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第
八
節

母
性
保
護
論
争
|
|
与
謝
野
晶
子
・
平
塚
ら
い
て
う
・
山
川
菊
栄
・
山
田
わ
か

第2編

は
じ
め
に

一
九
=
二
年
『
中
央
公
論
』
は
臨
時
増
刊
号
で
「
婦
人
問
題
」
を
特
集
し
た
。
先
年
の
「
元
始
、
女
性
は
実
に
太
陽
で
あ
っ
た
」

(
平
塚
ら
い
て
う
)
に
始
ま
る
『
青
絡
』
の
創
刊
(
一
九
一
一
年
)
や
、
イ
プ
セ
ン
の
ノ
ラ
を
象
徴
と
す
る
「
新
し
い
女
」
の
流

行
等
、
近
代
化
に
対
応
し
た
女
性
像
の
模
索
と
い
う
動
き
が
、

一
定
の
社
会
的
広
が
り
を
持
ち
は
じ
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
増
刊
号
の
広
告
文
に
は
「
十
九
世
紀
は
平
民
幅
起
の
時
代
に
し
て
、

二
十
世
紀
は
婦
人
覚
醒
の
時
代
」
と
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
婦
人
覚
醒
」
に
、
単
な
る
啓
蒙
の
域
を
脱
し
て
、
女
性
が
自
分
自
身
の
経
験
に
も
と
矛
つ
い
た
具
体
的
な
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と

に
な
っ
た
の
が
、
折
り
し
も
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
高
揚
期
の
な
か
で
現
わ
れ
た
「
母
性
保
護
論
争
」
で
あ
る
。

こ
の
論
争
(
一
九
一
八
|
一
九
年
)
は
、
与
謝
野
晶
子
、
平
塚
ら
い
で
う
、
山
川
菊
栄
、
山
田
わ
か
と
い
う
、
当
時
の
著
名
な

女
性
作
家
・
評
論
家
た
ち
に
よ
り
、
主
と
し
て
『
婦
人
公
論
』
(
一
九
一
六
年
創
刊
)
等
の
雑
誌
誌
上
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、

部
分
的
に
で
は
あ
れ
登
場
し
て
い
た
都
市
中
間
層
を
基
盤
と
す
る
、
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
過
程
の
重
要
な
一
角
と
も
い

え
る
。
そ
れ
だ
け
に
全
国
の
女
性
一
般
を
引
き
入
れ
る
よ
う
な
広
範
な
影
響
力
ま
で
は
持
ち
え
な
か
っ
た
が
、
「
経
済
的
独
立
と

母
性
保
護
」
を
論
争
の
主
題
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
を
め
ぐ
る
女
性
問
題
が
「
女
工
虐
待
」
等
の
近
代
化
の
初
期
的
段
階
を

日
本
で
初
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
画
期
的
で
あ
る
。

出
て
、
よ
り
現
代
的
形
態
で
、



〔
史
料
1
〕
今
は
男
子
も
女
子
も
何
等
か
の
労
働
に
由
っ
て
衣
食
の
自
給
を
計
り
、
物
質
的
生
活
の
確
立
安
全
を
得
る

こ
と
が
第
一
の
急
務
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
や
が
て
精
神
的
生
活
の
輩
固
な
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
自
己
の

職
業
的
自
活
を
考
へ
ず
に
置
い
て
、
男
女
の
同
権
を
求
め
、
学
問
芸
術
を
修
め
、
婦
人
問
題
を
口
に
す
る
女
子
が
あ
る
な

ら
、
そ
の
女
子
は
最
も
切
迫
し
た
現
代
生
活
の
真
相
を
解
し
な
い
空
想
家
で
あ
る
と
思
ふ
。
女
子
の
自
労
自
活
が
今
後
の

女
子
の
常
識
と
な
り
常
態
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
私
は
断
言
す
る
。

(
与
謝
野
晶
子
)

〔
史
料
2

〕

私
は
欧
米
の
婦
人
運
動
に
由
っ
て
唱
へ
ら
れ
る
、
妊
娠
分
娩
等
の
時
期
に
あ
る
婦
人
が
国
家
に
向
っ
て
経

済
上
の
特
殊
な
保
護
を
要
求
し
よ
う
と
云
ふ
主
張
に
賛
成
し
か
ね
ま
す
。

既
に
生
殖
的
奉
仕
に
由
っ
て
婦
人
が
男
子
に
寄
食
す
る
こ
と
を
奴
隷
道
徳
で
あ
る
と
す
る
私
達
は
、
同
一
の
理
由
か
ら

生活の自覚と経済思想

国
家
に
寄
食
す
る
こ
と
を
も
辞
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

:
・
生
殖
の
責
任
は
徹
頭
徹
尾
、
夫
婦
相
互
が
果
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
死
亡
に
由
っ
て
夫
婦
の
一
方
の
欠
け
た
時
は
、

生
存
し
て
居
る
一
方
が
全
責
任
を
負
ふ
だ
け
の
覚
悟
と
実
力
と
を
予
め
備
へ
て
居
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
日
本
の
教
育
で

は
ま
だ
斯
う
云
ふ
大
き
な
実
際
問
題
を
等
閑
に
し
て
居
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
戦
争
が
済
ん
だ
あ
と
で
は
、
世
界
一

列
に
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
物
質
生
活
の
困
難
が
日
本
の
男
女
に
も
ひ
し
ひ
し
と
追
っ
て
来
て
、
之
に
対
す
る
余
儀
な
い
反
省
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を
促
さ
ず
に
置
か
な
い
で
せ
う
。

(
同
右
)

〔
史
料
3

〕

元
来
母
は
生
命
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
婦
人
は
母
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
的
生
存
の
域
を
脱
し
て
社
会
的
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な
、
国
家
的
な
存
在
者
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
母
を
保
護
す
る
こ
と
は
婦
人
一
個
の
幸
福
の
た
め
に
必
要
な
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の
子
供
を
通
じ
て
、
全
社
会
の
幸
福
の
た
め
、
全
人
類
の
将
来
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

近・現代

:
:
:
婦
人
の
経
済
的
独
立
は
、
婦
人
の
位
置
を
高
め
る
上
に
、
権
利
を
主
張
す
る
上
に
成
程
或
る
程
度
に
重
要
な
こ
と

で
あ
り
ま
せ
う
。
:
:
:
し
か
し
ど
れ
程
多
く
の
犠
牲
を
婦
人
自
身
と
社
会
が
払
っ
て
ま
で
も
か
ち
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第 2編

ほ
ど
絶
対
的
に
価
値
あ
る
も
の
で
せ
う
か
。
又
た
と
へ
そ
れ
ほ
ど
の
価
値
あ
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
婦
人
の
経
済
的
独
立

は
と
も
あ
れ
、
十
分
な
言
葉
の
意
味
で
母
の
経
済
的
独
立
と
い
ふ
こ
と
は
余
程
特
殊
な
労
働
能
力
あ
る
者
の
外
は
全
然
不

可
能
な
こ
と
だ
と
し
か
私
に
は
考
へ
ら
れ
ま
せ
ん
。

(
平
塚
ら
い
て
う
)

〔
史
料
4
〕
既
婚
婦
人
が
こ
の
家
庭
生
活
と
共
に
他
の
労
働
生
活
を
営
む
こ
と
の
不
可
能
:
:
:
し
か
も
こ
の
不
可
能
を

敢
へ
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
等
が
い
か
に
矛
盾
と
悲
惨
と
、
破
滅
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
:
:
:
そ
れ
な

ら
労
働
を
外
に
し
て
何
に
よ
っ
て
家
庭
婦
人
は
そ
の
経
済
の
独
立
を
計
っ
た
ら
い
、
で
せ
う
。

私
は
こ
の
間
ひ
に
答
へ
て
、
家
庭
労
働
に
|
|
わ
け
で
も
子
供
を
産
み
且
つ
育
て
る
母
の
仕
事
に
、
経
済
的
価
値
を
認

め
よ
と
い
ふ
こ
と
を
主
張
し
ゃ
う
と
思
ひ
ま
す
。
何
故
今
日
迄
多
く
の
家
庭
婦
人
は
経
済
的
に
独
立
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
の
で
せ
う
O
i
-
-
-
如
何
な
る
種
類
の
労
働
も
労
働
は
必
ず
報
酬
せ
ら
れ
る
今
日
の
社
会
に
於
て
、
ひ
と
り
家
庭
婦

人
の
労
働
に
対
し
て
の
み
社
会
は
何
故
報
酬
を
与
へ
な
い
の
で
せ
う
。
:
:
:
家
庭
婦
人
も
亦
等
し
く
今
日
の
社
会
に
生
活

す
る
社
会
の
一
員
で
あ
り
ま
す
の
に
。

(
同
右
)



生活の自覚と経済思想

婦
人
は
も
と
よ
り
育
児
の
外
に
能
な
き
動
物
で
も
な
く
、
家
庭
に
聾
居
し
て
世
を
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務

も
な
い
。
又
無
為
に
し
て
社
会
に
寄
生
す
る
権
利
も
な
い
。
き
れ
ば
婦
人
が
能
力
に
従
ひ
好
む
所
に
従
っ
て
労
働
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
そ
の
労
働
に
対
し
て
生
活
の
権
利
と
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
在

来
の
社
会
は
婦
人
に
対
し
て
労
働
の
権
利
を
拒
む
と
共
に
、
そ
の
生
活
の
権
利
を
も
否
定
し
て
居
た
。
そ
こ
で
前
者
を
強

調
す
べ
く
現
は
れ
た
の
が
、
機
会
均
等
の
叫
ぴ
を
以
て
終
始
し
て
居
る
旧
来
の
女
権
運
動
で
、
こ
れ
が
修
正
案
と
し
て
後

も
っ
ぱ
ら

者
を
提
唱
す
べ
く
起
っ
た
も
の
が
母
権
運
動
で
あ
る
。
労
働
の
権
利
を
専
要
求
し
て
生
活
権
の
要
求
を
忘
却
し
た
の
が

前
者
の
欠
陥
で
あ
り
、
母
た
る
婦
人
の
み
の
生
活
権
の
要
求
に
甘
ん
じ
て
、
万
人
の
為
め
に
平
等
の
生
活
権
を
提
唱
す
る

ふ
-
え
つ

こ
と
に
思
ひ
及
ば
な
い
の
が
後
者
の
至
ら
な
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
の
経
済
関
係
と
い
ふ
禍
の
大
本
に
斧
鍛
を
下
さ

う
と
し
な
い
で
、
そ
の
存
続
の
成
果
と
し
て
現
は
れ
た
る
諸
現
象
に
対
す
る
に
、
経
済
的
独
立
と
か
、
母
性
保
護
と
か
い

び
ほ
う
き
〈

ふ
や
う
な
不
徹
底
な
澗
縫
策
を
以
で
し
ょ
う
と
す
る
所
が
、
両
者
に
共
通
の
誤
謬
で
あ
る
。

〔
史
料
5

〕

(
山
川
菊
栄
)

〔
史
料
6
〕
母
の
生
活
を
余
裕
あ
る
も
の
と
な
す
た
め
に
、
父
の
、
即
ち
、
男
子
の
労
銀
問
題
に
触
れ
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
「
家
庭
外
の
婦
人
の
労
働
が
経
済
学
上
の
重
要
な
る
問
題
の
一
ツ
と
な
っ
て
居
る
に
反
し
、
母

と
し
て
の
婦
人
の
家
庭
内
に
於
け
る
労
働
は
経
済
上
の
問
題
と
な
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
」
、
と
晶
子
氏
は
云
は
れ
ま

し
た
が
、
成
程
、
今
迄
は
そ
う
で
し
た
、
け
れ
ど
、
今
日
に
於
て
は
、
家
庭
外
の
婦
人
労
働
許
り
で
な
く
、
男
子
の
労
働

第 2章

も
経
済
上
で
許
り
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
人
道
的
に
扱
は
れ
や
う
と
す
る
程
に
進
ん
で
来
ま
し
た
。
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即
ち
、
労
働
を
物
品
視
せ
ず
、
文
明
人
の
生
活
を
本
位
に
富
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
声
が
大
分
高
く
な
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っ
て
来
た
の
で
す
。
:
:
:
労
働
は
最
早
労
働
市
場
に
於
け
る
需
要
供
給
に
よ
っ
て
其
の
価
値
を
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

な
い
。
つ
ま
り
、
商
品
と
し
て
売
買
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
云
ふ
事
が
要
求
さ
れ
出
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
労
銀
な
る

近・現代

も
の
は
一
家
族
の
文
明
人
と
し
て
の
必
要
を
基
礎
に
規
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
が
主
張
さ
れ
出
し
た
の
で
す
。

(
山
田
わ
か
)

第2編

角草

言見

母
性
保
護
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
与
謝
野
晶
子
が
『
婦
人
公
論
』
に
掲
載
し
た
小
文
「
女
子
の
徹
底
し
た
独
立
」
で
あ

る
。
そ
こ
で
晶
子
は
従
来
か
ら
主
張
し
て
い
た
婦
人
の
経
済
的
独
立
(
「
女
子
の
自
労
自
活
」
論
、
〔
史
料
1
〕
)
に
加
え
て
、
「
妊

娠
分
娩
等
の
時
期
に
あ
る
婦
人
が
国
家
に
向
か
っ
て
経
済
上
の
特
殊
な
保
護
を
要
求
」
(
〔
史
料
2
〕
)
す
る
こ
と
を
「
依
頼
主
義
」

と
し
て
批
判
し
た
。
国
家
に
よ
る
母
性
の
保
護
は
、
す
で
に
エ
レ
ン
・
ケ
イ
等
の
翻
訳
を
通
じ
て
平
塚
ら
い
て
う
の
主
張
す
る
と

こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
点
で
晶
子
は
ら
い
て
う
を
真
っ
向
か
ら
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ら
い
て
う
は
同

じ
く
「
婦
人
公
論
』
誌
上
で
晶
子
に
応
酬
す
る
。
そ
の
骨
子
は
、
「
婦
人
」
は
と
も
か
く
と
し
て
も
「
母
の
経
済
的
独
立
と
い
ふ

こ
と
は
余
程
特
殊
な
労
働
能
力
あ
る
者
の
外
は
全
然
不
可
能
」
(
〔
史
料
3
〕
)
で
あ
り
、
「
実
際
を
観
る
こ
と
を
忘
れ
た
空
論
」
だ

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

「
良
人
か
ら
、
子
供
か
ら
:
:
:
離
れ
て
思
ひ
さ
ま
自
分
自
身
の
仕
事
に
浪
人
し
て
み
た
」
い
と
い
う
切
実
な
実
感
(
「
長
い
手



紙
」
)
を
述
べ
て
ま
も
な
い
ら
い
て
う
で
あ
っ
た
。
母
性
の
独
立
が
空
論
だ
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
ら
い
て
う
が
現
実
生
活
と
白

己
の
仕
事
へ
の
欲
求
と
の
板
ば
さ
み
と
い
う
状
況
の
な
か
で
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
面
を
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
意
味
で
は
、

晶
子
の
い
う
「
労
働
的
精
神
」
を
発
揮
し
た
い
が
た
め
の
保
護
要
求
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も
と
も
と
女
性
の
経

済
的
独
立
と
い
う
点
で
は
、
山
田
わ
か
(
家
庭
中
心
主
義
)
を
別
と
す
れ
ば
、
論
争
参
加
者
た
ち
は
ほ
ぽ
同
一
の
共
鳴
盤
を
有
し

て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
独
立
を
現
実
化
す
る
場
合
に
生
じ
る
、
母
性
と
職
業
と
の
両
立
と
い
う
婦
人
労
働
者
特

有
の
課
題
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
。
し
か
も
各
人
が
社
会
的
な
自
己
実
現
に
む
け
て
懸
命
な
模
索
を
重
ね
て
い
る
過
程
に
あ
っ
て

の
こ
と
で
あ
る
。
女
性
解
放
論
の
先
進
国
・
欧
米
か
ら
の
諸
理
論
(
エ
レ
ン
・
ケ
イ
や
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
、
ギ
ル
マ
ン
)
の
導
入
を

一
背
景
に
、
論
争
の
進
展
に
つ
れ
て
、
各
人
の
相
互
に
異
な
る
立
場
が
し
だ
い
に
明
確
に
な
っ
て
い
く
。

保
護
を
「
国
家
に
寄
食
す
る
こ
と
」
と
み
る
晶
子
と
は
全
く
別
の
視
点
か
ら
、
ら
い
て
う
は
国
家
に
対
す
る
母
性
の
意
義
を
積

生活の自覚と経済思想

極
的
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
「
婦
人
は
母
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
的
存
在
の
域
を
脱
し
て
社
会
的
な
、
国
家
的
な
存
在
者
と
な

る
」
(
〔
史
料
3
〕
)
と
考
え
る
ら
い
て
う
は
、
職
業
に
基
づ
く
経
済
的
独
立
と
い
う
議
論
を
超
え
て
一
種
の
「
母
権
主
義
」
(
山

川
)
に
傾
斜
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
「
母
性
に
最
も
確
実
な
経
済
的
安
定
を
与
へ
る
こ
と
は
:
:
:
そ
の
生
み
の
母
の
無
限
の
愛
の

感
化
や
、
:
:
:
行
き
届
い
た
注
意
や
、
理
解
に
よ
っ
て
、
児
童
の
精
神
も
肉
体
も
一
般
に
健
全
な
も
の
と
し
て
育
ち
ま
す
か
ら
、

国
家
の
利
益
と
も
一
致
」
す
る
と
ら
い
て
う
は
述
べ
、
晶
子
と
は
異
な
る
母
の
「
経
済
の
独
立
」
す
な
わ
ち
「
国
庫
が
母
の
仕
事

に
対
し
て
報
酬
を
支
払
う
」
と
い
う
構
想
が
、
「
{
ゑ
庭
労
働
に
:
:
:
経
済
的
価
値
を
認
め
よ
」
(
〔
史
料
4
〕
)
と
い
う
主
張
と
と
も

第 2章

に
提
起
さ
れ
る
。
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H

家
事
労
働
の
経
済
的
価
値
H

を
め
ぐ
る
論
議
は
、
後
年
の
戦
後
民
主
化
以
降
の
い
わ
ゆ
る
主
婦
論
争
で
も
登
場
し
、

そ
の
後

も
折
り
に
ふ
れ
言
及
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
。
こ
の
間
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
論
議
の
文
脈
に
微
妙
な
ズ
レ
を
生
じ
て
き
た
も
の
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の
、
そ
れ
は
性
別
役
割
分
業
(
夫
は
仕
事
、
妻
は
家
事
・
育
児
)
そ
れ
自
体
を
批
判
す
る
と
い
う
現
実
的
役
割
を
は
た
し
た
と
は

必
ず
し
も
い
え
ず
、
む
し
ろ
市
場
価
値
.
を
家
事
・
育
児
労
働
の
「
価
値
」
に
援
用
す
る
こ
と
に
よ
る
、
便
宜
的
な
試
算
値
を
め
ぐ

る
論
議
の
域
を
脱
し
え
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。
ら
い
て
う
の
主
張
も
「
母
権
主
義
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
で
、
こ
の
域
に

近・現代

と
ど
ま
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
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し
か
し
他
面
で
、
こ
の
「
価
値
」
を
国
家
か
ら
母
親
が
受
け
る
報
酬
と
み
な
し
た
点
に
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
「
母
と
し
て
婦

人
の
家
庭
内
に
於
け
る
労
働
は
経
済
上
の
問
題
と
な
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
」
(
日
間
子
)
あ
る
い
は
「
家
庭
労
働
が
何
故
に
社

会
に
依
っ
て
黙
殺
せ
ら
れ
、
正
当
な
る
感
謝
と
報
酬
に
値
せ
ぬ
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
か
と
い
ふ
疑
問
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
商
品

の
生
産
以
外
の
労
働
を
無
用
視
し
て
居
る
今
日
の
経
済
組
織
の
結
果
で
あ
る
と
い
ふ
外
に
答
の
な
い
こ
と
」
(
山
川
)
と
い
う
論

理
展
開
と
比
べ
て
み
る
と
き
、
ら
い
て
う
は
ー
ー
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
も
1

1
家
庭
(
家
事
)
労
働
を
国
家
的
役
割
と

み
る
こ
と
に
よ
り
、

一
応
、
経
済
・
市
場
関
係
の
枠
外
の
問
題
に
位
置
づ
け
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
ら
い

て
う
は
の
ち
に
、
活
躍
の
場
を
政
治
(
新
婦
人
協
会
の
設
立
)
に
見
い
出
し
て
い
る
。

一
方
、
晶
子
は
ら
い
て
う
の
国
家
過
大
評
価
を
批
判
す
る
。
「
平
塚
さ
ん
の
云
は
れ
る
『
国
家
」
は
現
状
の
ま
〉
の
国
家
で
は

無
く
て
、
勿
論
理
想
的
に
改
造
さ
れ
た
国
家
の
意
味
で
せ
う
」
と
い
う
晶
子
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
|
|
「
改

造
さ
れ
た
個
人
の
力
を
集
め
な
け
れ
ば
改
造
さ
れ
た
国
家
は
実
現
さ
れ
な
い
:
:
:
女
子
を
警
醒
し
て
経
済
的
に
独
立
の
精
神
を
訓

練
さ
せ
る
こ
と
が
私
達
各
自
の
人
格
改
造
に
急
要
な
事
実
で
あ
る
」
と
。
都
市
の
女
子
風
俗
(
「
娼
婦
型
の
女
子
の
目
だ
っ
て
増

加
し
た
こ
と
」
)
を
も
批
判
す
る
晶
子
は
、
や
が
て
森
本
厚
吉
に
よ
る
文
化
生
活
運
動
、
文
化
学
院
の
創
設
に
協
力
し
な
が
ら

「
婦
人
の
自
習
自
学
」
等
、
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
女
子
教
育
の
育
成
を
計
っ
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
山
川
菊
栄
と
山
田
わ
か
は
、
晶
子
、
ら
い
て
う
と
も
、
ま
た
相
互
に
も
全
く
別
の
立
場
か
ら
途
中
で
論
争
に
加
わ
っ



た
。
菊
栄
は
晶
子
と
ら
い
て
う
を
そ
れ
ぞ
れ
「
女
権
主
義
」
、
「
母
権
主
義
」
と
規
定
し
、
と
も
に
「
不
徹
底
な
調
縫
策
」
と
し
て

排
し
、
自
ら
は
「
現
在
の
経
済
関
係
と
い
う
禍
の
大
本
に
斧
鍛
を
下
」
す
こ
と
を
主
張
す
る
(
〔
史
料
5
〕
)
。
「
根
本
的
解
決
と
は
、

婦
人
問
題
を
惹
起
し
盛
大
な
ら
し
め
た
経
済
関
係
そ
の
物
の
改
変
に
求
め
る
外
な
い
」
と
い
う
の
が
菊
栄
の
考
え
で
あ
っ
た
。
そ

の
論
理
展
開
は
き
わ
め
て
周
到
で
あ
り
、
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
婦
人
解
放
論
の
高
度
の
水
準
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し

晶
子
を
「
女
権
主
義
」
と
規
定
し
た
の
は
一
面
的
把
握
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
何
よ
り
も
資
本
主
義
的
経
済
関
係
自
体

の
否
定
と
い
う
立
場
の
強
調
が
、
か
え
っ
て
問
題
の
具
体
的
な
所
在
を
暖
昧
に
し
た
面
を
否
定
で
き
な
い
。
と
は
い
え
菊
栄
の
論

説
を
通
じ
て
、
婦
人
労
働
に
科
学
的
な
分
析
の
メ
ス
が
本
格
的
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
後
続
の
研
究
者
に
も
そ
れ

な
り
に
多
く
の
論
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
の
婦
人
の
経
済
的
独
立
を
め
ぐ
る
論
議
の
さ
な
か
で
、
前
三
者
と
は
む
し
ろ
逆
に
、
「
健
固
な
人
道
は
家
庭
か
ら
生
ま
れ

生活の自覚と経済恩想

る
」
と
し
て
「
家
庭
を
高
調
」
し
た
の
が
山
田
わ
か
で
あ
る
。
母
性
保
護
が
そ
の
後
は
一
層
、
婦
人
労
働
論
の
一
環
と
し
て
論
じ

ら
れ
る
傾
向
の
な
か
で
は
、
論
争
参
加
者
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
位
置
づ
け
は
微
妙
な
ズ
レ
が
生
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
実
際
に
こ

の
論
争
に
か
か
わ
る
限
り
、
わ
か
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
婦
人
労
働
の
特
殊
な
問
題
が
、
家
庭
責
任
に
か
か
わ
っ

て
存
在
す
る
こ
と
も
、
事
実
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
当
時
の
わ
か
が
問
題
の
焦
点
に
ど
の
程
度
迫
っ
て
い
た
か
は
問
題
が
残
る
が
、

晶
子
ら
の
論
議
と
は
別
に
、
婦
人
の
就
労
理
由
が
圧
倒
的
に
家
計
補
助
に
あ
っ
た
と
い
う
婦
人
労
働
の
実
状
に
お
い
て
は
、
「
一

家
族
の
文
明
人
と
し
て
の
必
要
を
基
礎
に
規
定
す
べ
き
」
(
〔
史
料
6
〕
)
と
い
う
世
帯
主
H
男
子
に
つ
い
て
の
賃
金
論
も
、
実
は

第 2章

婦
人
労
働
論
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
や
や
半
面
教
師
的
で
は
あ
る
が
、
わ
か
も
含
め
て
母
性
保
護
論
争
を
み
る
こ

33ラ

と
に
よ
り
、
論
議
の
一
定
の
不
整
合
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
す
で
に
大
正
期
に
内
包
さ
れ
て
い
た
婦
人
労
働
論
の
意
外
な
広

が
り
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。



336 

出

典

〔
史
料
1
〕
与
謝
野
田
聞
子
「
女
子
の
職
業
的
独
立
を
原
則
と
せ
よ
」
「
女
学
世
界
』
第
一
八
巻
一
号
、

説
「
資
料
母
性
保
護
論
争
』
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
四
年
、
八
二
頁
)
0

〔
史
料
2
〕
与
謝
野
晶
子
「
女
子
の
徹
底
し
た
独
立
」
『
婦
人
公
論
』
第
三
年
三
号
、
一
九
一
八
年
三
月
(
伺
右
、
八
五
|
六
頁
)
。

〔
史
料
3
〕
平
塚
ら
い
で
う
「
母
性
保
護
の
主
張
は
依
頼
主
義
か
」
『
婦
人
公
論
』
第
三
年
五
号
、
一
九
一
八
年
五
月
(
同
右
、
八
九
|
九

O
頁)。

〔
史
料
4
〕
平
塚
ら
い
て
う
「
現
代
家
庭
婦
人
の
悩
み
」
『
婦
人
公
論
』
第
四
年
一
号
、
一
九
一
九
年
一
月
(
同
右
、
一
一
一
一
一
頁
)
。

〔
史
料
5
〕
山
川
菊
栄
「
母
性
保
護
と
経
済
的
独
立
」
『
婦
人
公
論
』
第
三
年
九
号
、
一
九
一
八
年
九
月
(
同
右
、
一
四
六
頁
)
。

〔
史
料
6
〕
山
田
わ
か
「
母
の
生
活
を
し
て
余
裕
あ
ら
し
め
よ
」
『
婦
人
公
論
』
第
四
年
三
号
、
一
九
一
九
年
三
月
(
同
右
、
二
三
四
頁
)
。

一
九
一
八
年
一
月
(
香
内
信
子
編
集
・
解
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(
福
田
は
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の
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