し
、

し
か
も
そ
の
中
の
一
芸
に
秀
で
て
い
た

ほ
ど
の
才
女
で
す
。
吉
原
遊
女
は
、
富

や
権
力
に
な
び
か
ず
自
分
の
意
志
を
通 

す
と
い
う
「
意
気
地

い

き

じ

」
と
「
張
り
」
を

大
切
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
高

い
教
養
か
ら
培
わ
れ
た
自
信
に
よ
り
生

ま
れ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

新
吉
原
に
移
っ
て
か
ら
は
次
第
に
太

夫
の
数
が
減
り
、
宝
暦
年
間
（1751-

64

）
に
な
る
と
、
太
夫
・
格
子
は
い
な

く
な
り
ま
し
た
（
宝
暦
以
降
の
階
級
は

【
遊
女
の
階
級
別
揚
代
】
参
照
）
。 

「
大
門

お
お
も
ん

」
か
ら
の
み
可
能
で
し
た
。
内

側
左
に
は
番
所
、
右
に
会
所

え

し

ょ

が
あ
り
、

番
所
に
は
町
奉
行

ぶ
ぎ
ょ
う

所
の
与
力

よ

り

き

、
同
心
、

会
所
に
は
番
人
や
楼
主
が
交
代
で
詰
め

て
、
廓
内
の
事
務
や
遊
女
の
逃
亡
な
ど

を
監
視
し
ま
し
た
。 

大
門
か
ら
入
っ
て
、
吉
原
遊
郭
の
中

央
を
貫
い
て
い
た
通
り
を
「
仲
の
町
」

と
い
い
、
そ
の
突
き
当
た
り
は
水
道

す
い
ど
う

尻じ
り

に
防
火
の
神
、
秋
葉
山
権
現

ご
ん
げ
ん

を
ま
つ
る

小
社

お
や
し
ろ

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
大
通
り
で

は
四
季
折
々
の
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
た
と
え
ば
寛
延
2
年
（1749

）

頃
か
ら
毎
年
3
月
1
日
に
通
り
に
桜

を
植
え
、
た
そ
が
れ
ど
き
か
ら
ぼ
ん
ぼ

や
諸
芸
を
習
い
ま
す
。
将
来
が
見
込
ま

れ
る
と
、
一
流
に
な
る
た
め
の
英
才
教

育
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
吉
原
が

他
と
は
違
い
特
別
で
あ
る
理
由
の
ひ
と

つ
で
す
。
そ
し
て
13
、
14
歳
に
は
接
客

法
を
見
習
う
新
造

し
ん
ぞ
う

と
な
り
、
17
、
18
歳

で
遊
女
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

遊
女
の
多
く
は
、
貧
し
い
家
計
を
助

け
る
た
め
に
親
に
売
ら
れ
た
り
、
自
ら

身
売
り
し
た
者
た
ち
で
し
た
。
そ
の
た

め
、
世
間
か
ら
親
孝
行
者
と
し
て
評
価

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
彼

女
た
ち
の
境
遇
は
過
酷
で
し
た
。
自
分

が
売
ら
れ
た
金
額
を
体
で
稼
い
で
遊
女

屋
に
返
す
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
衣

装
・
寝
具
・
妹
分
の
遊
女
に
か
か
る
費

用
・
暖
房
用
の
炭
・
薬
代
な
ど
、
す
べ

て
自
分
で
稼
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

江
戸
っ
子
は
み
ん
な
読
ん

で
い
た
？ 

「
吉
原
細
見
」  

吉
原
で
遊
ぶ
人
た
ち
が
携
え
て
い
た

の
が
「
吉
原
細
見
」
で
す
。
こ
れ
は
、

吉
原
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
冊
子

で
、
江
戸
の
普
通
の
成
年
男
子
な
ら
吉

原
細
見
を
見
た
こ
と
が
な
い
も
の
は
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
で
し
た
。 

向
を
凝
ら
し
た
吉
原
細
見
が
出
版
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
町
の
通
り
を
挟
ん
で

妓
楼
が
上
下
に
ら
み
合
い
に
な
る
形
式

の
も
の
で
、
の
ち
に
蔦
屋
が
吉
原
細
見

の
出
版
を
独
占
す
る
ほ
ど
好
評
を
博
し

ま
し
た
。 
 

蔦
屋
重
三
郎
と
は
？ 

 

蔦
屋
重
三
郎
は
、
江
戸
文
化
を
代
表

す
る
出
版
物
を
数
多
く
世
に
出
し
た
本

屋
で
す
。
蔦
屋
重
三
郎
（
蔦
重
）
は
江
戸

新
吉
原
に
生
ま
れ
、
安
永
元
年
（1772

）

に
新
吉
原
大
門
口
五
十
軒
道
に
本
屋
・

耕
書
堂
を
開
業
し
ま
し
た
。
当
初
は
茶

屋
に
間
借
り
し
て
貸
本
業
を
営
ん
で
い

た
と
推
測
さ
れ
、
そ
こ
で
培
っ
た
人
脈

と
地
縁
・
血
縁
を
生
か
し
て
吉
原
細
見

を
出
版
、
販
売
し
始
め
ま
し
た
。
吉
原
地

域
の
販
路
を
独
占
し
た
上
に
、
丁
数
を

削
減
し
た
た
め
安
価
で
売
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
、
天
明
3
年
（1783

）
に
は
他 

す
る
に
至
り
ま
す
。
細
見
は
、
吉
原
地

域
に
お
い
て
は
茶
屋
や
妓
楼
で
も
小
売

さ
れ
、
ま
た
客
へ
の
贈
答
用
に
も
使
用

さ
れ
、
江
戸
市
中
に
も
消
耗
品
的
に
大

量
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。 

寛
政
3
年
（1791

）
年
3
月
、
山
東

京
伝
作
の
洒
落
本
が
禁
制
に
触
れ
た
か

ど
で
、
板
元
で
あ
る
蔦
屋
は
身
上
半
減

（
財
産
半
分
没
収
）
の
刑
を
受
け
ま
す
。

こ
れ
は
、
寛
政
の
改
革
下
に
お
け
る
風

俗
統
制
の
見
せ
し
め
の
意
味
合
い
が
強

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

学
問
奨
励
の
機
運
に
合
っ
た
ジ
ャ
ン
ル

の
書
物
を
刊
行
す
る
な
ど
、
時
代
の
空

気
を
読
み
取
っ
て
し
た
た
か
に
商
売
を

続
け
ま
し
た
が
、
寛
政
9
年
（1797

）、

脚
気
に
よ
り
47
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。

以
後
、
初
代
蔦
重
が
一
代
で
築
き
上
げ

た
こ
の
大
書
肆
は
、
急
速
に
没
落
し
て

い
き
ま
し
た
。 

 

色
々
な
吉
原
細
見 

蔦
屋
重
三
郎
時
代
は
、
朋
誠
堂
喜

三
二
や
式
亭
三
馬
、
十
返
舎
一
九
な

ど
著
名
な
戯
作
者
が
序
文
を
寄
せ
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

吉
原
細
見
と
は
？ 

吉
原
細
見
と
は
、
江
戸
新
吉
原
内
の 

娼
家
・
揚
屋
・
茶
屋
な
ど
が
地
図
の
よ

う
に
町
ご
と
に
記
載
さ
れ
、
さ
ら
に
遊

女
の
名
前
が
そ
の
所
属
す
る
娼
家
ご
と

に
記
さ
れ
た
冊
子
の
総
称
で
す
。
江
戸

初
期
か
ら
大
正
5
年
（1916

）
ま
で
の

わ
た
っ
て
、
形
や
板
元
を
変
え 

な
が
ら
、
毎
年
春
と
秋
の
2

回
定
期
刊
行
物
の
よ
う
に

大
量
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

吉
原
で
遊
ぶ
に
は
？ 

遊
女
屋
の
見
世
先
の
座
敷
に
遊
女
が

並
ん
で
座
り
（
張は

り

見み

世せ

と
言
っ
た
）、
客

は
格
子
越
し
に
遊
女
の
顔
を
見
て
遊
女

を
選
び
ま
し
た
。 

格
式
の
高
い
大お

お

見
世

み

せ

で
遊
ぶ
場
合
に

は
、
さ
ら
に
引
手

ひ

き

て

茶
屋

ぢ

ゃ

や

を
仲
介
さ
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
茶
屋
で
遊

女
を
指
名
す
る
と
、
遊
女
は
新
造
・
禿

な
ど
数
人
を
引
き
連
れ
、
茶
屋
に
客
を

迎
え
に
来
ま
す
。
こ
れ
を
東
海
道
の
旅

に
み
た
て
て
「
道

中

ど
う
ち
ゅ
う

」
と
言
い
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
花
魁
道
中
の
こ
と
で
す
。
道

中
は
、
格
の
高
い
ご
く
わ
ず
か
な
遊
女

に
だ
け
許
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。 

吉
原
の
主
役
、
遊
女 

吉
原
の
最
盛
期
に
は
、
6
千
人
を
超

え
る
遊
女
が
所
属
し
て
い
た
と
言
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
だ
け
吉
原
が
繁
昌
し
た
理

由
の
ひ
と
つ
に
、
遊
女
の
年
齢
の
若 

さ
が
あ
り
ま
し
た
。
吉
原
で
は
、
切き

り

見み 

世せ

と
い
う
一
部
の
見
世
を
除
き
、
遊
女

と
し
て
働
け
る
の
は
27
歳
ま
で
だ
っ

た
の
で
す
。 

10
歳
以
下
の
遊
女
見
習
い
の
少
女

を

禿
か
む
ろ

と
呼
び
、
彼
女
た
ち
は
遊
女
の
身

の
ま
わ
り
の
雑
用
を
し
な
が
ら
、
行
儀 

 
 
 
 
 

【遊女の階級別揚代】 

 遊女の階級 
＊宝暦以降 

揚 代
あげだい

（遊女と遊ぶ料金） 
＊天保前期 

昼夜共 
（一泊する） 

夜 斗
よるばかり

 
（夜のうちに帰る） 

花魁 

呼 出
よびだし

 金 1 両 2 分 金 3 分 

昼 三
ちゅうさん

 金 3 分 金 1 分 2 朱 

付 廻
つけまわし

 金 2 分 金 1 分 

（花魁に含め

ることも） 
座敷持
ざしきもち

 金 2 分 金 1 分 

部屋持
へやもち

 金 1 分 2 朱 

 切見世
きりみせ

 
一ツ切（線香 1 本が燃える時間＝約

10 分）で 100 文 
＊実際には揚代だけでは遊べず、料理や酒、芸者代、遊女への小遣い、 
引手茶屋に支払う金などもかかり、昼三の場合で合計 5 両かかった。 

＊金 1 両（現在の 10 万円くらい）＝金 4 分＝16 朱＝銭 4,000 文 

五亀亭貞房画『傾城道中双 六
すごろく

』

（部分）文政 10 [1827]  

喜楽斎麿丸画『吉原・品川・新宿 廓店図』 

『吉原細見五葉枩』

天明 3 [1783] 
/000/Z00/M2904 
（蔦屋が吉原細見の

板株を独占したとき

に刊行されたもの） 

『[新吉原細見]』 [寛政 4 (1792)  
/000/Z00/M2911 
『南総里見八犬伝』の作者・曲亭

馬琴が書いた序文 

『吉原細見仇競北里の燈』明治 20 [1887] 序 
/000/Z00/M3024 

口絵が写実的だったり、本文が活字だったり

と、近代的な印象の明治期の細見（この 8 年

後の明治 28 年に、樋口一葉『たけくらべ』

の連載が始まります） 

 

吉
原 

-2- -3- 


