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明
治
時
代
の
湯
屋
に
つ
い
て
少
し
く
調
べ
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
旧
い

雑
記
帳
を
引
っ
く
り
返
し
た
り
、
旧
い
記
憶
を
呼
び
起
し
た
り
し
た
。
そ
の

時
代
の
銭
湯
と
今
日
の
い
わ
ゆ
る
浴
場
と
は
多
少
の
相
違
が
あ
る
の
で
、
何

か
の
参
考
ま
で
に
そ
の
一
部
を
こ
こ
に
抄
録
す
る
こ
と
に
し
た
。
勿
論
、
一

口
に
明
治
と
い
っ
て
も
、
そ
の
年
代
に
よ
っ
て
又
相
当
の
変
遷
が
見
出
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
明
治
時
代
」
は
二
十
七
八
年
頃
か
ら
三
十

七
八
年
、
即
ち
日
清
戦
争
の
頃
か
ら
日
露
戦
争
の
頃
に
至
る
十
年
間
ぐ
ら
い

を
中
心
に
し
て
、
そ
の
前
後
を
語
る
も
の
と
思
っ
て
貰
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

3



　
日
清
戦
争
の
頃
か
ら
湯
屋
を
風
呂
屋
と
い
う
人
が
だ
ん
だ
ん
に
殖
え
て
来

た
の
を
見
て
も
、
東
京
の
湯
屋
の
変
遷
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
遠
い

昔
に
は
丹
前
風
呂
な
ど
の
名
が
あ
っ
て
、
江
戸
で
も
風
呂
屋
と
呼
ん
で
い
た

ら
し
い
が
、
風
呂
屋
の
名
は
い
つ
か
廃
れ
て
、
わ
ず
か
に
三
馬
の
「
浮
世
風

呂
」
に
そ
の
名
残
り
を
留
め
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
江
戸
の
人
は
一
般
に
湯
屋

と
か
銭
湯
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
た
。
そ
れ
が
東
京
に
伝
わ
っ
て
、
東
京
の
人

も
や
は
り
湯
屋
と
か
銭
湯
と
か
呼
ぶ
を
普
通
と
し
、
た
ま
に
風
呂
屋
な
ど
と

い
う
人
が
あ
れ
ば
、
田
舎
者
と
し
て
笑
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
は
風

呂
屋
と
い
う
人
が
な
か
な
か
多
く
な
っ
た
。
や
が
て
は
髪
結
床
を
床
屋
、
湯

屋
を
風
呂
屋
と
呼
ぶ
の
が
普
通
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
云
っ
て
い
る
と
、
果
し
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て
そ
の
通
り
に
な
っ
た
。

　
東
京
の
湯
屋
は
白
湯
を
主
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
二
十
年
頃
か

ら
温
泉
、
鉱
泉
、
薬
湯
、
蒸
風
呂
な
ど
の
種
類
が
殖
え
た
。
そ
の
ほ
か
に
江

戸
以
来
の
干ひ
葉ば
湯ゆ
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
大
体
の
構
造
は
今
も
昔
も
変
ら
な

い
が
、
浴
槽
も
流
し
場
も
す
べ
て
木
造
で
、
人
造
石
や
タ
イ
ル
張
り
の
た
ぐ

い
は
殆
ど
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
併
し
警
視
庁
の
命
令
に
よ
っ
て
、
釜
前
は

石
造
ま
た
は
煉
瓦
作
り
と
な
っ
た
の
で
、
出
火
の
憂
い
は
頗
る
減
少
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
湯
屋
か
ら
出
火
し
た
例
が
甚
だ
多
く
、
大
風
の
日
に
は
臨
時

休
業
の
札
を
か
け
た
そ
う
で
あ
る
が
幸
い
に
そ
ん
な
事
は
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
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浴
槽
は
高
く
作
ら
れ
て
、
踏
み
板
を
越
え
て
這
入
る
の
が
習
で
、
そ
の
前

に
は 
柘 
榴 
口 
ざ
く
ろ
ぐ
ち

と
い
う
も
の
が
立
っ
て
い
る
か
ら
、
浴
客
は
柘
榴
口
を
く
ぐ

り
、
更
に
踏
み
板
を
越
え
て
浴
槽
に
入
る
の
で
あ
る
。
柘
榴
口
に
は
山
水
、

花
鳥
、
人
物
な
ど
、
思
い
思
い
の
彩
色
画
が
描
い
て
あ
っ
て
、
子
供
た
ち
を

喜
ば
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
こ
の
柘
榴
口
が
邪
魔
を
す
る
の
で
、

浴
槽
の
内
は
昼
で
も
薄
暗
く
、
殊
に
夜
間
な
ど
は
燈
光
の
不
十
分
と
湯
気
と

の
為
に
、
隣
の
人
の
顔
さ
え
も
よ
く
は
見
え
分
か
ら
ず
、
う
っ
か
り
と
他
人

の
蔭
口
な
ど
を
利
い
て
い
て
、
案
外
に
も
そ
の
噂
の
主
が
う
し
ろ
に
聴
い
て

い
た
と
云
う
よ
う
な
滑
稽
を
演
ず
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
明
治
二
十
一
二
年

頃
か
ら
今
日
の
よ
う
に
浴
槽
を
低
く
作
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
最
初
は
温
泉
風
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呂
な
ど
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
流
行
は
先
ず
下
町
か
ら
始
ま
っ
て
山
の
手
に

及
び
、
そ
れ
に
連
れ
て
無
用
の
柘
榴
石
も
自
然
に
取
払
わ
れ
た
。

　
湯
銭
は
八
厘
か
ら
一
銭
、
一
銭
五
厘
、
二
銭
と
、
だ
ん
だ
ん
に
騰
貴
し
て
、

日
露
戦
争
頃
ま
で
は
二
銭
五
厘
に
踏
み
留
ま
っ
て
い
た
が
、
場
末
に
は
矢
張

り
二
銭
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
ほ
か
に
「
留
め
湯
」
と
か
「
月
留
め
」
と
か

い
う
制
度
が
あ
っ
て
、
毎
日
か
な
ら
ず
入
浴
す
る
人
に
対
し
て
は
割
引
を
す

る
。
そ
れ
も
最
初
は
一
ヶ
月
前
金
十
銭
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
湯
銭
騰
貴
に

伴
っ
て
、
二
十
銭
、
二
十
五
銭
、
三
十
銭
と
な
り
、
湯
銭
二
銭
五
厘
の
当
時

に
は
五
十
銭
と
な
っ
た
。
又
、
朝
夕
二
回
入
浴
す
る
人
に
限
っ
て
、
朝
湯
は

一
ヶ
月
十
銭
ぐ
ら
い
に
割
引
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
ら
、
職
人
な
ど
は

勿
論
、
入
浴
好
き
の
人
々
は
朝
と
夕
と
に
二
回
の
入
浴
を
す
る
の
が
多
か
っ
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た
。

　
朝
湯
は
大
抵
午
前
七
時
頃
か
ら
開
く
の
で
あ
る
が
、
場
所
に
よ
っ
て
は
午

前
五
時
半
か
六
時
頃
か
ら
始
め
る
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
待
ち
か
ね
て
、
楊

枝
を
く
わ
え
な
が
ら
湯
屋
の
前
に
た
た
ず
み
、
格
子
の
明
く
の
を
待
っ
て
い

る
人
も
あ
る
。
男
湯
に
比
べ
る
と
女
湯
は
遅
く
、
午
前
九
時
か
十
時
で
な
け

れ
ば
格
子
を
明
け
な
か
っ
た
。
そ
の
朝
湯
を
廃
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は

大
正
八
年
の
十
月
で
、
燃
料
騰
貴
の
た
め
に
朝
か
ら
湯
を
焚
い
て
は
経
済
が

取
れ
な
い
と
、
浴
場
組
合
一
同
が
申
合
せ
て
朝
湯
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
此
頃
は
復
活
し
て
、
午
前
六
時
頃
か
ら
開
業
の
湯
屋
を
見
受
け
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
大
体
に
於
て
は
午
後
開
業
に
一
定
し
て
し
ま
っ
た
。
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＊

　
五
月
の
節
句
（
四
、
五
の
両
日
）
に
菖
蒲
湯
を
焚
き
、
夏
の
土
用
な
か
ば

に
は
桃
湯
を
焚
き
、
十
二
月
の
冬
至
に
は
柚
湯
を
焚
く
の
が
江
戸
以
来
の
習

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
桃
湯
は
早
く
廃
れ
た
。
暑
中
に
桃
の
葉
を
沸
し

た
湯
に
這
入
る
と
、
虫
に
喰
わ
れ
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
客
の
方
が
喜

ば
な
い
の
か
、
湯
屋
の
方
が
割
に
合
わ
な
い
の
か
明
治
二
十
年
頃
か
ら
何
時

か
止
め
ら
れ
て
、
日
清
戦
争
以
後
に
は
桃
湯
の
名
も
忘
れ
ら
れ
て
仕
舞
っ
た
。

菖
蒲
湯
又
は
柚
湯
の
日
に
は
、
湯
屋
の
番
台
に
白
木
の
三
宝
を
据
え
て
あ
っ

て
、
客
は
湯
銭
を
半
紙
に
ひ
ね
っ
て
三
宝
の
上
に
置
い
て
這
入
る
。
そ
れ
を

呼
ん
で
「
お
ひ
ね
り
」
と
い
う
。
即
ち
菖
蒲
や
柚
の
費
用
に
あ
て
る
為
に
、
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規
定
の
湯
銭
よ
り
は
一
銭
で
も
二
銭
で
も
余
分
の
銭
を
包
む
の
で
あ
る
。
花

柳
界
に
近
い
湯
屋
な
ど
は
、
こ
の
「
お
ひ
ね
り
」
の
収
入
が
な
か
な
か
多
か

っ
た
。
芸
妓
な
ど
は
奮
発
し
て
、
五
銭
も
十
銭
も
余
分
に
包
む
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
明
治
の
末
期
に
な
る
と
、
花
柳
界
附
近
は
格
別
、
他
の
場
所
で
は
そ

の
三
宝
を
無
視
し
て
、
当
日
に
も
普
通
の
湯
銭
し
か
置
か
な
い
客
が
お
い
お

い
殖
え
て
来
た
の
で
、
湯
屋
の
方
で
も
自
然
に
菖
蒲
や
柚
を
倹
約
し
、
菖
蒲

湯
も
柚
湯
も
型
ば
か
り
に
な
っ
た
。

「
浮
世
風
呂
」
な
ど
に
も
湯
屋
の
二
階
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
が
、
三
馬
時

代
の
湯
屋
の
二
階
番
は
男
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
江
戸
末
期
か
ら
若
い
女
を

置
く
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
遺
風
は
東
京
に
及
び
、
明
治
の
初
年
に
は
大
抵

の
湯
屋
に
二
階
が
あ
っ
て
、
男
湯
の
入
口
か
ら
昇
降
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
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て
い
た
。
そ
こ
に
は
白
粉
臭
い
女
が
一
人
又
は
二
人
ぐ
ら
い
控
え
て
い
て
、

二
階
に
あ
が
っ
た
客
は
新
聞
や
雑
誌
を
よ
み
将
棋
を
さ
し
、
ラ
ム
ネ
を
飲
み
、

菓
子
を
く
い
、
麦
湯
を
飲
ん
だ
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
風
紀
取
締
り
の

上
か
ら
面
白
く
な
い
実
例
が
往
々
発
見
さ
れ
る
の
で
、
明
治
十
八
年
頃
か
ら

禁
止
さ
れ
た
。
矢
場
や
銘
酒
屋
を
許
可
し
な
が
ら
、
湯
屋
の
二
階
だ
け
を
禁

止
す
る
の
は
不
公
平
だ
と
い
う
議
論
も
あ
っ
た
が
、
湯
屋
が
本
業
で
あ
る
以

上
、
副
業
の
二
階
を
禁
じ
ら
れ
て
も
公
然
の
反
対
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
、

湯
屋
の
二
階
は
こ
こ
に
亡
び
、
「
湯
屋
の
姐
さ
ん
」
と
い
う
名
称
も
消
滅
し

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
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毎
年
十
月
の
候
に
な
る
と
、
流
し
場
の
壁
や
羽
目
に
「
例
年
の
通
り
留
桶

新
調
仕
候
」
と
い
う
ビ
ラ
が
掛
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
三
助
（
東
京
で
は
普
通

に
番
頭
と
い
う
）
に
背
中
を
洗
わ
せ
る
客
に
限
っ
て
使
用
さ
せ
る
小
判
形
の

桶
を
新
調
す
る
と
い
う
意
味
で
、
単
に
新
調
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ

の
桶
を
新
調
す
る
に
付
、
幾
分
の
寄
附
を
し
て
く
れ
と
云
う
の
で
あ
る
。
留

桶
を
平
生
使
用
し
て
い
る
客
は
、
そ
れ
に
対
し
て
五
十
銭
、
一
円
、
或
は
二

三
円
を
寄
附
す
る
の
が
習
で
、
湯
屋
の
方
で
は
「
金
何
十
銭
、
何
某
様
」
と

書
い
た
紙
を
一
々
貼
り
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
客
は
自
分
の
面
目

上
、
忌
で
も
相
当
の
寄
附
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
い
習
慣
だ
と
批
難

す
る
人
も
あ
る
が
、
留
桶
を
新
調
す
る
の
は
番
頭
の
負
担
で
、
湯
屋
の
主
人
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は
一
切
関
係
し
な
い
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
番
頭
も
寄
附
金
を

募
ら
な
け
れ
ば
遣
切
れ
な
い
と
い
う
理
窟
に
も
な
る
。
花
柳
界
に
近
い
場
所

や
、
下
町
の
盛
り
場
に
あ
る
湯
屋
で
は
、
浴
客
に
み
な
相
応
の
見
栄
が
あ
る

か
ら
、
こ
う
い
う
時
に
は
案
外
の
寄
附
金
が
集
ま
っ
て
、
番
頭
は
留
桶
新
調

の
実
費
以
外
に
相
当
の
収
入
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
留
桶
新
調
の
ほ
か
に
、
留
桶
を
毎
日
使
用
し
て
い
る
客
は
、
盆
暮
の
二
季

に
幾
ら
か
の
祝
儀
を
番
頭
に
遣
る
の
が
習
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
辛

抱
人
の
番
頭
は
金
を
溜
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
だ
其
の
ほ
か
に
貰
い
湯
と

い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
正
月
と
盆
の
十
六
日
は
番
頭
の
貰
い
湯
と
称
し
て
、

焚
物
の
実
費
だ
け
を
主
人
に
支
払
い
、
入
浴
料
は
す
べ
て
自
分
の
所
得
と
な

る
の
で
、
当
日
は
番
頭
自
身
が
番
台
に
坐
り
や
は
り
白
木
の
三
宝
を
控
え
て
、
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例
の
「
お
ひ
ね
り
」
の
湯
銭
を
受
取
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
も
浴
客
は
普

通
以
上
の
湯
銭
を
包
ん
で
行
き
番
頭
も
一
々
丁
寧
に
礼
を
云
っ
た
。

　
菖
蒲
湯
、
ゆ
ず
湯
、
盆
と
正
月
の
貰
い
湯
、
留
桶
新
調
、
そ
れ
ら
の
ほ
か

に
正
月
の
三
ヶ
日
間
は
番
台
に
例
の
三
宝
を
置
い
て
、
お
ひ
ね
り
を
受
取
る
。

こ
れ
は
湯
屋
の
所
得
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
数
え
て
来
る
と
、
な
ん
の
彼

の
と
名
を
つ
け
て
、
普
通
の
入
浴
料
以
外
の
も
の
を
随
分
徴
収
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
一
年
三
百
六
十
五
日
の
長
い
あ
い
だ
に
、
そ
の
く
ら
い
の
事
は

仕
方
が
な
い
と
覚
悟
し
て
、
別
に
苦
情
を
い
う
者
も
な
か
っ
た
。
今
日
に
比

べ
る
と
、
そ
の
当
時
の
浴
客
は
番
台
と
親
し
み
が
深
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
番

台
に
は
今
日
と
同
様
、
湯
屋
の
亭
主
か
女
房
か
又
は
娘
が
坐
っ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
顔
な
じ
み
の
客
が
来
れ
ば
何
と
か
挨
拶
し
て
話
し
か
け
る
、
客
の
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方
で
も
何
か
話
し
て
い
る
の
が
多
か
っ
た
。
世
の
中
が
閑
で
あ
っ
た
せ
い
も

あ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
わ
け
で
双
方
の
親
し
み
が
深
い
の
で
、
前
に
い
う
菖
蒲

湯
そ
の
他
の
お
ひ
ね
り
も
快
く
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
夜
は
格
別
、
昼
間
は
入
浴
の
客
も
少
く
、
番
台
に
ぼ﹅
ん﹅
や﹅
り﹅
坐
っ
て
い
る

の
も
退
屈
で
あ
る
の
で
、
大
抵
は
小
説
や
雑
誌
な
ど
を
読
ん
で
い
る
。
そ
の

読
物
を
貸
し
て
く
れ
る
客
も
多
か
っ
た
。
貸
し
て
く
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

又
そ
れ
を
借
り
て
行
く
客
も
あ
る
。
つ
ま
り
は
番
台
を
仲
介
所
に
し
て
、
小

説
や
雑
誌
の
回
覧
を
行
っ
て
い
る
形
で
あ
っ
た
。
一
々
に
見
物
す
る
わ
け
で

も
あ
る
ま
い
が
、
番
台
の
人
た
ち
は
芝
居
の
噂
な
ど
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、

今
度
の
歌
舞
伎
座
は
ど
う
だ
と
か
、
新
富
座
は
ど
う
だ
と
か
云
っ
て
話
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
湯
屋
や
髪
結
床
の
評
判
が
芝
居
や
寄
席
の
人
気
に
も
相
当
の
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影
響
を
あ
た
え
た
ら
し
く
湯
屋
の
脱
衣
場
や
流
し
場
に
は
芝
居
の
辻
番
附
や
、

近
所
の
寄
席
の
ビ
ラ
が
貼
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
日
清
戦
争
以
後
の
頃
か
ら
著
る
し
く
目
立
っ
て
来
た
の
は
、
美
服
を
着
て

湯
屋
へ
ゆ
く
人
の
多
く
な
っ
た
事
で
あ
る
。
女
客
は
格
別
、
男
客
は
不
断
着

の
ま
ま
で
入
浴
に
出
か
け
る
の
が
普
通
で
、
湯
屋
へ
好
い
着
物
を
き
て
行
く

と
盗
難
の
虞
れ
が
あ
る
と
も
云
い
、
十
人
が
十
人
、
木
綿
物
を
着
て
行
く
の

を
例
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
風
俗
が
次
第
に
変
っ
て
、
銘
仙
は
お
ろ
か
、
大

島
紬
、
一
楽
織
の
着
物
や
羽
織
を
ぞ
ろ
り
と
着
込
ん
で
、
手
拭
を
ぶ
ら
下
げ
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て
ゆ
く
人
も
珍
し
く
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
の
風
俗
が
華
美
に
流
れ
て

来
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
見
て
も
知
ら
れ
る
と
、
窃
に
嘆
息
す
る
老
人
も
あ
っ

た
が
、
滔
々
た
る
大
勢
を
如
何
と
も
す
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
を
附
目
で
も
あ
る
ま
い
が
、
湯
屋
の
盗
難
は
多
く
な
っ
た
。
む
か
し

か
ら
「
板
の
間
稼
ぎ
」
と
い
う
専
門
の
名
称
も
あ
る
く
ら
い
で
、
湯
屋
の
盗

難
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
も
無
い
が
、
警
察
か
ら
屡
々
注
意
す
る
に
も
拘

ら
ず
、
男
湯
に
も
女
湯
に
も
板
の
間
か
せ
ぎ
が
跋
扈
す
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た

め
に
、
夜
間
混
雑
の
際
に
は
脱
衣
場
に
番
人
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
大

抵
は
形
式
的
に
十
四
五
歳
の
少
女
を
置
く
に
過
ぎ
ず
、
夜
が
更
け
る
と
居
睡

り
な
ど
を
し
て
い
る
の
が
多
い
の
で
、
こ
れ
等
の
番
人
は
案
山
子
も
同
様
と

心
得
て
、
浴
客
自
身
が
警
戒
す
る
の
ほ
か
は
無
か
っ
た
。
湯
屋
で
盗
難
に
逢
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っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
被
害
者
に
対
し
て
営
業
者
が
弁
償
の
責
を
負
う
と
云

う
事
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
殆
ど
有
名
無
実
で
、
所
詮
は
被
害
者
の
泣
寝
入

り
に
終
っ
た
。
そ
れ
で
も
湯
屋
へ
美
服
を
着
て
ゆ
く
の
は
止
ま
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
昔
か
ら
名
物
の
湯
屋
浄
瑠
璃
、
湯
ぶ
く
れ
都
々
逸
の
た
ぐ
い
は
、
明
治
以

後
も
絶
え
な
か
っ
た
。
義
太
夫
、
清
元
、
常
磐
津
、
新
内
、
端
唄
、
都
々
逸
、

仮
声
、
落
語
、
浪
花
節
、
流
行
唄
、
大
抵
の
音
曲
は
皆
こ
こ
で
聴
く
こ
と
が

出
来
た
が
、
上
手
な
の
は
滅
多
に
無
い
の
も
昔
か
ら
の
お
定
ま
り
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
柘
榴
口
が
取
払
わ
れ
て
、
浴
槽
内
の
演
芸
会
は
だ
ん
だ
ん
に
衰
え

た
。

　
女
湯
に
は
「
お
世
辞
湯
御
断
り
申
候
」
と
い
う
ビ
ラ
を
か
け
て
置
く
湯
屋
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が
あ
っ
た
。
さ
な
き
だ
に
、
女
客
は
湯
の
使
い
方
が
激
し
い
上
に
自
分
の
知

り
人
が
来
る
と
、
お
世
辞
に
揚
り
湯
を
二
杯
も
三
杯
も
汲
ん
で
遣
る
。
そ
れ

が
又
、
あ
が
り
湯
濫
用
の
弊
を
生
ず
る
の
で
、
湯
屋
で
も
「
お
世
辞
湯
お
断

り
」
の
警
告
を
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
利
き
目
が
な

い
ら
し
く
、
女
湯
は
男
湯
よ
り
も
三
倍
以
上
の
水
量
を
要
す
る
と
云
わ
れ
て

い
た
。
殊
に
男
客
に
比
べ
る
と
、
女
客
は
入
浴
時
間
も
非
常
に
長
い
か
ら
、

湯
屋
に
取
っ
て
は
余
り
有
難
い
お
客
様
で
は
な
か
っ
た
。
板
の
間
か
せ
ぎ
の

被
害
も
女
湯
に
多
か
っ
た
。

　
江
戸
時
代
に
は
自
宅
に
風
呂
を
設
け
て
あ
る
家
は
少
な
か
っ
た
。
内
風
呂

は
兎
か
く
に
火
災
を
起
し
易
い
か
ら
で
あ
る
。
武
家
で
も
旗
本
屋
敷
は
格
別
、

普
通
の
武
士
は
町
の
湯
屋
へ
ゆ
く
。
殊
に
下
町
の
よ
う
な
人
家
稠
密
の
場
所

19



で
は
内
風
呂
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
大
家
と
云
わ
れ
る
ほ
ど
の
商
家
の

主
人
で
も
、
大
抵
は
銭
湯
へ
入
浴
に
行
っ
た
。
明
治
以
後
は
そ
の
禁
制
も
解

か
れ
、
且
は
地
方
人
が
多
く
な
っ
た
為
に
一
時
は
内
風
呂
が
頗
る
流
行
し
た

が
、
不
経
済
で
も
あ
り
、
不
便
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
、
明
治
の
中
頃
か
ら

は
次
第
に
廃
れ
て
、
大
抵
は
銭
湯
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
大
正
以
後
、
内

風
呂
が
ま
た
流
行
り
出
し
て
、
此
頃
は
大
抵
の
貸
家
に
も
風
呂
場
が
附
い
て

い
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
又
ど
う
変
る
か
判
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
江
戸
と
東
京
』38

年
４
月
号
）
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