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遊
廓
に
生
き
る
た
く
ま
し
い
女
た
ち

	

―	

松
村
喬
子
「
地
獄
の
反
逆
者
」（
一
九
二
九
）
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ	

―

山
家	
悠
平

は
じ
め
に

名
古
屋
中
村
遊
廓
栄
楼
の
一
室
、
長
火
鉢
の
ま
え
に
座
っ
て
歌
子
は
考
え
る
。

　
あ
そ
こ
の
楼
主
は
娼
妓
に
と
て
も
や
さ
し
い
と
云
っ
た
と
こ
ろ
で
、
や
っ
ぱ
り
、
上

手
に
働
か
せ
て
少
し
で
も
多
く
搾
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
に
変
り
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
か
、

み
ん
な
で
気
を
揃
え
て
、
こ
こ
の
主
人
に
、
悪
い
と
こ
ろ
だ
ら
け
の
こ
の
家
の
風
習
や
、

規
則
を
、
私
等
に
も
都
合
の
好
い
様
に
な
お
し
て
も
ら
っ
た
方
が
、
よ
い
の
じ
ゃ
あ
る

ま
い
か
。
皆
で
心
を
一
致
さ
え
す
れ
ば
、
必
ず
主
人
の
方
で
も
、
い
や
と
は
云
う
ま
い

か
ら
（1）

一
九
二
九
年
四
月
に
『
女
人
芸
術
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
、「
地
獄
の
反
逆
者
＝
人
生
記
録

＝
」（
以
下
、
地
獄
の
反
逆
者
）
の
冒
頭
の
場
面
で
あ
る
。
同
楼
で
働
く
歌
子
が
思
い
描
い
て
い
る

の
は
、
遊
廓
の
な
か
で
娼
妓
た
ち
が
団
結
し
て
楼
主
に
要
求
を
つ
き
つ
け
る
と
い
う
直
接
行

動
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
歌
子
は
同
僚
た
ち
の
顔
を
想
像
し
、
だ
れ
に
そ
の
こ
と

を
相
談
す
る
べ
き
か
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
。

こ
の
小
説
が
書
か
れ
た
一
九
二
〇
年
代
後
半
、
日
本
の
遊
廓
を
取
り
巻
く
社
会
的
な

状
況
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
た
。
女
性
や
子
ど
も
の
人
身
売
買
禁
止
を
求
め
る

国
際
的
な
論
調
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
日
本
政
府
は
一
九
二
五
年
一
〇
月
に
「
婦
人

及
児
童
の
売
買
禁
止
に
関
す
る
国
際
条
約
」
を
留
保
条
件
付
き
な
が
ら
調
印
・
批
准

し
、
国
内
で
は
公
娼
制
度
の
廃
止
を
求
め
る
廃
娼
運
動
が
戦
前
の
最
高
揚
期
を
む
か
え

た
（2）
。
一
九
二
六
年
五
月
に
全
国
警
察
部
長
会
議
で
発
表
さ
れ
た
「
遊
廓
の
待
遇
改
善
」

と
い
う
新
方
針
に
後
押
し
さ
れ
る
よ
う
に
、
遊
廓
か
ら
の
集
団
逃
走
や
ス
ト
ラ
イ
キ
が

多
発
し
た
（3）
。
こ
の
小
説
の
書
き
手
で
あ
る
松
村
喬
子
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
、
一
九
二
六
年
九
月
に
遊
廓
か
ら
逃
走
し
自
由
廃
業
（4）
し
た
娼
妓
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。 

　
松
村
よ
り
も
数
ヶ
月
早
く
吉
原
遊
廓
か
ら
逃
走
し
た
森
光
子
（
春
駒
）
が
、
手
記
『
光
明
に

芽
ぐ
む
日
　
初
見
世
か
ら
脱
出
ま
で
』（
一
九
二
六
年
）
を
刊
行
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
松
村
も

遊
廓
に
お
け
る
体
験
を
ま
と
め
、
連
載
と
い
う
形
で
『
女
人
芸
術
』
誌
上
に
発
表
し
た
。
た

だ
し
、
同
じ
遊
廓
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
て
も
、
日
記
を
リ
ラ
イ
ト
し
た
告
白
物
と
い
う
ス

タ
イ
ル
で
書
か
れ
た
森
の
本
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
は
、「
歌
子
」
と
い
う
主
人
公
を
中

心
に
し
た
三
人
称
で
叙
述
さ
れ
る
物
語
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
　

こ
れ
ま
で
の
松
村
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
経
歴
や
活
動
の
紹
介
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
小

説
「
地
獄
の
反
逆
者
」
に
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
が
む
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
（5）
。
当
時
、
遊

廓
や
売
春
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
自
体
は
、
伊
東
憲
『
地
獄
の
出
来
事
』（
一
九
二
三
年
）
や
、
葉

山
嘉
樹
「
淫
売
婦
」（
一
九
二
五
年
）
な
ど
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
が
、
体
験
を
重
視
す
る
そ
れ
ら

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
な
か
で
も
、
実
際
に
遊
廓
と
い
う
環
境
を
生
き
抜
い
た
女
性
が
遊

廓
を
描
い
た
小
説
は
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
。
詳
し
く
は
本
論
で
述
べ
る
が
、「
地
獄
の
反
逆

者
」
は
た
だ
の
体
験
記
で
は
な
く
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
の
状
況
改
善
の
イ
メ
ー
ジ
が
小
説

の
技
法
で
描
き
こ
ま
れ
た
文
学
作
品
で
あ
る
。
　
　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
松
村
の
足
取
り
を
概
観
し
た
上
で
、
松

村
が
「
地
獄
の
反
逆
者
」
と
い
う
作
品
を
通
し
て
、
な
に
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
、

遊
廓
で
過
ご
し
た
時
間
を
歌
子
と
い
う
主
人
公
の
視
点
か
ら
再
び
語
り
直
す
こ
と
に
は
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
て
い
ね
い
に
み
て
い
き
た
い
。

一
、
松
村
喬
子
の
た
ど
っ
た
道

（
一
）
遊
廓
を
離
れ
る
ま
で

松
村
喬
子
の
写
真
は
、
遊
廓
か
ら
の
逃
走
を
報
じ
る
新
聞
記
事
を
の
ぞ
い
て
現
在
三
枚

を
国
会
図
書
館
所
蔵
の
史
料
の
な
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
の
一
枚
は
、

一
九
二
九
年
六
月
二
二
日
、
雑
誌
『
女
人
芸
術
』
の
創
刊
一
周
年
記
念
講
演
会
の
日
に
、
小

石
川
植
物
園
で
撮
影
さ
れ
た
。
雑
誌
創
刊
者
の
長
谷
川
時
雨
、
神
近
市
子
、
林
芙
美
子
と
い

っ
た
そ
う
そ
う
た
る
顔
ぶ
れ
に
な
ら
ん
で
、
松
村
は
少
し
愛
嬌
の
あ
る
笑
み
を
浮
か
べ
、
し

か
し
目
に
は
強
い
光
り
を
た
た
え
て
写
っ
て
い
る
（
図
１
）。
同
じ
場
所
で
写
真
に
写
っ
て
い

る
、
松
村
と
同
じ
無
産
婦
人
同
盟
の
活
動
家
で
あ
っ
た
堺
（
近
藤
）
真
柄
が
の
ち
に
「
体
験
記

で
長
谷
川
時
雨
氏
の
『
女
人
芸
術
』
に
気
を
吐
い
た
松
村
喬
子
」（6）
と
書
き
記
し
て
い
る
よ
う

に
、
あ
る
い
は
松
村
に
と
っ
て
、
元
娼
妓
と
い
う
肩
書
き
を
背
負
っ
て
そ
の
場
に
い
る
こ
と
は
、

ひ
と
つ
の
闘
い
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
判
明
し
て
い
る
範
囲
で
、
そ
の
『
女
人

芸
術
』
時
代
以
前
の
松
村
の
足
取
り
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 
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春
駒
さ
ん
の
告
白
が
婦
女
界
に
出
た
と
聞
き
、
娼
妓
は
本
を
買
う
自
由
も
許
さ
れ
て

居
り
ま
せ
ん
か
ら
、
親
に
頼
ん
で
、
そ
こ
だ
け
切
り
取
り
、
化
粧
品
の
箱
の
中
に
、
効

能
書
の
よ
う
に
ね
じ
込
ん
で
送
っ
て
貰
っ
た
の
を
、
貪
り
読
ん
で
、
外
の
娼
妓
等
に
も

話
し
て
聞
か
せ
ま
し
た
。
（13）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
は
そ
の
記
事
の
な
か
で
、
自
ら
の
生
い
立
ち
か
ら
、
憧
れ
で
あ
っ
た
歌
人
の
柳
原
白
蓮

へ
支
援
を
求
め
る
手
紙
を
書
い
て
遊
廓
か
ら
逃
走
し
、
労
働
運
動
家
の
支
援
で
廃
業
し
た
こ

と
な
ど
を
詳
細
に
語
っ
て
い
た
。
松
村
は
、
森
の
言
葉
の
な
か
に
、
廃
業
へ
の
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
は
っ
き
り
と
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
地
獄
の
反
逆
者
」
で
は
、
そ
の
衝
撃
は
よ

り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
る
。「
歌
子
が
客
に
送
ら
れ
た
婦
女
界
を
手
に
し
て
、
そ
れ

ら
を
読
ん
だ
時
の
気
持
は
、
そ
の
後
か
る
た
に
話
す
時
、
ま
た
新
高
に
川
柳
に
読
ま
せ
る
時

に
、
話
の
下
手
な
表
情
の
な
い
頬
に
、
活
々
と
し
た
、
熱
が
あ
っ
た
と
い
つ
も
皆
に
冷
や
か

さ
れ
る
位
で
あ
っ
た
。
そ
れ
程
彼
女
は
そ
の
春
駒
の
手
記
を
読
ん
で
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
ら
れ

た
…
…
川
柳
も
泣
い
て
こ
の
記
事
に
共
鳴
し
た
。
感
激
し
て
、
一
句
読
ん
で
は
一
言
返
し
て
、

高
奴
や
小
波
を
驚
か
せ
た
」（
五
、一
一
八
頁
）。
　
　

そ
の
後
、
楼
内
の
娼
妓
た
ち
と
相
談
し
、
自
由
廃
業
に
関
す
る
情
報
を
集
め
て
い
た

一
九
二
六
年
八
月
頃
、
松
村
は
遊
廓
病
院
に
短
期
間
の
入
院
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
入
院

中
に
客
か
ら
送
ら
れ
た
『
婦
人
公
論
』（
一
九
二
六
年
八
月
号
）
の
な
か
の
片
山
哲
に
よ
る
論
考
「
公

娼
廃
止
の
善
後
策
」
が
逃
走
の
直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
（14）
。
そ
の
論
考
は
、「
公
娼
廃
止

問
題
も
多
年
の
努
力
と
時
勢
の
進
運
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
ど
う
や
ら
実
行
期
に
入
る
曙
光

が
見
え
て
き
た
」（15）
と
い
う
現
状
認
識
か
ら
、
政
府
に
よ
る
借
金
の
肩
代
わ
り
を
論
じ
る
現
実

的
な
廃
娼
論
で
あ
る
。
松
村
は
廃
娼
の
正
当
性
を
明
確
に
論
じ
て
い
る
片
山
が
廃
業
の
支
援

者
に
な
る
の
で
は
、
と
い
う
希
望
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
。
片
山
の
住
所
を
た
ず
ね
る
た
め
に

松
村
は
「
病
室
の
女
達
が
寝
て
か
ら
、
婦
人
公
論
社
へ
手
紙
を
書
い
た
」（16）
。
片
山
か
ら
「
懇

切
な
優
し
い
行
き
届
い
た
返
事
が
来
て
、
そ
れ
が
導
火
線
」（17）
と
な
り
、
九
月
六
日
深
夜
に
松

村
は
同
僚
三
名
と
徳
栄
楼
か
ら
脱
走
、
東
京
の
片
山
を
訪
ね
、
最
終
的
に
森
の
廃
業
を
支
援

し
た
労
働
運
動
家
の
岩
内
善
作
の
助
力
で
自
由
廃
業
を
遂
げ
て
い
る
。

（
二
）
労
働
運
動
の
な
か
へ

廃
業
後
、
松
村
は
し
ば
ら
く
片
山
の
も
と
で
暮
ら
し
、
そ
れ
か
ら
岩
内
の
家
に
移
っ
た
。
そ

の
間
、
岩
内
の
紹
介
で
日
暮
里
愛
隣
団
の
薬
局
に
助
手
見
習
い
と
し
て
務
め
、
一
九
二
七
年

松
村
の
遊
廓
か
ら
の
逃
走
を
伝
え
る

『
名
古
屋
新
聞
』（
一
九
二
六
年
九
月
一
三
日
）
は

そ
の
と
き
の
年
齢
を
二
七
歳
と
報
じ
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
一
九
〇
〇
年
頃

の
生
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
同
記
事
に
よ
る

と
出
身
は
大
阪
西
成
郡
、
三
女
と
し
て

生
ま
れ
、
高
等
女
学
校
を
二
年
で
中
退

し
、
大
阪
の
遊
廓
で
働
き
始
め
た
と
い

う
。
一
九
二
五
年
に
中
央
職
業
紹
介
事
務

局
が
東
京
の
娼
妓
五
一
五
二
名
を
対
象
に

行
な
っ
た
調
査
を
参
考
に
す
る
と
、
高
等

女
学
校
就
学
者
は
三
一
名
（
〇
・
六
％
。
卒
業

者
は
い
な
い
）
し
か
い
な
い
の
で
、
松
村
は

遊
廓
で
働
く
娼
妓
た
ち
の
な
か
で
は
き
わ

め
て
高
学
歴
で
あ
っ
た
（7）
。「
大
阪
難
波
遊

廓
に
あ
っ
て
革
命
婦
人
と
歌
わ
れ
共
産
党

事
件
の
例
の
荒
畑
寒
村
氏
ら
と
交
わ
っ
て
い
た
」（8）
と
も
同
記
事
は
報
じ
て
い
る
。
母
親
の
病

気
が
悪
化
し
、
追
借
金
が
必
要
に
な
っ
た
た
め
、
一
九
二
四
年
一
二
月
に
、
名
古
屋
の
徳
栄

楼
に
鞍
替
え
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
借
金
に
新
た
に
徳
栄
楼
か
ら
の
借
金
が
加
算
さ
れ
、
前
借

金
は
三
五
〇
〇
円
に
膨
れ
あ
が
っ
た
（9）
。
明
細
簿
に
よ
る
と
「
体
が
す
り
減
ら
さ
れ
る
迄
に

客
を
取
っ
た
正
月
」
の
花
代
二
七
五
円
の
う
ち
、
半
分
が
楼
主
に
渡
り
、
そ
の
残
り
か
ら
前

借
金
の
利
息
一
割
五
分
、
食
費
、
税
金
、
市
価
の
三
倍
の
正
月
用
の
着
物
代
等
が
引
か
れ
結

局
六
〇
円
の
追
借
金
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
（10）
。
逃
走
時
の
新
聞
記
事
に
は
、
借
金
の
残
り

が
三
二
〇
〇
円
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
も
し
そ
の
数
字
が
正
確
な
ら
ば
、
徳
栄
楼
で
働

き
始
め
て
か
ら
二
年
九
ヶ
月
の
間
に
三
〇
〇
円
し
か
返
済
で
き
て
い
な
い
計
算
に
な
る
（11）
。

松
村
の
徳
栄
楼
で
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
事
件
が
立
て
続
け
に
起
こ
っ
た
の
は
、

一
九
二
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
二
月
の
中
ご
ろ
、
松
村
と
も
仲
の
い
い
、
か
る
た
と
い
う
娼

妓
が
逃
走
の
際
に
大
き
な
け
が
を
し
た
こ
と
か
ら
、
徳
栄
楼
は
四
月
二
一
日
か
ら
七
月
二
〇

日
ま
で
三
ヶ
月
の
営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
（12）
。
営
業
停
止
期
間
中
の
徳
栄
楼
で
、
松
村
は

吉
原
か
ら
逃
走
し
た
森
光
子
（
春
駒
）
の
衝
撃
的
な
告
白
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
　

図1　『女人芸術』1929年8月号から。	松村は前列右から５人目。
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う
講
演
を
し
て
い
る
。
続
け
て
一
〇
月
一
八
日
の
秋
季
大
講
演
会
、
一
九
三
〇
年
一
月
二
九

日
の
名
古
屋
講
演
会
に
も
登
壇
し
た
。

名
古
屋
で
の
講
演
に
つ
い
て
は
、
初
登
壇
し
た
矢
田
津
世
子
が
「
登
壇
さ
れ
る
や
、
満
場
は

暫
時
拍
手
の
鳴
り
も
止
ま
ず
。
や
が
て
静
ま
る
を
待
っ
て
氏
の
よ
く
透
る
声
は
場
内
に
反
響

す
る
。
氏
に
と
っ
て
は
、
正
に
苦
難
の
地
で
あ
っ
た
名
古
屋
、
そ
の
名
古
屋
に
於
て
講
演
す

る
の
は
泪
ぐ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
事
を
推
察
し
て
同
様
に
胸
が
迫
る
」（22）
と
記
し
て
い
る
。
矢

田
の
記
録
に
も
あ
る
よ
う
に
松
村
は
演
説
が
得
意
だ
っ
た
よ
う
で
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
証

言
が
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
主
義
者
の
堺
利
彦
は
「
喬
子
君
は
演
説
が
一
か
ど
出

来
る
し
、
そ
れ
に
又
達
筆
で
、
組
合
の
看
板
書
き
な
ど
大
て
い
引
き
受
け
て
い
る
」（23）
と
述
べ
、

平
塚
ら
い
て
う
も
一
九
三
一
年
二
月
の
全
国
婦
選
大
会
に
お
け
る
松
村
の
様
子
を「
松
村
喬
子

さ
ん
の
無
産
派
を
代
表
し
て
の
発
言
は
、
当
日
の
異
彩
と
し
て
注
視
さ
れ
ま
し
た
…
…
『
こ

れ
か
ら
す
ぐ
に
議
会
に
押
し
寄
せ
よ
う
で
は
な
い
か
』
と
ア
ジ
を
か
け
た
瞬
間
、
臨
監
の
警

官
か
ら
中
止
命
令
が
出
た
の
で
し
た
」（24）
と
描
写
し
て
い
る
。
　
　

そ
の
よ
う
に
次
第
に
活
動
の
場
所
を
広
げ
て
い
っ
た
松
村
だ
が
、『
女
人
芸
術
』
と
の
か
か

わ
り
は
、
一
九
三
〇
年
七
月
号
に
連
載
の
続
編
で
あ
る
「
脱
出
―
前
出
『
地
獄
の
反
逆
者
』

の
綴
目
を
な
す
も
の
―
」
を
発
表
し
て
以
後
沈
黙
し
、
翌
一
九
三
一
年
七
月
号
に
書
か
れ
た

「
組
織
さ
れ
ゆ
く
自
由
労
働
者
」
が
『
女
人
芸
術
』
へ
の
最
後
の
寄
稿
と
な
る
。『
女
人
芸
術
』

は
一
九
三
二
年
六
月
号
で
終
巻
し
た
。

そ
の
後
、
松
村
は
労
働
運
動
を
続
け
な
が
ら
、
遊
廓
に
つ
い
て
の
文
章
を
数
篇
発
表
し
た
。

し
か
し
、「
昭
和
八
年
中
ニ
於
ケ
ル
社
会
運
動
ノ
状
況
」（
内
務
省
警
保
局
が
社
会
運
動
の
監
視
を
目
的
と

し
て
作
成
し
た
内
部
資
料
）
の
組
織
図
に
記
さ
れ
た
、「
社
会
大
衆
婦
人
同
盟
組
織
部
長
松
村
京
子

（
マ
マ
）」（25）
と
い
う
一
九
三
三
年
一
二
月
末
の
情
報
を
最
後
に
運
動
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て

い
る
。
鈴
木
裕
子
編
『
日
本
女
性
運
動
資
料
集
成
　
別
巻
　
日
本
女
性
運
動
史
人
名
事
典
』

に
は
、
戦
後
に
松
村
が
堺
（
近
藤
）
真
柄
を
通
し
て
婦
人
有
権
者
同
盟
に
か
か
わ
り
を
持
っ
た

と
い
う
こ
と
、
そ
の
没
年
が
一
九
九
三
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
（26）
。

二
、
当
事
者
が
遊
廓
を
「
描
く
」
と
い
う
こ
と

（
一
）
物
語
の
あ
ら
す
じ

小
説
「
地
獄
の
反
逆
者
」
は
、
一
九
二
六
年
九
月
に
遊
廓
か
ら
脱
出
し
た
松
村
が
労
働
運

動
に
参
加
す
る
過
程
で
執
筆
さ
れ
、
そ
の
後
少
し
時
間
を
お
い
て
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
。
一
九
二
九
年
四
月
に
開
始
さ
れ
た
連
載
は
、
主
人
公
の
歌
子
が
妓
楼
の
一
室
で
思
案
に

中
に
日
本
労
農
党
の
亀
戸
支
部
長
を
し
て
い
た
社
会
活
動
家
の
小
松
原
光
太
郎
と
結
婚
し
て

い
る
（18）
。
同
時
期
は
、
普
通
選
挙
法
（
一
九
二
五
年
制
定
）
を
契
機
に
し
た
、
無
産
政
党
の
結
党
が

相
次
い
だ
時
期
で
あ
り
、
各
無
産
政
党
の
傘
下
に
誕
生
し
た
無
産
婦
人
団
体
は
、
遊
廓
の
女

性
た
ち
に
近
い
立
場
か
ら
公
娼
制
度
の
廃
止
も
綱
領
と
し
て
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
（19）
。
松

村
は
日
本
労
農
党
の
指
導
下
に
誕
生
し
た
全
国
婦
人
同
盟
に
参
加
し
、
そ
の
後
合
同
や
改
組

を
繰
り
返
す
組
織
の
な
か
で
継
続
し
て
労
働
運
動
を
続
け
て
い
る
。

『
婦
女
新
聞
』（
一
九
二
八
年
一
月
二
二
日
）
の
記
事
に
は
、
こ
の
時
期
の
松
村
と
森
に
直
接
的
な

接
点
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
「
松
村
さ
ん
は
、
今
春
駒
の
森
光
子
さ
ん
と
一
緒
に
、
娼
妓

の
自
覚
を
促
す
た
め
、
解
り
い
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
書
い
て
、
彼
女
等
の
許
に
送
る
計
画
を

立
て
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
事
以
外
に
は
松
村
が
森
と
と
も
に
廃
娼
に
取
り

組
ん
だ
と
い
う
記
録
は
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
全
国
婦
人
同
盟
で
松
村
が
前
述
の
堺
真
柄

や
織
本
（
帯
刀
）
貞
代
ら
と
廃
娼
班
に
所
属
し
、
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（20）
。
ま

た
、
同
じ
『
婦
女
新
聞
』
の
な
か
に
、「
こ
の
程
遊
廓
の
経
験
を
主
と
し
て
書
い
た
本
を
脱

稿
し
た
」
と
あ
り
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
も
「
地
獄
の
反
逆
者
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

廃
業
後
比
較
的
早
い
時
期
に
原
稿
を
ま
と
め
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
二
九
年
四
月
か
ら
松
村
は
、
名
古
屋
の
中
村
遊
廓
栄
楼
の

歌
子
を
主
人
公
と
し
た
小
説
「
地
獄
の
反
逆
者
」
の
連
載
を
『
女
人
芸
術
』
誌
上
で
開
始
す

る
。
当
時
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
誌
の
色
彩
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
『
女
人
芸
術
』
に
お
い
て
、
遊

廓
を
生
き
抜
い
た
経
験
を
持
つ
松
村
は
期
待
さ
れ
た
書
き
手
の
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
一
九
二
九
年
四
月
号
の
後
書
き
で
、
八
木
秋
子
は
松
村
と
は
じ
め
て
出
会
っ
た
印
象

を
「
松
村
喬
子
さ
ん
の
『
地
獄
の
反
逆
者
』
は
人
々
の
注
意
を
惹
く
も
の
と
思
う
。
四
五
日

ま
え
喬
子
さ
ん
は
遊
び
に
来
ら
れ
た
が
中
々
し
っ
か
り
と
し
た
感
じ
の
人
だ
…
…
実
際
の
体

験
の
上
に
た
っ
て
公
娼
廃
止
の
叫
び
を
あ
げ
た
ら
、
百
千
の
議
論
よ
り
も
力
強
い
こ
と
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
、
松
村
の
執
筆
へ
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

（
三
）『
女
人
芸
術
』
時
代

『
女
人
芸
術
』
時
代
の
松
村
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、「
地
獄
の
反
逆
者
」
の
執
筆
と
、
そ
れ
に

続
く
講
演
活
動
へ
の
精
力
的
な
参
加
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
『
女
人
芸
術
』
の
歴
史
の
な
か

で
も
「
も
っ
と
も
華
や
か
な
時
代
」（21）
に
あ
た
り
、
東
京
だ
け
で
な
く
全
国
で
講
演
会
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
一
九
二
九
年
六
月
二
二
日
に
日
比
谷
音
楽
堂
で
開
か
れ
た
『
女
人
芸
術
』
創

刊
一
周
年
記
念
芸
術
祭
で
は
松
村
は
二
千
人
の
聴
衆
を
ま
え
に
「
無
産
婦
人
と
廃
娼
」
と
い
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妓
で
あ
り
、
当
時
同
じ
大
阪
で
働
い
て
い
た
歌
子
も
評
判
を
き
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

新
高
き
わ
め
て
は
波
乱
に
満
ち
た
人
生
を
送
っ
て
い
る
。「
芝
居
道
楽
」
で
役
者
に
入
れ
あ
げ
、

金
を
湯
水
の
よ
う
に
使
い
、
そ
の
後
、
客
の
博
徒
の
妾
と
し
て
身
請
け
さ
れ
る
が
夫
の
博
打

で
の
失
敗
や
縄
張
り
争
い
が
原
因
で
九
州
の
私
娼
街
へ
流
れ
着
き
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
生
活

に
「
こ
ん
な
位
な
ら
娼
妓
（
公
娼
）
の
方
が
よ
い
」（
二
、一
〇
〇
頁
）
と
若
い
抗
夫
と
脱
走
を
試
み

る
。
足
抜
け
娼
妓
と
い
う
こ
と
で
国
内
で
は
雇
っ
て
く
れ
る
妓
楼
が
な
く
、
最
終
的
に
は
台

湾
に
渡
り
公
娼
に
な
る
が
、
そ
こ
か
ら
栄
楼
に
引
き
抜
か
れ
た
。
楼
内
で
も
っ
と
も
反
抗
的

な
娼
妓
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
前
橋
出
身
の
バ
ル
チ
ザ
ン
小
波
で
あ
る
（
パ
ル
チ
ザ
ン
の
誤
記

か
と
思
わ
れ
る
が
本
稿
中
で
は
原
文
の
ま
ま
用
い
る
）。「
一
番
我
ま
ま
も
の
で
主
人
で
も
誰
で
も
、
気
に

入
ら
ぬ
事
が
あ
れ
ば
、
口
答
え
す
る
、
く
っ
て
か
か
る
位
の
こ
と
は
や
っ
た
し
、
一
度
こ
の

客
は
金
を
持
っ
て
い
る
ナ
と
見
れ
ば
、
ど
ん
な
に
し
て
も
金
を
ま
き
あ
げ
る
、
そ
ん
な
こ
ん

な
で
、
バ
ル
チ
ザ
ン
と
名
を
つ
け
ら
れ
た
の
だ
と
自
分
で
歌
子
に
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
」

（
二
、九
八
頁
）。
歌
子
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
一
番
若
い
の
は
川
柳
で
、
も
と
田
舎
の
芸
者
で
あ
る

と
い
う
。
歌
子
の
表
現
で
は
「
娼
妓
と
し
て
は
一
番
禁
物
の
情
熱
家
」（
二
、一
〇
一
頁
）
で
、
一

度
好
き
な
男
の
た
め
に
逃
走
を
試
み
て
失
敗
、
楼
主
の
怒
り
を
買
っ
て
い
る
。

遊
廓
の
日
常
は
、
歌
子
と
そ
れ
ら
の
同
僚
娼
妓
た
ち
と
の
会
話
を
中
心
に
描
か
れ
る
。
た

と
え
ば
、
つ
ぎ
の
場
面
は
、
物
語
の
後
半
、
歌
子
に
内
緒
で
逃
走
し
た
が
警
戒
網
に
引
っ
か

か
り
あ
え
な
く
連
れ
戻
さ
れ
た
新
高
と
川
柳
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

「
非
常
線
な
ん
て
、
蜘
蛛
の
巣
と
一
緒
だ
ネ
」

　
歌
子
が
、
話
を
聞
い
て
そ
ん
な
こ
と
を
云
っ
た
ら
、
す
ぐ
川
柳
が
聞
き
返
し
た
。

「
な
ん
で
や
ネ
ー
、
蜘
蛛
の
巣
と
は
？
」

「
だ
っ
て
、
あ
ん
な
も
の
に
は
大
き
な
も
の
は
か
か
ら
な
い
の
だ
も
の
、
ク
モ
の
巣
だ
っ

て
、
そ
う
で
し
ょ
う
、
大
き
な
鳥
や
蝙
蝠
は
、
一
つ
だ
っ
て
懸
か
り
は
し
な
い
わ
、
破

れ
て
切
れ
て
し
ま
う
の
だ
も
の
、
た
ま
に
木
の
葉
の
様
な
も
の
か
、
蚊
だ
と
か
蝿
位
な

も
の
し
か
蜘
蛛
の
巣
に
懸
か
っ
て
い
る
の
は
み
た
こ
と
が
な
い
わ
、
そ
れ
と
一
し
ょ
で
、

大
物
は
金
の
力
で
自
由
に
し
て
い
る
し
、
大
犯
人
は
、
懸
か
ら
ず
に
、
小
さ
い
、
コ
ソ

泥
位
が
非
常
線
に
は
、
関
の
山
よ
」

　
高
奴
は
、
如
何
に
も
と
云
っ
た
顔
し
て
い
た
。

「
ホ
ン
ナ
ラ
あ
た
し
等
は
コ
ソ
ド
ロ
か
？
」

　
川
柳
の
声
は
頓
狂
な
声
で
響
い
た
。

ふ
け
る
場
面
（
描
写
さ
れ
る
そ
の
後
の
出
来
事
か
ら
一
九
二
五
年
の
冬
頃
）
か
ら
脱
出
の
前
夜
ま
で
を
描
き
、

一
九
二
九
年
九
月
の
連
載
第
六
回
目
で
一
旦
終
結
し
た
。
本
稿
で
は
、
逃
走
ま
で
を
描
く
最

初
の
連
載
六
回
を
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
、「
地
獄
の
反
逆
者
」
の
物
語
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
名
古
屋
中
村
遊
廓
の
本
家

栄
楼
の
娼
妓
歌
子
は
、
あ
る
と
き
楼
の
な
か
で
楼
主
に
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
る
病
弱
な
娼
妓
か

る
た
の
部
屋
を
見
舞
い
に
訪
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
楼
主
に
き
つ
く
咎
め
ら
れ
た
歌
子
は
、
働

い
て
も
借
金
が
減
ら
な
い
稼
業
に
も
、
楼
主
に
も
反
感
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
楼
主
の
木
浦

は
、
中
村
遊
廓
に
新
規
参
入
し
た
栄
楼
を
一
気
に
一
流
店
に
の
し
あ
げ
た
や
り
手
の
商
売
人

で
あ
る
が
、
酒
を
の
む
と
長
時
間
娼
妓
に
説
教
す
る
癖
が
あ
り
、
気
に
入
ら
な
い
娼
妓
に
対

し
て
も
冷
酷
で
あ
っ
た
（27）
。
そ
ん
な
楼
主
に
不
満
を
持
つ
、
新
高
、
川
柳
、
小
波
と
い
う
娼
妓

た
ち
と
仲
よ
く
な
っ
た
歌
子
は
、
次
第
に
遊
廓
か
ら
の
逃
走
の
計
画
を
具
体
的
に
考
え
る
よ

う
に
な
る
。
一
方
、
か
る
た
は
歌
子
の
助
言
に
従
っ
て
地
元
の
笹
島
署
に
出
頭
し
休
業
を
訴

え
る
が
か
な
わ
な
か
っ
た
た
め
、
今
度
は
楼
の
二
階
か
ら
飛
び
降
り
名
古
屋
署
に
駈
け
込
ん

だ
。
警
察
か
ら
楼
主
に
き
び
し
い
説
諭
が
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
歌
子
た
ち
の
期
待
も
む
な

し
く
警
察
署
長
は
娼
妓
た
ち
を
前
に
楼
主
を
擁
護
す
る
演
説
を
す
る
。
か
る
た
も
廃
業
は
か

な
わ
ず
、
奈
良
の
木
辻
遊
廓
に
鞍
替
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
楼
に
残
さ
れ
た
歌
子
は
、
無

念
の
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
新
高
、
川
柳
、
小
波
と
と
も
に
必
死
の
逃
走
を
決
行
す
る
―
―
。

の
ち
に
松
村
が
自
叙
伝
と
し
て
『
中
央
公
論
臨
時
増
刊
「
大
衆
雑
誌
」』（
一
九
三
二
年
八
月
号
）

に
発
表
し
た
文
章
（
し
か
し
そ
こ
で
も
歌
子
を
主
人
公
と
し
た
三
人
称
で
記
述
さ
れ
て
い
る
が
）
や
、
新
聞

記
事
を
参
照
に
す
る
と
、
か
る
た
の
逃
走
や
営
業
停
止
処
分
、
森
光
子
の
手
記
と
の
出
会
い
、

片
山
哲
と
の
手
紙
の
や
り
と
り
な
ど
、
小
説
の
な
か
で
描
か
れ
る
多
く
の
で
き
ご
と
が
実
際

の
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
妓
楼
の
名
前
は
、

実
際
に
松
村
が
働
い
た
徳
栄
楼
か
ら
「
栄
楼
」
へ
と
小
さ
な
変
更
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

（
二
）
決
し
て
あ
き
ら
め
な
い
た
く
ま
し
い
女
た
ち

し
か
し
、
単
純
な
事
実
の
回
想
や
記
録
と
い
う
よ
り
も
、「
地
獄
の
反
逆
者
」
と
い
う
作

品
を
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、
な
に
よ
り
も
小
説
的
な
技
法
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
る
、
登
場

人
物
た
ち
の
軽
妙
な
や
り
と
り
で
あ
る
。
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
き
わ
め
て
個
性
的
で
あ
り
、

そ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
に
い
た
る
ま
で
歌
子
の
目
線
か
ら
て
い
ね
い
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

最
初
に
登
場
す
る
の
が
か
る
た
で
あ
る
。
楼
内
で
最
も
か
ら
だ
が
弱
く
、
楼
主
か
ら
は
「
家

の
毒
虫
」
と
蔑
ま
れ
て
い
る
。
連
載
第
二
回
目
で
登
場
す
る
新
高
は
、
も
と
難
波
新
地
の
芸
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海
水
浴
で
真
黒
に
な
っ
た
健
康
そ
う
な
皮
膚
に
白
い
水
兵
の
着
る
様
な
服
で
ニ
コ
ニ

コ
し
な
が
ら
、
仲
居
の
話
を
聞
い
て
い
た
。
歌
子
の
顔
を
見
る
な
り

「
し
ば
ら
く
、
御
ぶ
さ
た
致
し
ま
し
た
」

　
丁
ね
い
に
叩
頭
し
た
。
そ
の
言
葉
は
客
が
娼
妓
に
対
す
る
言
葉
と
は
ち
が
っ
て
い
た
。

「
お
か
え
ん
な
さ
い
、
避
暑
に
行
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
や
で
す
っ
て
ね
、
い
つ
帰
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
」

　
歌
子
が
返
じ
も
き
か
な
い
中
に
仲
居
が
、
言
葉
を
入
れ
た
。

「
歌
子
さ
ん
、
も
う
お
泊
り
に
し
と
い
て
も
よ
ろ
し
や
ろ
、
も
う
十
二
時
す
ぎ
て
ま
す
か

ら
、
十
円
に
し
て
も
ら
っ
と
き
ま
す
わ
」

　
歌
子
は
水
谷
を
見
た
。
水
谷
の
く
せ
で
、
す
ぐ
財
布
を
歌
子
に
渡
す
の
で
あ
っ
た
。
渡

し
な
が
ら
歌
子
に
答
え
た
。

「
今
日
一
寸
帰
っ
て
き
た
の
、
そ
し
て
兄
さ
ん
に
許
し
を
受
け
て
き
た
の
」

「
そ
う
、
で
し
た
ら
泊
ま
り
に
し
て
好
い
の
ネ
ー
」

「
じ
ゃ
お
し
げ
さ
ん
、
泊
り
に
し
て
お
い
て
下
さ
い
」

　
お
し
げ
さ
ん
は
い
そ
い
そ
と
去
っ
た
。

「
洋
ち
ゃ
ん
、
僕
今
夜
、
ビ
ー
ル
が
飲
み
た
い
ナ
ー
」

　
子
供
が
欲
し
い
も
の
を
ね
だ
る
時
の
様
に
せ
が
ん
だ
。
歌
子
の
本
名
は
洋
子
と
云
っ

た
。
い
つ
も
歌
子
に
子
供
の
様
に
あ
ま
え
る
の
が
、
歌
子
は
何
と
な
く
可
愛
い
と
思
っ

た
。（
二
、一
〇
四
頁
）

水
谷
は
小
説
全
編
を
通
し
て
唯
一
登
場
す
る
客
で
あ
り
、
そ
の
水
谷
に
対
す
る
歌
子
の
感

情
は
き
わ
め
て
好
意
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
歌
子
は
水
谷
に
逢
っ
て
る
時
だ

け
娼
妓
対
客
と
し
て
の
感
じ
が
少
し
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
、
そ
れ
が
一
番
嬉
し
い
」（
二
、一
〇
五

頁
）、「
他
の
ど
の
男
よ
り
一
等
好
き
で
あ
っ
た
…
…
無
邪
気
な
こ
の
青
年
は
歌
子
の
一
番
可

愛
い
青
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」（
二
、一
〇
五
頁
）
と
、
水
谷
と
の
関
係
を
歌
子
が
、
遊

廓
に
お
け
る
「
残
酷
な
労
働
」
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
様
子
が
繰
り
返
し

描
写
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
象
徴
的
な
の
は
、
水
谷
が
登
場
す
る
場
面
で
歌
子
の
本
名
と
い
う
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
「
洋
子
」
と
い
う
名
前
で
あ
る
。
小
説
の
な
か
で
歌
子
の
本
名
と
さ
れ
る
「
洋

子
」
は
、
実
際
に
は
松
村
が
徳
栄
楼
で
働
い
て
い
た
と
き
の
源
氏
名
で
あ
る
。
連
載
の
な
か

で
、
水
谷
が
登
場
す
る
の
は
そ
の
と
き
だ
け
で
あ
り
、
歌
子
を
「
洋
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ぶ
ひ
と

「
辛
い
か
ら
他
へ
住
替
さ
せ
て
く
れ
と
云
っ
て
も
や
っ
て
く
れ
な
い
し
、
そ
れ
な
ら
、
も

少
し
楽
に
な
る
様
に
し
て
く
れ
と
云
っ
て
も
、
や
っ
て
く
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
警
察
へ

出
て
、
真
面
目
な
商
売
を
し
て
、
た
と
え
少
し
づ
つ
で
も
、
借
金
は
入
れ
る
と
云
っ
て

も
、
そ
れ
も
許
さ
な
い
か
ら
、
逃
げ
る
外
な
く
て
逃
げ
た
ん
だ
わ
、
そ
れ
で
借
金
は
ど

う
か
し
て
払
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
云
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
の
だ
も
の
」

歌
子
は
ま
る
で
自
分
自
身
の
こ
と
の
様
に
憤
慨
し
た
。

「
ほ
ん
と
う
や
ナ
」

　
二
人
共
溜
め
息
を
つ
い
た
。（
五
、一
二
〇
頁
）

逃
走
の
失
敗
と
い
う
深
刻
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
会
話
の
中
心
に
は
常
に
ユ
ー
モ
ア
と
共

感
が
あ
る
。
足
抜
け
の
失
敗
と
い
う
と
、
暴
力
や
鞍
替
え
と
い
っ
た
楼
主
に
よ
る
懲
罰
が
想

像
さ
れ
る
が
、
小
説
の
な
か
で
は
「
一
つ
で
も
娼
妓
に
手
を
か
け
た
ら
、
借
金
は
棒
引
き
に

な
る
と
云
う
こ
と
だ
け
は
、
い
か
に
興
奮
し
て
い
て
も
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
」（
五
、一
二
一
頁
）
と
、

楼
主
が
気
持
ち
を
静
め
な
が
ら
ふ
た
り
に
説
諭
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
新
高
と
川
柳
は
逃
走
の
失
敗
以
降
「
自
暴
自
棄
の
誰
に
も
恐
れ
な
い
、
ど
う
な
と
勝
手
に

し
や
あ
が
れ
と
云
う
態
度
」（
五
、一
二
〇
頁
）
で
説
教
を
す
る
楼
主
に
対
し
て
「
二
人
共
、
涼
し

い
顔
を
し
て
い
る
、
そ
し
て
、
あ
べ
こ
べ
に
、
口
返
答
を
す
る
」（
五
、一
二
一
頁
）
と
い
う
。

そ
の
よ
う
に
松
村
が
描
く
遊
廓
と
い
う
空
間
で
は
、
楼
主
が
絶
対
的
な
権
力
を
持
ち
つ
つ

も
、
そ
こ
で
生
き
る
娼
妓
は
、
た
だ
お
と
な
し
く
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
娼
妓
た
ち

の
会
話
の
な
か
で
は
、
た
と
え
一
時
的
な
も
の
に
せ
よ
、
楼
主
の
権
力
は
否
定
さ
れ
、
共
有

さ
れ
た
不
満
は
新
た
な
連
帯
の
土
壌
に
な
る
。
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
娼
妓
た
ち
の
描
写
を

通
し
て
松
村
が
読
み
手
に
提
示
す
る
の
は
、
決
し
て
弱
々
し
く
も
儚
く
も
な
い
、
遊
廓
の
不

条
理
な
搾
取
に
憤
り
、
抗
お
う
と
す
る
女
性
た
ち
の
姿
で
あ
る
。

（
三
）
悲
し
み
だ
け
で
な
く

歌
子
の
ま
な
ざ
し
は
き
わ
め
て
冷
静
に
、
遊
廓
で
の
仕
事
を
「
残
酷
な
労
働
」（
一
、五
六
頁
）

と
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
「
地
獄
の
反
逆
者
」
が
外
側
か
ら
遊
廓
を
描
い
た
作

品
と
一
線
を
画
す
る
の
は
、
哀
し
み
や
苦
し
み
だ
け
で
は
な
い
生
活
の
諸
層
が
当
事
者
の
視

点
か
ら
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
連
載
二
回
目
に
は
、
歌
子
の
恋

人
と
し
て
水
谷
と
い
う
帝
大
生
が
登
楼
す
る
場
面
が
あ
る
。
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っ
た
の
で
今
度
は
二
階
の
窓
か
ら
飛
び
降
り
て
警
察
署
に
駈
け
込
ん
だ
。
か
る
た
が
足
に
大

け
が
を
し
た
こ
と
で
、
栄
楼
に
警
察
か
ら
の
調
査
が
入
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
状
況
を
、
歌

子
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
新
聞
は
大
き
く
栄
楼
の
娼
妓
虐
待
と
し
て
、
栄
楼
の
写
真
ま
で
出
た
。
新
聞
は
皆
娼
妓

の
同
情
で
埋
ま
っ
て
い
た
…
…
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
の
警
保
局
長
松
村
光
三
氏
（28）
の
、
娼
妓

に
同
情
し
た
記
事
も
毎
日
新
聞
に
出
て
、
楼
主
達
は
大
ろ
う
ば
い
の
時
で
あ
っ
た
。（
六
、

一
〇
五
頁
）

遊
廓
の
な
か
に
い
て
も
歌
子
は
新
聞
を
通
し
て
、
遊
廓
や
娼
妓
に
む
け
ら
れ
る
社
会
的
な

視
線
を
敏
感
に
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
森
光
子
が
『
光
明
に
芽
ぐ
む
日
　
初

見
世
か
ら
脱
出
ま
で
』
の
な
か
で
描
写
し
た
、
吉
原
遊
廓
の
長
金
花
の
な
か
で
娼
妓
た
ち
が

自
由
廃
業
を
報
じ
る
新
聞
記
事
を
め
ぐ
っ
て
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
場
面
と
も
重
な
り
合
う
（29）
。

連
載
四
回
目
以
降
、
逃
走
に
む
か
う
物
語
の
流
れ
の
な
か
で
、
場
面
の
構
成
や
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
た
ち
の
会
話
に
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
要
素
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
先

に
ふ
れ
た
新
高
と
川
柳
の
逃
走
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
な
か
で
、
歌
子
は
新
高
の
語
っ
た
内
容
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
語
り
な
お
し
て
い
る
。

　
如
何
に
も
残
念
そ
う
な
顔
で
高
奴
（
新
高
）
は
、
逃
げ
る
時
に
は
、
チ
ャ
ン
と
一
番
目

ざ
と
い
笑
福
に
酒
を
の
ま
せ
て
、
酔
い
つ
ぶ
し
て
二
人
は
出
た
こ
と
や
、
ま
っ
す
ぐ
一
本

筋
の
大
門
迄
を
行
け
ば
見
つ
か
る
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
…
…
遠
ま
わ
り
し
て
、
よ
う

や
く
自
動
車
に
乗
っ
た
こ
と
も
名
古
屋
駅
で
は
す
ぐ
追
手
が
つ
い
た
時
一
番
不
利
だ
か

ら
と
云
う
の
で
、
郡
部
へ
二
三
日
か
く
れ
て
様
子
を
さ
ぐ
っ
て
か
ら
に
し
よ
う
と
…
…

（
五
、一
二
〇
頁
）

こ
こ
に
は
小
説
の
展
開
と
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
過
剰
な
ま
で
の
具
体
性
が
あ
る
。
遊
廓

か
ら
逃
走
す
る
と
き
に
車
を
つ
か
ま
え
る
場
所
や
下
り
る
場
所
の
注
意
な
ど
、
こ
こ
で
説
明

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
逃
走
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
で
も
い
う
べ
き
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
こ
の
描
写
で
意
識
さ
れ
て
い
る
読
み
手
は
、
実
際
に
遊
廓
の
な
か
に
い
て
逃
走
を
考
え
る

娼
妓
た
ち
だ
ろ
う
。
松
村
自
身
、
楼
内
で
新
聞
や
森
の
手
記
を
読
み
、
片
山
哲
の
論
考
に
導

か
れ
る
よ
う
に
逃
走
を
実
行
し
た
の
で
あ
り
、
書
き
手
に
ま
わ
っ
た
と
き
か
つ
て
の
自
分
の

も
そ
の
後
登
場
し
な
い
。
こ
こ
で
は
小
説
の
書
き
手
と
し
て
の
松
村
と
、
描
き
出
さ
れ
る
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
歌
子
が
、
実
際
に
遊
廓
の
な
か
に
生
き
た
「
洋
子
」
と
い
う
名
前
に
よ

っ
て
一
瞬
だ
け
つ
な
が
れ
る
の
で
あ
る
。
歌
子
、
あ
る
い
は
「
洋
子
」
の
水
谷
へ
の
愛
着
は

つ
ぎ
の
場
面
で
も
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
歌
子
は
立
ち
上
が
っ
て
、
普
通
の
客
に
出
す
ゆ
か
た
で
は
な
い
、
水
谷
に
と
思
っ
て

拵
え
て
お
い
た
浴
衣
を
箪
笥
か
ら
出
し
た
。
す
な
お
に
立
っ
て
、
服
を
脱
い
だ
水
谷
の
、

若
々
し
い
運
動
に
鍛
え
ら
れ
た
丈
夫
そ
う
な
体
の
後
か
ら
、
ゆ
か
た
を
着
せ
か
け
た
。

「
一
寸
帰
り
に
か
る
た
さ
ん
を
見
舞
っ
て
や
り
ま
し
ょ
う
ね
ー
」

　
水
谷
は
返
事
の
代
わ
り
に
、
一
つ
大
き
く
う
な
づ
い
た
。
彼
と
し
て
は
勇
気
を
出
し

て
一
生
懸
命
で
か
る
た
の
室
へ
入
っ
た
。（
二
、一
〇
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
松
村
は
、
歌
子
の
視
線
を
通
し
て
、
水
谷
に
着
せ
る
浴
衣
の
こ
と
か
ら
、
丈

夫
そ
う
な
裸
の
身
体
の
印
象
ま
で
て
い
ね
い
に
描
写
し
て
い
る
。
歌
子
に
う
な
が
さ
れ
て
水

谷
は
、
歌
子
の
親
友
で
あ
る
か
る
た
の
部
屋
を
訪
れ
、
病
気
に
な
っ
て
も
や
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
遊
廓
の
過
酷
な
現
実
に
、
は
じ
め
て
接
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
水
谷
に
関
す
る
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
歌
子
と
い
う

主
人
公
の
き
わ
め
て
人
間
的
な
感
情
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
楼
主
や
そ
の
取
り
巻
き
娼
妓
た

ち
の
か
る
た
に
対
す
る
扱
い
に
強
い
憤
り
を
覚
え
る
歌
子
は
、
遊
廓
と
い
う
空
間
を
嫌
悪
し

つ
つ
も
、
水
谷
や
先
に
み
た
新
高
や
小
波
を
は
じ
め
と
す
る
仲
の
い
い
同
僚
た
ち
に
は
強
い

愛
着
を
示
す
。
遊
廓
で
働
く
こ
と
を
「
機
械
的
な
労
務
」（
二
、一
〇
八
頁
）
と
半
ば
絶
望
し
な
が

ら
も
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
水
谷
が
訪
れ
る
と
き
を
心
待
ち
に
し
、
か
る
た

の
置
か
れ
た
状
況
の
残
酷
さ
や
稼
業
へ
の
疑
問
も
隠
さ
ず
打
ち
明
け
る
。
そ
こ
で
は
、
遊
廓

で
生
き
る
と
い
う
経
験
が
「
悲
劇
」
と
し
て
単
純
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
生
き
る
歌

子
と
い
う
ひ
と
り
の
人
間
の
言
葉
や
行
為
を
通
し
て
、
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

三
、
ま
だ
見
ぬ
娼
妓
た
ち
に
む
け
て

（
一
）
逃
走
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て

か
る
た
と
の
出
会
い
や
水
谷
と
の
関
係
と
い
っ
た
日
常
を
描
い
て
い
た
物
語
は
、
か
る
た

の
内
的
独
白
か
ら
始
ま
る
連
載
三
回
目
を
境
に
急
速
に
動
き
出
す
。
か
る
た
は
歌
子
の
す
す

め
で
警
察
署
に
手
紙
を
書
き
、
呼
び
出
し
を
待
っ
て
出
頭
す
る
が
、
休
業
が
認
め
ら
れ
な
か
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離
れ
て
、
主
人
公
の
歌
子
の
視
点
を
中
心
と
し
た
新
し
い
世
界
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。
徳
栄
楼
は
「
栄
楼
」
に
な
り
、
洋
子
は
歌
子
に
な
る
。
た
と
え
、
松
村
自
身
の
体

験
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
歌
子
と
い
う
主
人
公
の
生
き
る
遊
廓
を

め
ぐ
る
物
語
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
物
語
を
と
ら
え
る
と
、
主
人
公
に
託
さ
れ
て
い
た
の
は
、
松
村
の
理

想
で
あ
り
希
望
で
あ
る
。
小
説
の
な
か
で
歌
子
は
、
一
貫
し
て
溌
剌
と
し
て
お
り
、
行
動
的

で
あ
る
。
楼
主
の
取
り
巻
き
娼
妓
の
小
町
が
部
屋
の
外
に
来
た
こ
と
に
気
づ
い
た
か
る
た
が
、

告
げ
口
を
さ
れ
る
と
歌
子
に
迷
惑
に
な
る
か
ら
、
と
心
配
す
る
と
歌
子
は
「
い
い
わ
、
か
ま

わ
な
い
わ
、
だ
っ
て
朋
輩
同
士
が
見
舞
い
に
く
る
の
に
、
何
が
悪
い
こ
と
あ
る
も
ん
で
す
か
、

若
し
そ
ん
な
こ
と
で
何
か
云
え
ば
、
私
だ
っ
て
云
っ
て
や
り
ま
す
よ
」（
一
、五
五
頁
）
と
答
え
る
。

逃
走
に
失
敗
し
た
新
高
や
川
柳
を
ま
え
に
し
て
、
し
ば
ら
く
は
我
慢
し
て
機
を
う
か
が
う
よ

う
に
、
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
、
つ
ぎ
こ
そ
は
「
決
し
て
こ
ん
な
ヘ
マ
を
や
ら
な
い
様
に
し
ま
し

ょ
う
ね
」（
五
、一
二
〇
頁
）
と
励
ま
し
て
も
い
る
。
　

も
っ
と
も
象
徴
的
な
場
面
は
、
連
載
の
最
終
話
に
登
場
す
る
。
歌
子
は
部
屋
に
い
る
娼
妓

た
ち
に
む
か
っ
て
自
覚
を
う
な
が
す
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
長
い
演
説
を
す
る
。

　
　
皆
、
考
え
ま
し
ょ
う
。
少
し
は
強
く
な
っ
て
下
さ
い
。
い
つ
迄
も
そ
ん
な
弱
々
し
い

こ
と
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
悪
い
処
や
気
に
入
ら
ぬ
処
は
ど
ん
ど
ん
と
そ
れ
は
一

人
で
は
だ
め
で
す
、
皆
が
力
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
が
、
お
父
さ
ん
の

処
へ
云
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
悪
い
処
は
な
お
し
て
も
ら
う
様
に
す
る
の
で
す
、

今
だ
っ
て
た
く
さ
ん
悪
い
処
は
あ
る
。

一
、
借
金
が
少
し
も
減
ら
な
い
か
ら
、
利
子
は
取
ら
な
い
こ
と

二
、
病
気
の
時
は
絶
対
に
客
を
取
ら
さ
な
い
こ
と
…
…

三
、
病
気
の
時
は
す
ぐ
医
者
を
間
に
合
わ
し
て
く
れ
る
こ
と

四
、
月
々
の
売
上
は
月
々
ハ
ッ
キ
リ
と
書
き
あ
げ
て
ど
れ
だ
け
入
用
で
ど
れ
だ
け
借
金

へ
繰
り
入
れ
と
明
記
し
て
く
れ
る
こ
と

五
、
売
れ
る
人
も
売
れ
な
い
人
も
時
の
運
だ
か
ら
、
差
別
し
な
い
こ
と

六
、
住
替
し
た
い
人
は
自
由
に
本
人
の
意
志
に
任
せ
る
こ
と

七
、
本
や
新
聞
は
自
由
に
読
ま
せ
る
こ
と

八
、
月
に
二
三
回
度
位
、
外
出
を
許
す
こ
と

九
、
重
い
病
気
の
時
は
根
本
的
の
治
療
を
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と

状
況
を
想
起
し
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
（30）
。

そ
う
い
っ
た
具
体
的
な
逃
走
方
法
に
関
す
る
情
報
だ
け
で
な
く
、
遊
廓
を
取
り
巻
く
社
会

的
な
状
況
に
つ
い
て
も
、
終
盤
に
近
づ
く
に
つ
れ
多
く
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
か
る
た
の
廃

業
が
失
敗
し
て
楼
内
の
行
動
的
な
娼
妓
た
ち
が
意
気
消
沈
し
て
い
る
場
面
で
、
歌
子
は
新
聞

記
事
や
雑
誌
を
通
し
て
得
た
情
報
を
次
々
と
楼
内
の
娼
妓
た
ち
に
語
り
聞
か
せ
る
。

　
毎
日
新
聞
に
は
続
い
て
松
村
警
保
局
長
の
意
見
が
発
表
さ
れ
て
、
娼
妓
は
大
部
分
そ

の
新
聞
の
記
事
を
よ
ろ
こ
ん
で
、
歌
子
の
読
ん
で
聞
か
す
の
を
ジ
ッ
ト
お
と
な
し
く
聞

い
た
…
…
そ
れ
か
ら
婦
女
界
に
は
吉
原
か
ら
目
覚
め
て
勇
敢
に
飛
び
出
し
た
春
駒
の
手

記
さ
え
の
せ
ら
れ
て
い
る
…
…
か
る
た
は
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
喜
ん
だ
。
力
強
く
歌

子
に
も
誓
っ
た
。「
歌
子
さ
ん
、
少
し
足
さ
え
自
由
に
な
れ
ば
、
私
も
や
り
ま
す
、
今
度

は
決
し
て
あ
な
た
方
に
ご
迷
惑
は
か
け
ま
せ
ん
、
そ
れ
迄
、
ど
う
か
今
迄
の
ご
迷
惑
つ

い
で
に
、
み
す
て
な
い
で
下
さ
い
」。（
五
、一
一
八
頁
）

　多
く
の
場
面
は
歌
子
が
新
高
や
川
柳
に
語
り
か
け
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
歌
子
は
小

説
の
読
み
手
で
あ
る
現
実
世
界
の
娼
妓
た
ち
に
も
、
取
り
入
れ
た
知
識
を
や
さ
し
い
話
し
言

葉
で
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
娼
妓
は
本
を
買
う
自
由
も
な
い
」
と
『
婦
女

新
聞
』（
一
九
二
八
年
一
月
二
二
日
）
の
取
材
の
な
か
で
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
遊
廓
の
な
か

で
、
自
由
廃
業
や
逃
走
を
め
ぐ
る
実
際
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
の
難
し
さ
を
松
村
は
熟
知
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
逃
走
へ
と
次
第
に
加
速
す
る
物
語
の
展
開
に
あ
わ
せ

て
、
状
況
を
切
り
拓
く
た
め
の
知
識
を
集
中
的
に
書
き
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
遊
廓
の
内
側
か
ら
の
変
革
を
想
像
す
る
　

い
ま
述
べ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
こ
の
作
品
が
一
人
称
に
よ
る
体
験
記
で
は
な
く
、
小

説
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
最
後
に
簡
単
に
ふ
れ
た

い
。
松
村
以
前
に
、
遊
廓
の
女
性
が
書
い
た
体
験
記
は
、
大
正
初
期
の
和
田
芳
子
『
遊
女
物

語
』（
一
九
一
三
年
）
を
嚆
矢
と
し
て
、
前
述
の
春
駒
の
手
記
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
「
妾
」

「
私
」
と
い
っ
た
一
人
称
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
語
り
は
そ
の
ま
ま
書
き
手

が
体
験
し
た
事
実
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　

そ
れ
ら
の
遊
廓
に
関
す
る
当
事
者
の
告
白
と
い
う
形
式
か
ら
離
れ
て
三
人
称
の
小
説
を
選

ん
だ
こ
と
で
、
松
村
は
、
自
分
が
実
際
に
体
験
し
た
出
来
事
を
告
白
す
る
と
い
う
拘
束
か
ら
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の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
実
際
の
遊
廓
の
な
か
で
も
十
分
に
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

「
地
獄
の
反
逆
者
」
の
連
載
開
始
か
ら
二
ヶ
月
後
の
『
女
人
芸
術
』
一
九
二
九
年
六
月
号
に

は
、
遊
廓
の
な
か
の
読
者
か
ら
の
反
応
を
喜
ぶ
松
村
自
身
が
書
い
た
と
い
う
手
紙
が
掲
載
さ

れ
た
。　

実
は
先
生
に
喜
ん
で
頂
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
名
古
屋
の
私
の
居
た
楼

の
娼
妓
か
ら
手
紙
が
来
た
の
で
す
。
し
か
も
芝
の
日
労
党
内
と
し
て
。

　
そ
れ
に
は
名
古
屋
で
「
お
客
が
持
っ
て
来
て
く
れ
た
女
人
芸
術
と
い
う
本
に
姉
ち
ゃ

ん
の
小
説
が
出
て
居
て
、
何
度
も
何
度
も
お
客
様
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
の
で
す
。
ほ
ん

と
う
に
そ
う
で
す
わ
、
姉
ち
ゃ
ん
の
処
へ
一
日
も
早
く
行
き
た
い
で
す
か
ら
今
そ
の
す

き
を
見
て
居
る
の
で
す
。
行
く
時
は
電
報
を
打
ち
ま
す
か
ら
ど
う
ぞ
お
願
い
し
ま
す
」

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　
私
ほ
ん
と
う
に
先
生
に
も
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
女
人
芸
術
に
私
の
ま
ず
い
文
が
出

た
事
に
よ
っ
て
、
一
人
の
娼
妓
で
も
出
ら
れ
た
ら
、
私
ど
ん
な
に
喜
し
い
事
で
し
ょ
う
。

も
う
涙
が
出
て
…
…
（33）

手
紙
の
な
か
で
松
村
が
先
生
と
呼
ん
で
い
る
の
は
長
谷
川
時
雨
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
松
村

を
姉
と
慕
う
一
人
の
娼
妓
が
脱
出
の
決
意
を
し
て
手
紙
を
送
っ
て
き
た
と
い
う
こ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
、
翌
月
号
へ
の
そ
の
娼
妓
の
手
紙
の
文
面
の
掲
載
と
い
う
形
で
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「
地
獄
の
反
逆
者
」
で
歌
子
が
外
か
ら
の
情
報
を
同
僚
た
ち
と
共
有
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
遊

廓
の
な
か
に
も
松
村
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
の
で
あ
る
。

み
て
き
た
よ
う
に
、「
地
獄
の
反
逆
者
」
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
廃
娼
世
論
の
高
揚
を
背

景
に
遊
廓
を
抜
け
出
し
た
松
村
が
、
歌
子
と
い
う
架
空
の
人
物
を
生
み
出
す
こ
と
で
再
び
遊

廓
の
な
か
に
「
入
り
」、
そ
の
場
所
か
ら
歌
子
の
言
葉
や
行
動
を
通
し
て
、
遊
廓
の
な
か
に

生
き
る
女
性
た
ち
に
語
り
か
け
る
と
い
う
、
強
い
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
作
品
で
あ

る
。
小
説
の
な
か
で
は
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
豊
か
な
人
間
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
描
か

れ
、
一
人
ひ
と
り
の
娼
妓
は
そ
れ
ぞ
れ
名
前
を
持
ち
、
魅
力
的
な
存
在
と
し
て
登
場
す
る
。
楼

主
へ
の
怒
り
や
警
察
へ
の
憤
り
を
通
し
て
、
歌
子
と
そ
の
仲
間
た
ち
は
強
く
結
束
す
る
。
酒

十
、
親
の
死
報
に
接
し
た
時
は
心
よ
く
親
元
へ
か
え
す
こ
と

等
、
ま
だ
ま
だ
多
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
そ
れ
だ
け
で
も
一
時
も
早
く
皆
で
頼
め
ば
キ
ッ

ト
そ
の
中
の
五
や
六
つ
は
聞
入
れ
ま
す
。（
六
、一
〇
一
頁
）

演
説
は
最
終
回
の
八
頁
の
う
ち
二
頁
に
渡
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
楼
主
に
対
す
る
具
体

的
な
要
求
事
項
を
提
示
し
、
直
接
行
動
を
う
な
が
す
こ
の
演
説
の
場
面
は
、
お
そ
ら
く
あ
り

得
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
描
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
か
ら

ま
さ
に
逃
走
し
よ
う
と
い
う
人
間
が
、
遊
廓
の
内
側
か
ら
の
行
動
を
う
な
が
す
の
は
不
誠
実

で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
娼
妓
を
集
め
て
演
説
を
す
る
と
い
う
目
立
つ
行
為
は
、
逃
走
と
い
う

目
的
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
演
説
が
実
際
に
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
か
か
わ
り
な
く
、

こ
こ
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
娼
妓
た
ち
が
団
結
し
行
動
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の

手
で
状
況
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
歌
子
の

言
葉
の
な
か
で
、
遊
廓
の
な
か
に
生
き
る
女
性
た
ち
は
、
状
況
変
革
の
主
体
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
遊
廓
の
な
か
に
生
き
る
娼
妓
た
ち
が
読
む

こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
物
語
の
進
行
と
直
接
関
係
も

な
く
、
遊
廓
の
外
側
で
は
意
味
を
持
た
な
い
楼
主
に
対
す
る
要
求
事
項
を
、
こ
こ
ま
で
具
体

的
に
書
き
出
す
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

松
村
が
同
時
期
に
全
盛
期
を
む
か
え
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
意
識
し
て
い
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
が
（
た
と
え
ば
小
林
多
喜
二
の
「
蟹
工
船
」
は
、
一
九
二
九
年
の
『
戦
旗
』
五
、六
月
号
に
掲
載
）、

こ
の
場
面
を
通
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
最
終
的
に
逃
走
と
い
う
形
で
遊
廓
で

の
生
活
を
終
わ
ら
せ
た
松
村
に
と
っ
て
、
小
説
と
い
う
形
式
で
文
章
を
書
く
こ
と
は
、
単
に

過
去
の
生
活
を
回
想
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
圧
倒
的
な
抑
圧
の
な
か
で
奪
わ
れ
た
自
分
自
身

の
時
間
を
「
生
き
直
し
」、
小
説
の
主
人
公
の
行
為
や
言
葉
に
よ
っ
て
現
在
の
読
み
手
に
語
り

か
け
る
と
い
う
き
わ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
、
昭
和
恐
慌
下
で
日
本
全
国
の
遊
廓
で
状
況
改
善
を

求
め
る
ス
ト
ラ
イ
キ
が
頻
発
す
る
（31）
。
小
説
の
栄
楼
の
な
か
で
歌
子
が
同
僚
娼
妓
た
ち
に
語

り
か
け
て
い
た
こ
と
が
、
現
実
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
掲
げ
ら
れ

た
要
求
事
項
の
多
く
は
、
小
説
の
な
か
で
歌
子
が
示
し
た
要
求
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ

た
（32）
。
そ
の
こ
と
は
、
松
村
が
描
き
出
し
た
小
説
の
世
界
が
、
当
事
者
の
生
活
の
リ
ア
リ
テ

ィ
に
根
ざ
し
て
い
た
と
い
う
証
左
に
な
る
の
と
同
時
に
、「
地
獄
の
反
逆
者
」
の
な
か
の
歌
子
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続
け
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
た
新
た
な
地
獄
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。「
地
獄
の
反
逆

者
」
と
は
か
つ
て
遊
廓
を
生
き
た
「
洋
子
」
や
そ
の
仲
間
の
娼
妓
た
ち
だ
け
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
元
娼
妓
と
い
う
現
実
を
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
松
村
自
身
の
こ
と

も
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

引
用
・
参
考
文
献
（
五
十
音
順
）

伊
東
憲
『
地
獄
の
出
来
事
』、
総
文
社
、
一
九
二
三
年
。

伊
能
秀
明
「
資
料
　
阿
部
定
の
訊
問
調
書
」、『
明
治
大
学
博
物
館
研
究
報
告
』
第
九
号
、

二
〇
〇
四
年
。 

今
中
保
子
『
日
本
近
代
女
性
運
動
史
―
―
広
島
県
を
中
心
に
し
て
―
―
』、
渓
水
社
、

二
〇
〇
二
年
。

尾
形
明
子
『
女
人
芸
術
の
人
び
と
』、
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
一
年
。

小
野
沢
あ
か
ね
「『
婦
女
新
聞
』
と
廃
娼
運
動
」、『
婦
女
新
聞
』
を
読
む
会
編
『「
婦
女
新
聞
」

と
女
性
の
近
代
』、
不
二
出
版
、
一
九
九
七
年
。

片
山
哲
「
公
娼
廃
止
の
善
後
策
」、『
婦
人
公
論
』、
一
九
二
六
年
八
月
号
。

―
―
―
― 『
回
顧
と
展
望
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
七
年
。

近
藤
真
柄
『
わ
た
し
の
回
想
記
（
下
巻
）
赤
瀾
会
と
わ
た
し
』、
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
一
年
。

堺
利
彦
「
私
の
見
た
婦
人
闘
士
」、『
婦
人
公
論
』、
一
九
三
〇
年
一
二
月
号
＝
「
私
の
見
た
婦

人
闘
士
」、
鈴
木
裕
子
編
『
堺
利
彦
女
性
論
集
』、
三
一
書
房
、
一
九
八
三
年
。

鈴
木
裕
子
編
・
解
説
『
日
本
女
性
運
動
資
料
集
成
　
第
五
巻
　
生
活
・
労
働
Ⅱ
　
無
産
婦
人

運
動
と
労
働
運
動
の
高
揚
』、
不
二
出
版
、
一
九
九
三
年
。

―
―
―
―
『
日
本
女
性
運
動
資
料
集
成
　
第
六
巻
　
生
活
・
労
働
Ⅲ
　
一
五
年
戦
争
と
女
性

労
働
者
・
無
産
婦
人
運
動
』、
不
二
出
版
、
一
九
九
三
年
。

―
―
―
―
『
日
本
女
性
運
動
資
料
集
成
　
別
巻
　
日
本
女
性
運
動
史
人
名
事
典
』、
不
二
出
版
、

一
九
九
八
年
。

中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
芸
娼
妓
酌
婦
紹
介
業
に
関
す
る
調
査
』、
一
九
二
六
年
。

長
谷
川
時
雨
『
美
人
論
』、
東
京
社
、
一
九
一
八
年
。

早
川
紀
代
『
植
民
地
と
戦
争
責
任
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。

葉
山
嘉
樹
「
淫
売
婦
」、『
文
芸
戦
線
』、
一
九
二
五
年
一
一
月
号
＝
『
淫
売
婦
』、
春
陽
堂
、

一
九
二
六
年
。

平
塚
ら
い
て
う
「
昭
和
婦
人
解
放
運
動
史
―
―
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る
ま
で
」、『
女
性
改

を
の
ん
で
娼
妓
を
な
じ
る
楼
主
の
い
や
ら
し
さ
も
描
か
れ
る
が
、
そ
の
楼
主
を
小
馬
鹿
に
す

る
新
高
や
川
柳
た
ち
の
痛
快
な
掛
け
合
い
も
描
か
れ
る
。
営
業
停
止
処
分
に
な
っ
た
あ
と
の

栄
楼
か
ら
ほ
か
の
揚
屋
に
一
時
的
に
移
っ
た
と
き
の
こ
と
を
「
栄
楼
の
お
か
み
や
、
主
人
の

居
な
い
気
楽
さ
に
、
皆
、
う
き
う
き
と
し
て
遊
び
暮
し
た
」（
五
、一
一
八
頁
）
と
も
書
く
。
つ
ま

り
、
遊
廓
が
楼
主
の
強
い
管
理
と
搾
取
の
も
と
に
あ
る
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
空
間
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
大
前
提
だ
が
、
そ
こ
に
生
き
る
娼
妓
た
ち
の
怒
り
だ
け
で
な
く
、
日
常
に
お
け
る

喜
び
も
「
地
獄
の
反
逆
者
」
に
は
し
っ
か
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
社
会
的
に
は
否
定

す
べ
き
経
験
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
遊
廓
の
な
か
で
過
ご
し
た
時
間
も
、
歌
子
に
と
っ

て
、「
洋
子
」
に
と
っ
て
、
二
十
代
前
半
の
か
け
が
え
の
な
い
時
間
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
生
き
た
人
間
と
し
て
の
娼
妓
の
生
が
、
当
事
者
の
立
場
か
ら
深
い
愛
情
と
と
も
に
書
き
込

ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、「
地
獄
の
反
逆
者
」
の
真
価
が
あ
る
。

一
方
で
、
そ
の
当
事
者
が
と
ら
え
る
遊
廓
の
日
常
と
、
遊
廓
の
外
側
に
生
き
る
人
た
ち
が

娼
妓
た
ち
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
な
ず
れ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

八
木
秋
子
は
『
女
人
芸
術
』
の
後
書
き
の
な
か
で
、
松
村
に
好
意
を
示
し
な
が
ら
も
「
娼
妓

の
生
活
を
送
っ
て
逃
れ
て
き
た
だ
け
に
、
永
い
苦
し
み
の
影
が
顔
に
う
か
ん
で
い
た
」（34）
と
書

き
、『
婦
女
新
聞
』
の
記
者
は
松
村
の
印
象
を
「
そ
の
血
色
の
悪
さ
に
、
虐
げ
ら
れ
た
過
去
の

生
活
が
偲
ば
れ
た
」（35）
と
描
写
す
る
。
八
木
が
松
村
に
会
っ
た
の
は
、
廃
業
か
ら
す
で
に
三
年

近
く
が
過
ぎ
た
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顔
に
は
苦
し
み
の
影
が
浮
か
ん
で
い
る
と
い

う
の
だ
。

そ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
売
春
を
し
て
生
き
た
女
性
に
「
期
待
」
さ
れ
る
も
の
が
悲
劇
や
残

酷
な
体
験
談
だ
と
す
る
と
、
松
村
は
お
そ
ら
く
は
意
識
的
に
そ
の
「
期
待
」
を
裏
切
る
よ
う

な
形
で
娼
妓
た
ち
を
描
き
出
し
た
。「
地
獄
の
反
逆
者
」
に
は
、
た
だ
の
弱
い
娼
妓
も
、
同
情

を
求
め
る
犠
牲
者
も
出
て
こ
な
い
。
か
る
た
は
病
気
を
抱
え
て
い
る
が
最
後
ま
で
廃
業
を
あ

き
ら
め
な
い
し
、
逃
走
に
失
敗
し
て
連
れ
戻
さ
れ
た
新
高
は
「
い
や
、
と
て
も
う
ま
く
や
っ

た
の
や
け
ど
、
夜
警
に
引
っ
か
か
っ
た
の
で
ナ
ー
」（
五
、一
一
九
頁
）
と
悪
び
れ
も
せ
ず
歌
子
に

い
う
。
歌
子
も
含
め
て
松
村
が
描
写
す
る
娼
妓
た
ち
は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
強
い
怒
り
を
か

か
え
て
は
い
る
が
、
世
を
儚
ん
で
は
い
な
い
。
積
極
的
に
情
報
を
集
め
、
虎
視
眈
々
と
逃
げ

る
機
会
を
探
っ
て
い
る
。
松
村
は
、
そ
の
よ
う
な
た
く
ま
し
い
、
と
き
に
は
し
た
た
か
な
人

間
と
し
て
の
娼
妓
た
ち
の
姿
を
描
き
だ
す
こ
と
を
通
し
て
、
娼
妓
や
元
娼
妓
に
投
げ
か
け
ら

れ
る
強
い
ス
テ
ィ
グ
マ
と
も
、
精
一
杯
闘
っ
て
い
た
の
だ
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
た
と
え
遊

廓
と
い
う
「
地
獄
」
を
抜
け
出
し
て
も
、「
哀
れ
な
犠
牲
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
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名
詞
・
副
詞
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
一
部
の
漢
字
を
か
な
に
改
め
た
。
送
り
が
な
は
原

則
と
し
て
原
文
の
ま
ま
と
し
、
適
宜
句
読
点
を
整
理
し
た
。

（2）
　
小
野
沢
あ
か
ね
「『
婦
女
新
聞
』
と
廃
娼
運
動
」、『
婦
女
新
聞
』
を
読
む
会
編
『「
婦
女

新
聞
」
と
女
性
の
近
代
』、
不
二
出
版
、
一
九
九
七
年
、
二
一
九
頁
。

（3）
　
詳
し
く
は
、
山
家
悠
平
『
遊
廓
の
ス
ト
ラ
イ
キ
　
女
性
た
ち
の
二
〇
世
紀
・
序
説
』、
共

和
国
、
二
〇
一
五
年
、
一
二
八
―
一
三
四
頁
参
照
。

（4）
　
自
ら
の
意
志
で
定
め
ら
れ
た
年
期
の
途
中
で
廃
業
す
る
こ
と
。

（5）
　
松
村
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
は
、
渡
辺
悦
次
・
鈴
木
裕
子
編
『
た
た
か
い
に
生

き
て
―
―
戦
前
婦
人
労
働
運
動
へ
の
証
言
―
―
』、
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
〇
年
、

一
五
七
、一
五
八
頁
、
尾
形
明
子
『「
女
人
芸
術
」
の
世
界
　
長
谷
川
時
雨
と
そ
の
周
辺
』、

ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
六
五
頁
、
今
中
保
子
『
日
本
近
代
女
性
運
動
史
―
―
広

島
県
を
中
心
に
し
て
―
―
』、
渓
水
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
六
四
頁
等
が
あ
る
。

（6）
　
近
藤
真
柄
『
わ
た
し
の
回
想
記
（
下
巻
）
赤
瀾
会
と
わ
た
し
』、
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
一

年
、
一
五
五
頁
。

（7）
　
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
芸
娼
妓
酌
婦
紹
介
業
に
関
す
る
調
査
』、
一
九
二
六
年
、

七
二
、七
三
頁
。

（8）
　『
名
古
屋
新
聞
』
一
九
二
六
年
九
月
一
三
日
。
難
波
遊
廓
は
火
災
に
よ
る
甚
大
な
被
害

の
た
め
一
九
一
二
年
で
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
南
地
五
花
街
の
難
波
新
地
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
荒
畑
寒
村
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
確
認
が
で
き
て
い
な
い
。

（9）
　
松
村
喬
子
「
生
地
獄
『
廓
』
を
抜
け
た
私
　
自
叙
伝
―
自
廃
か
ら
婦
人
闘
士
へ
」、『
中

央
公
論
臨
時
増
刊
「
大
衆
雑
誌
」』、
一
九
三
二
年
八
月
号
、
一
三
二
頁
。

（10）
　
松
村
喬
子
前
掲
「
生
地
獄
『
廓
』
を
抜
け
た
私
　
自
叙
伝
―
自
廃
か
ら
婦
人
闘
士
へ
」、

一
三
三
頁
。

（11）
　
の
ち
に
「
地
獄
の
反
逆
者
」
の
な
か
で
描
写
さ
れ
る
遊
廓
に
は
、
実
際
に
三
十
代
、
四
十

代
の
娼
妓
も
複
数
名
存
在
し
て
い
る
の
で
、
松
村
が
逃
走
に
活
路
を
見
出
し
た
の
も
頷

け
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
遊
廓
の
一
般
的
な
状
況
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な

く
、
先
述
の
中
央
職
業
事
務
局
の
調
査
に
よ
る
と
、
東
京
府
下
の
娼
妓
五
一
五
二
名
中

一
八
歳
か
ら
二
八
歳
ま
で
が
四
六
二
五
名
（
九
〇
％
）
を
占
め
て
お
り
、
四
〇
歳
以
上
は

六
名
し
か
い
な
い
の
で
、
む
し
ろ
徳
栄
楼
に
お
け
る
搾
取
と
長
期
間
の
拘
束
が
際
立
っ

て
い
た
と
い
え
る
。

（12）
　『
名
古
屋
新
聞
』
一
九
二
六
年
九
月
一
三
日
。

造
』、
一
九
五
一
年
五
月
八
日
号
＝
平
塚
ら
い
て
う
著
作
集
編
集
委
員
会
編
『
平
塚
ら
い

て
う
著
作
集
　
第
七
巻
』、
大
月
書
店
、
一
九
八
四
年
。

藤
目
ゆ
き
『
性
の
歴
史
学
』、
不
二
出
版
、
一
九
九
七
年
。

松
村
喬
子 「
地
獄
の
反
逆
者
＝
人
生
記
録
＝
」（
一
〜
六
）、『
女
人
芸
術
』、
一
九
二
九
年
四
月

号
〜
一
九
二
九
年
九
月
号
。

―
―
―
―
「
続
地
獄
の
反
逆
者
」、『
女
人
芸
術
』、
一
九
三
〇
年
二
月
号
。

―
―
―
―
「
長
屋
の
選
挙
気
分
」、『
女
人
芸
術
』、
一
九
三
〇
年
四
月
号
。

―
―
―
―
「
脱
出̶

̶
前
出
『
地
獄
の
反
逆
者
』
の
綴
目
を
な
す
も
の̶

̶

」、『
女
人
芸
術
』

一
九
三
〇
年
七
月
号
。

―
―
―
―
「
組
織
さ
れ
ゆ
く
自
由
労
働
者
」、『
女
人
芸
術
』、
一
九
三
一
年
七
月
号
。

―
―
―
―
「
生
地
獄
『
廓
』
を
抜
け
た
私
　
自
叙
伝
―
自
廃
か
ら
婦
人
闘
士
へ
」、『
中
央
公

論
臨
時
増
刊
「
大
衆
雑
誌
」』、
一
九
三
二
年
八
月
号
。

―
―
―
―
「『
籠
の
鳥
』
の
解
放
問
題
に
つ
い
て
」、『
婦
選
』、
一
九
三
三
年
六
月
号
。

村
崎
し
づ
子
『
千
束
町
よ
り
』、
鹿
野
書
店
、
一
九
一
三
年
。

森
光
子
「
廓
を
脱
出
し
て
白
蓮
夫
人
に
救
わ
る
る
ま
で
」、『
婦
女
界
』、
一
九
二
六
年
七
月
号
。

―
―
―
―
『
光
明
に
芽
ぐ
む
日
　
初
見
世
か
ら
脱
出
ま
で
』、
文
化
生
活
研
究
会
、
一
九
二
六

年
。

―
―
―
―
『
春
駒
日
記
』、
文
化
生
活
研
究
会
、
一
九
二
七
年
。

八
木
秋
子
「
編
集
後
記
」、『
女
人
芸
術
』、
一
九
二
九
年
四
月
号
。

矢
田
津
世
子
「
女
人
芸
術
名
古
屋
講
演
記
」、『
女
人
芸
術
』、
一
九
三
〇
年
三
月
号
。

山
家
悠
平
『
遊
廓
の
ス
ト
ラ
イ
キ
』、
共
和
国
、
二
〇
一
五
年
。

―
―
―
―
「
も
の
を
読
む
娼
妓
た
ち
―
―
森
光
子
と
松
村
喬
子
の
作
品
に
描
か
れ
る
『
読
書
』

を
中
心
に
」、『
女
性
学
年
報
』、
第
三
八
号
、
二
〇
一
七
年
。

渡
辺
悦
次
・
鈴
木
裕
子
編 『
た
た
か
い
に
生
き
て
―
―
戦
前
婦
人
労
働
運
動
へ
の
証
言
―
―
』、

ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
〇
年
。

和
田
芳
子
『
遊
女
物
語
』、
文
明
堂
、
一
九
一
三
年
。

註（1）
　
松
村
喬
子
「
地
獄
の
反
逆
者
」、『
女
人
芸
術
』、
一
九
二
九
年
四
月
号
、
五
三
頁
。
以
後
、

「
地
獄
の
反
逆
者
」
か
ら
の
引
用
は
、
連
載
番
号
（
一
〜
六
）
と
『
女
人
芸
術
』
掲
載
時
の

頁
数
の
み
を
本
文
に
表
記
す
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
、
新
字
・
新
か
な
で
統
一
し
、
代
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は
、
私
に
負
け
て
し
ま
い
ま
し
た
」（
第
二
回
訊
問
。
原
文
カ
ナ
。
伊
能
秀
明
「
資
料
　
阿
部
定
の
訊

問
調
書
」、『
明
治
大
学
博
物
館
研
究
報
告
』、
第
九
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
頁
）
と
証
言
し
て
い
る
。
松

村
逃
走
後
に
楼
主
が
変
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
阿
部
の
証
言
か
ら
浮
か
ぶ
人
物

像
は
「
地
獄
の
反
逆
者
」
で
描
か
れ
た
楼
主
木
浦
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
ち
な
み

に
調
書
に
よ
る
と
阿
部
も
同
楼
か
ら
逃
走
す
る
が
失
敗
し
て
連
れ
戻
さ
れ
て
い
る
。

（28）
　
実
際
に
は
当
時
の
警
保
局
長
は
松
村
義
一
で
あ
る
。

（29）
　
山
家
悠
平
前
掲
書
、
八
六
頁
参
照
。

（30）
　
た
だ
し
、
松
村
が
想
定
し
て
い
た
読
み
手
と
し
て
の
娼
妓
た
ち
は
、
松
村
の
よ
う
な
高

学
歴
女
性
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
実
際
に
「
地
獄
の
反
逆
者
」
で
描
き
出
さ
れ
る
、

も
の
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
娼
妓
た
ち
が
読
ん
で
い
る
の
は
講
談
本
や
小
説
で
あ
っ
て
、

歌
子
の
ほ
か
に
『
婦
人
新
報
』
や
『
婦
女
界
』
を
読
む
娼
妓
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
詳

し
く
は
、
山
家
悠
平
「
も
の
を
読
む
娼
妓
た
ち
―
―
森
光
子
と
松
村
喬
子
の
作
品
に
描

か
れ
る
『
読
書
』
を
中
心
に
」、『
女
性
学
年
報
』、
第
三
八
号
、
二
〇
一
七
年
、
八
九
―

九
一
頁
参
照
。

（31）
　
詳
し
く
は
山
家
悠
平
前
掲
書
、
一
二
八
―
一
三
八
頁
、
一
九
四
、一
九
五
頁
を
参
照
。

（32）
　
た
と
え
ば
大
阪
松
島
遊
廓
金
宝
来
の
一
九
三
一
年
一
一
月
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
要
求
事
項

に
は
「
明
細
書
と
花
代
の
改
善
お
よ
び
毎
日
そ
れ
を
娼
妓
に
示
し
て
捺
印
さ
す
こ
と
」

「
病
気
の
時
は
早
く
医
者
の
手
当
を
う
け
さ
す
こ
と
」（
山
家
悠
平
前
掲
書
、
一
九
四
頁
）
と
い

う
項
目
が
あ
る
。

（33）
　『
女
人
芸
術
』、
一
九
二
九
年
六
月
号
、
九
九
頁
。

（34）
　
八
木
秋
子
「
編
集
後
記
」、『
女
人
芸
術
』、
一
九
二
九
年
四
月
号
、
一
五
六
頁
。

（35）
　「
公
娼
よ
り
廃
娼
運
動
へ
―
自
廃
し
た
松
村
喬
子
さ
ん
を
訪
う
―
」、『
婦
女
新
聞
』、

一
九
二
八
年
一
月
二
二
日
。

（13）
　「
公
娼
よ
り
廃
娼
運
動
へ
―
自
廃
し
た
松
村
喬
子
さ
ん
を
訪
う
―
」、『
婦
女
新
聞
』、

一
九
二
八
年
一
月
二
二
日
。

（14）
　
戦
後
に
内
閣
総
理
大
臣
（
一
九
四
七
年
五
月
二
四
日
―
一
九
四
八
年
三
月
一
〇
日
）
を
務
め
る
こ
と
に

な
る
片
山
哲
は
当
時
、
無
産
政
党
結
党
に
む
け
て
力
を
注
い
で
お
り
、
そ
の
後
一
九
二
六

年
一
二
月
一
五
日
に
は
社
会
大
衆
党
を
結
成
、
書
記
長
と
な
っ
て
い
る
（
片
山
哲
『
回
顧
と

展
望
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
七
年
、
一
三
三
―
一
四
五
頁
）。

（15）
　
片
山
哲
「
公
娼
廃
止
の
善
後
策
」、『
婦
人
公
論
』、
一
九
二
六
年
八
月
号
、
三
七
頁
。

（16）
　
松
村
喬
子
前
掲
「
生
地
獄
『
廓
』
を
抜
け
た
私
　
自
叙
伝
―
自
廃
か
ら
婦
人
闘
士
へ
」、

一
三
八
頁
。

（17）
　
同
前
。

（18）
　『
読
売
新
聞
』
一
九
二
九
年
八
月
二
二
日
。
の
ち
に
小
松
原
の
親
軍
部
政
党
へ
の
転
向
を

理
由
と
し
て
一
九
三
二
年
に
離
婚
し
て
い
る
。

（19）
　
山
家
悠
平
前
掲
書
、
一
八
六
頁
。

（20）
　
尾
形
明
子
前
掲
書
、
六
五
頁
。

（21）
　
尾
形
明
子
『
女
人
芸
術
の
人
び
と
』、
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
一
年
、
六
三
頁
。

（22）
　
矢
田
津
世
子
「
女
人
芸
術
名
古
屋
講
演
記
」、『
女
人
芸
術
』、
一
九
三
〇
年
三
月
号
、

一
九
一
頁
。

（23）
　
堺
利
彦
「
私
の
見
た
婦
人
闘
士
」、『
婦
人
公
論
』、
一
九
三
〇
年
一
二
月
号
＝
「
私
の

見
た
婦
人
闘
士
」、
鈴
木
裕
子
編
『
堺
利
彦
女
性
論
集
』、
三
一
書
房
、
一
九
八
三
年
、

三
六
三
頁
。

（24）
　
平
塚
ら
い
て
う
「
昭
和
婦
人
解
放
運
動
史
―
―
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る
ま
で
」、『
女

性
改
造
』、
一
九
五
一
年
五
月
八
日
号
＝
平
塚
ら
い
て
う
著
作
集
編
集
委
員
会
編
『
平
塚

ら
い
て
う
著
作
集
　
第
七
巻
』、
大
月
書
店
、
一
九
八
四
年
、
一
六
八
頁
。

（25）
　「
昭
和
八
年
中
ニ
於
ケ
ル
社
会
運
動
ノ
状
況
」、
全
逓
信
労
働
組
合
全
逓
史
編
纂
委
員
会

編
『
全
逓
労
働
運
動
資
料
　
第
二
〇
集
』、
一
九
六
一
年
、
四
三
頁
。

（26）
　
鈴
木
裕
子
編
『
日
本
女
性
運
動
資
料
集
成
　
別
巻
　
日
本
女
性
運
動
史
人
名
事
典
』、
不

二
出
版
、
一
九
九
八
年
、
二
〇
七
頁
。

（27）
　
松
村
が
去
っ
て
か
ら
二
年
後
、
か
の
有
名
な
阿
部
定
が
徳
栄
楼
で
働
き
始
め
て
い
る
。

訊
問
調
書
の
な
か
で
阿
部
は
、
楼
主
に
つ
い
て
「
酒
に
酔
う
と
私
に
『
セ
キ
セ
イ
』（
楼

主
の
つ
け
た
阿
部
の
あ
だ
名
―
―
引
用
注
）
を
呼
べ
と
云
っ
て
は
呼
び
付
け
、
叱
る
様
な
こ
と
を

云
い
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
で
も
負
け
て
居
ら
ず
ぽ
ん
ぽ
ん
云
っ
て
や
り
、
却
っ
て
主
人
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In the beginning of Jigoku no Hangyakusha (A Rebel in 
Hell), Utako, the main character of the novel, is questioning 
herself about the many problems of the brothel: exploitation 
by the owner, the rule of unquestioning obedience by the sex 
workers, etc. Then she starts to imagine the faces of her col-
leagues and thinks about who should she consult with. 

Jigoku no Hangyakusha, serial novel written by Matsu-
mura Kyōko (?-1993)., was published in "Nyonin Geijutsu" 
(Womens’ Art) from April to September, 1929. While the 
anti-prostitution movement and the labor movement were 
growing in the late 1920s, Matsumura escaped from a brothel 
in Nagoya and later became an activist in the labor move-
ment.  

The novel was based on Matsumura‘s own personal experi-
ence, however, in contrast with other sex workers' memoirs at 
that time, such as Mori Mitsuko's famous memoir Kōmyō ni 
Megumu-hi Hatsumise kara Dasshutsu made (1926), Mat-
sumura did not use the first person pronoun to depict her 
experience. Instead she created the main character Utako, 
and the novel is written from Utako's point of view. Utako 
actively asked colleagues to unite to improve working condi-
tions. Jigoku no Hangyakusha was not only a historical testi-
mony of a sex worker but also an interesting and imaginative 
narrative about resistance and solidarity among sex workers.  

Although Jigoku no Hangyakusha is one of the first novels 
in modern Japan about brothels written by a sex worker, it has 
not received much attention from Women’s Studies scholars 
in Japan until recently.  Thus, focusing on the novel Jigoku no 
Hangyakusha, this paper explores what Matsumura was aim-
ing to express through writing the novel. I will also consider 
what the significance was for Matsumura to re-tell her stories 
of life in the brothel from Utako's point of view.

YAMBE Yuhei

Strong Women in the Red-Light District: 
The Experiences of Life in a Brothel Depicted in Matsumura Koyoko's Jigoku no Hangyakusha (1929)


