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一

　『
売
春
の
取
り
締
ま
り
、1856-1886

　
逸
脱
・
監
視
・
道
徳
』
と

題
す
る
本
書
は
、
治
安
の
歴
史
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
染
病

法
と
い
う
売
春
行
為
の
国
家
管
理
を
目
的
と
し
た
法
律（

1
（

に
迫
ろ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
舞
台
と
な
る
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
東
部
の
ケ
ン
ト
州
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
内
容
に

入
る
前
に
、
売
春
史
研
究
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
、
本
書
の
関
係

す
る
範
囲
に
お
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
売
春
と
い
う
問
題
は
、
女
性
、
宗
教
・
道
徳
、
貧
困
、
法
律
、
病

い
な
ど
、
多
様
な
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
う
る
ひ
と
つ
の
研
究
領
域
で

あ
る
が
、
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
（
帝
国
）
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
研
究

に
限
っ
て
い
え
ば
、
と
り
わ
け
一
九
八
〇
年
代
以
降
で
は
、
私
的
な

売
春
行
為
を
国
家
な
ど
の
権
力
が
取
り
囲
ん
で
い
く
事
態
に
、
多
く

の
研
究
者
が
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
そ
の
嚆
矢
と
も
い
え
る
研
究
に

あ
た
る
の
が
、
Ｊ
．
ウ
ォ
ー
コ
ウ
ィ
ッ
ツ
の
『
売
春
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
朝
社
会
』
で
あ
る（

（
（

。
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に

後
押
し
さ
れ
た
氏
の
研
究
は
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
女
た
ち
に
よ
る
伝

染
病
法
反
対
運
動
と
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
た
売
春
婦
た
ち
の
抵
抗
活

動
を
描
い
た
。
そ
こ
で
叙
述
さ
れ
た
「
抵
抗
」
の
物
語
は
、
権
力
に

押
さ
え
つ
け
ら
れ
な
が
ら
も
抗
う
力
を
持
ち
え
た
、
同
時
代
の
女
た

ち
の
主
体
性
・
自
律
性
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
多
く
の
女
性
史

家
に
よ
り
参
照
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
に
お
け
る
男
女
の
権
力
関
係
を
引
く
ま

で
も
な
く
、
女
―
な
か
で
も
下
層
の
女
性
労
働
者
―
の
主
体
性
・
自

律
性
の
み
を
賞
賛
す
る
こ
と
は
、
彼
女
た
ち
が
実
際
に
置
か
れ
て
い

た
抑
圧
的
立
場
や
苦
境
、
そ
こ
で
被
っ
た
犠
牲
に
目
を
背
け
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
近
年
の
売
春
史
研
究
で
は
、
同
時
代
に

お
け
る
女
の
主
体
性
（agency

）
と
犠
牲
性
（victim

hood

）
と

の
い
ず
れ
に
も
偏
重
す
る
こ
と
の
な
い
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
叙
述

が
求
め
ら
れ
て
い
る（

3
（

。

　
そ
れ
で
は
、
以
上
の
動
向
を
ガ
イ
ド
に
、
本
書
の
内
容
を
各
章
ご

と
に
整
理
し
よ
う
。

　
な
お
、
本
書
は
、
本
論
が
六
章
構
成
で
、
こ
れ
に
序
章
と
「
あ
と

書
　
評
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が
き
」
が
つ
く
。
ふ
つ
う
単
著
に
見
ら
れ
る
終
章
は
省
か
れ
、
お
お

よ
そ
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
は
第
六
章
の
末
尾
の
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
結

論
」
と
に
代
え
ら
れ
て
い
る（

4
（

。

　
　
　
二

　
序
章
に
お
い
て
ま
ず
言
及
さ
れ
る
の
は
、
従
来
の
研
究
の
偏
り
で

あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
Ｊ
．
ウ
ォ
ー
コ
ウ
ィ
ッ
ツ
に
よ
る
プ
リ
マ

ス
と
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
の
事
例
は
こ
れ
ま
で
典
型
と
み
な
さ
れ
て
き

た
も
の
の
、
伝
染
病
法
の
指
定
都
市
は
、
経
済
基
盤
や
都
市
政
治
構

造
、
刑
事
裁
判
制
度
お
よ
び
警
察
組
織
の
整
備
状
況
と
い
う
点
で
そ

れ
ぞ
れ
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
の
イ

ン
パ
ク
ト
と
「
抵
抗
」
の
物
語
と
を
一
元
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
い
ま
だ
再
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
七
頁
）。

そ
し
て
、
そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
の
舞
台
と
し
て
著
者
は
、
指
定
都

市
を
多
く
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
「
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
」
ケ
ン
ト
州
を
選
択
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
舞
台
を
変
え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
が
捨
て
置
い
て
き
た
事
柄
の
断
片
を
た
だ
無
造
作
に
拾
い
集
め

た
の
で
は
、
筋
の
無
い
物
語
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
従
来
の
議
論
を

相
対
化
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
分
析
の
視
角
が
必
要
か
。
こ

こ
で
著
者
が
ま
ず
注
目
す
る
の
は
、
治
安
の
歴
史
で
あ
る
。
著
者
に

よ
る
と
、
従
来
の
研
究
で
は
、
伝
染
病
法
の
行
政
に
注
目
す
る
一
方

で
、
地
元
警
察
に
よ
る
売
春
婦
に
対
す
る
日
々
の
取
り
締
ま
り
活
動

へ
の
関
心
が
薄
い
と
い
う
。
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
治
安
の
歴
史
の

中
に
伝
染
病
法
を
置
き
直
し
て
み
る
こ
と
で
、
同
法
の
イ
ン
パ
ク
ト

を
相
対
化
す
る
の
だ
と
い
う
（
九
―
一
〇
頁
）。

　
ま
た
、
著
者
は
、
下
か
ら
の
接
近
も
試
み
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

抑
圧
的
な
伝
染
病
法
の
行
政
に
対
し
て
、
売
春
婦
た
ち
が
抵
抗
し
て

い
た
と
い
う
従
来
の
説
明
は
、
少
な
く
と
も
ケ
ン
ト
州
に
お
い
て
は

あ
て
は
ま
ら
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
無
抵
抗
で
す
ら
あ
っ
た
と
指

摘
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
女
た
ち
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ

に
迫
る
こ
と
で
、
そ
の
行
動
が
持
つ
意
味
を
解
き
明
か
せ
る
の
だ
と

い
う
（
一
〇
―
一
頁
）。
こ
う
し
て
著
者
は
序
章
に
お
い
て
、
治
安

の
歴
史
と
売
春
婦
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
と
い
う
二
つ
の
視
角
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
。

　
第
一
章
「
売
春
、
貧
困
、
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
」( Pros -

titution, Poverty and the M
akeshift Econom

y)

で
は
、
貧

困
層
の
女
た
ち
が
売
春
に
従
事
し
た
背
景
を
、
ケ
ン
ト
州
の
地
域
経

済
に
即
し
て
説
明
す
る
。
そ
の
際
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
経
済
基
盤

の
脆
弱
な
地
域
に
生
き
る
も
の
た
ち
の
、
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ
ノ

ミ
（m

akeshift econom
y

：
弥
縫
的
経
済
活
動
、
生
存
の
た
め
の

一
時
し
の
ぎ
）
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
、
ケ
ン
ト
州
で
盛
ん
な
ホ
ッ
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プ
栽
培
の
摘
み
取
り
、
製
紙
産
業
（
造
船
業
な
ど
と
違
い
、
女
た
ち

も
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
）、
家
事
使
用
人
、
お
針
子
、
洗
濯
婦
な
ど
、

女
た
ち
が
か
か
わ
る
労
働
市
場
の
弱
さ
を
、
季
節
雇
用
や
給
与
の
低

さ
な
ど
か
ら
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
者
た
ち
は
、
時

に
窃
盗
な
ど
の
犯
罪
行
為
、
公
的
救
済
制
度
の
利
用
、
地
域
の
チ
ャ

リ
テ
ィ
、
物
乞
い
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
訴
え
て
い
た
こ
と
に
触

れ
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
失
業
や
飢
え
な
ど
の
生
存
を
か
け
た
喫
緊

の
課
題
を
乗
り
切
る
た
め
の
メ
イ
ク
シ
フ
ト
で
あ
り
、
そ
し
て
売
春

行
為
で
さ
え
も
、
貧
し
い
女
た
ち
が
取
り
え
た
選
択
肢
で
あ
っ
た
と

説
明
す
る
（
三
七
―
八
頁
）。

　
第
二
章
「
売
春
、
生
活
様
式
、
生
活
サ
イ
ク
ル
」（Prostitution, 

Lifestyle and Life Cycle

）
で
は
、
売
春
婦
個
人
の
生
活
に
お
け

る
主
体
的
な
側
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、「
犠
牲
者
」
に
一
元
化

さ
れ
た
単
純
な
解
釈
を
避
け
、
そ
の
多
様
性
に
注
目
す
る
。
彼
女
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
境
遇
―
被
雇
用
者
、施
設
入
所
者
、親
を
失
っ

た
も
の
な
ど
―
を
持
ち
つ
つ
、
限
ら
れ
た
選
択
肢
の
中
か
ら
売
春
行

為
を
選
び
、生
き
る
場
所（
住
処
）を
選
ん
だ
。
そ
ん
な
彼
女
た
ち
は
、

仲
間
た
ち
と
と
も
に
酒
を
飲
み
公
衆
の
場
で
騒
ぎ
を
お
こ
し
、
性
病

に
か
か
っ
た
場
合
に
も
病
院
へ
行
か
ず
、
客
や
商
売
敵
か
ら
の
暴
力

や
犯
罪
行
為
に
晒
さ
れ
れ
ば
裁
判
を
積
極
的
に
活
用
し
、
そ
し
て
時

に
支
え
あ
い
な
が
ら
生
き
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
は
抑

圧
的
な
状
況
に
立
た
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
都
度
自
ら
判
断
し
、
な

ん
と
か
道
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
著
者
は
、

売
春
婦
た
ち
は
、
弥
縫
策
を
駆
使
し
生
き
る
、
自
ら
の
歴
史
の
行
為

主
体
で
あ
り
、「
犠
牲
者
」
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な

い
と
す
る
（
五
八
頁
）。

　
第
三
章
「
売
春
の
表
象
」（Representation of Prostitu-

tion

）
で
は
、転
じ
て
、彼
女
た
ち
に
対
す
る
監
視
の
目
に
言
及
す
る
。

と
く
に
新
聞
報
道
は
、
地
域
社
会
の
支
配
層
が
許
容
し
う
る
リ
ス
ペ

ク
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
概
念
を
強
化
し
、
そ
れ
に
沿
わ
な
い
も
の
に
逸
脱

の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、「
他
者
性
」
を
強
調
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で

著
者
が
注
目
す
る
の
は
、「
売
春
婦
」
に
か
ん
す
る
裁
判
報
道
に
み

ら
れ
る
特
徴
的
な
描
写
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
売
春
婦
の
人
相
は
、

流
行
り
の
人
相
学
―
人
格
が
顔
に
表
れ
る
と
す
る
―
に
基
づ
い
て
ネ

ガ
テ
ィ
ヴ
に
表
現
さ
れ
た
と
い
う
。
彼
女
た
ち
は
「
嫌
悪
感
を
呼
び

起
こ
す
よ
う
な
」、「
み
だ
ら
な
」、「
不
気
味
な
」、「
貧
し
い
」
顔
つ

き
で
、
そ
し
て
そ
の
身
を
覆
う
衣
装
は
、「
流
行
気
取
り
の
」、「
目

立
つ
」
も
の
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
お

定
ま
り
の
表
現
は
、彼
女
た
ち
が
売
春
婦
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、

許
容
さ
れ
る
女
ら
し
さ
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
た

と
い
う
（
七
〇
頁
）。
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第
四
章
「
売
春
の
地
理
学
」（G

eographies of Prostitution

）

で
は
、
都
市
空
間
の
利
用
を
め
ぐ
る
競
争
に
つ
い
て
、
公
共
空
間
に

設
け
ら
れ
た
時
間
の
境
界
（tem

poral boundaries

）、
透
過
し

う
る
境
界
（perm

eable boundaries

）、
道
徳
の
境
界
（m

oral 
boundaries

）
に
着
目
し
な
が
ら
検
証
す
る
。「
時
間
の
境
界
」
と

は
、
ひ
と
つ
の
空
間
に
お
け
る
時
間
に
よ
る
利
用
者
の
違
い
を
意
味

す
る
。
す
な
わ
ち
、
日
中
に
町
の
商
業
地
域
と
し
て
栄
え
る
目
抜
き

通
り
は
、
夜
に
は
売
春
婦
の
活
動
圏
と
な
る
。「
透
過
し
う
る
境
界
」

が
意
味
す
る
の
は
、
地
域
の
労
働
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
入
り
込
む
売

春
婦
の
姿
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
都
市
に
点
在
す
る
下
宿
屋
に
身

を
寄
せ
な
が
ら
、
労
働
者
と
生
活
圏
を
と
も
に
し
て
い
た
。「
道
徳

の
境
界
」
が
指
し
示
す
の
は
、
売
春
婦
、
警
察
官
の
混
在
で
あ
る
。

取
り
締
ま
る
側
と
取
り
締
ま
り
を
受
け
る
側
の
彼
／
彼
女
ら
は
、
と

も
に
労
働
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
住
人
と
し
て
近
接
す
る
存
在
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
境
界
を
め
ぐ
る
事
例
か
ら
著
者
が
導
く
の
は
、
売
春
婦

た
ち
は
社
会
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
都
市
空

間
の
中
で
混
在
し
て
（socially m

ixed

）
い
た
と
い
う
主
張
で
あ

る
（
九
〇
頁
）。
混
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
／
彼
女
ら
は
空
間

の
利
用
を
め
ぐ
り
争
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
五
章
「
売
春
の
取
り
締
ま
り
」（Policing Prostitution

）

で
は
、
警
察
・
司
法
シ
ス
テ
ム
の
発
展
を
確
認
し
、
ケ
ン
ト
州
の
各

指
定
都
市
に
お
け
る
影
響
を
検
証
す
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
、

伝
染
病
法
以
前
4

4

の
地
域
社
会
に
お
け
る
売
春
へ
の
「
不
寛
容
」
の
高

ま
り
で
あ
る
。
近
代
警
察
の
設
置
、
刑
事
裁
判
制
度
の
拡
充
、
そ
し

て
取
り
締
ま
り
の
根
拠
と
な
る
法
律
の
整
備
は
、
一
九
世
紀
中
頃
に

か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
警
察
は
、
従
来
の
無
給
の

治
安
官
に
代
わ
る
「
新
警
察
」
が
設
置
さ
れ
た
。
裁
判
制
度
も
、
略

式
裁
判
の
定
着
や
有
給
治
安
判
事
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
新
警
察

の
取
り
締
ま
り
活
動
に
対
応
し
た
。
浮
浪
者
取
締
法
（V

agrancy 
Act, 1824

）
と
都
市
警
察
に
か
ん
す
る
法
改
正
（Tow

n Police 
Clauses Act, 1847

）
は
、
い
ず
れ
も
街
路
に
お
け
る
迷
惑
行
為

の
取
り
締
ま
り
を
容
易
に
し
、
売
春
婦
の
徘
徊
や
客
引
き
行
為
、
通

行
妨
害
な
ど
を
禁
じ
た
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
制
度
上
の
展
開
は
、

都
市
に
よ
る
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
各
地
域
の
売
春
婦
対
策
を
強
化

し
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
ケ
ン
ト
州
の
各
指
定
都
市
に
お
け
る
警

察
に
よ
る
売
春
婦
起
訴
件
数
を
、
の
ち
の
伝
染
病
法
に
よ
る
起
訴
件

数
と
比
較
す
る
と
、
前
者
が
一
貫
し
て
多
い
と
い
う
（
一
一
九
頁
）。

ま
た
、
売
春
婦
を
罰
す
る
こ
と
に
躍
起
に
な
る
治
安
判
事
も
み
ら
れ

た
と
い
う
（
一
二
六
頁
）。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
著
者
は
、「
伝
染
病
法
は
、
通
常

の
取
り
締
ま
り
よ
り
も
特
段
に
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
は
思

わ
れ
な
い
」
と
、同
法
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
強
調
す
る
従
来
の
研
究
に
、

疑
問
を
投
げ
か
け
る
（
一
三
二
頁
）。
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第
六
章
「
ケ
ン
ト
州
に
お
け
る
伝
染
病
法
」（The Contagious 

D
iseases Acts in K

ent

）
で
は
、
治
安
の
歴
史
を
通
し
て
同
州

に
お
け
る
伝
染
病
法
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
検
証
し
、
同
法
へ
の
売
春
婦

の
反
応
に
つ
い
て
、
メ
イ
ク
シ
フ
ト
論
か
ら
説
明
す
る
。
著
者
は
、

伝
染
病
法
行
政
に
お
け
る
取
り
締
ま
り
、
性
病
検
査
、
入
院
措
置
、

裁
判
・
投
獄
に
つ
い
て
、
売
春
婦
本
人
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
が
あ
っ

た
の
か
、
ま
た
は
反
応
が
見
ら
れ
た
の
か
に
注
目
す
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
取
り
締
ま
り
や
性
病
の
定
期
検
査
へ
の
大
き
な
抵
抗
は
み
ら

れ
ず（

5
（

、
病
院
内
暴
動
は
頻
発
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
原
因
は
治
療

の
判
断
を
め
ぐ
る
医
師
と
の
あ
い
だ
の
意
見
の
相
違
に
よ
る
も
の
に

す
ぎ
ず
、
裁
判
に
お
い
て
も
、
拘
留
刑
に
処
せ
ら
れ
る
も
の
は
わ
ず

か
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
女
た
ち
は
原
則
と

し
て
伝
染
病
法
体
制
に
反
対
し
て
い
た
」
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一

貫
し
て
「
恭
順
」
で
あ
っ
た
と
す
る
（
一
四
八
頁
）。

　
し
か
し
、
こ
の
「
恭
順
」
は
、
伝
染
病
法
に
よ
る
抑
圧
ゆ
え
で
は

な
い
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
著
者
は
、
こ
の
「
恭
順
」
は
売
春
婦

の
主
体
的
な
メ
イ
ク
シ
フ
ト
で
あ
る
、と
の
読
み
替
え
を
提
案
す
る
。

す
な
わ
ち
、
売
春
婦
た
ち
は
よ
り
う
ま
く
生
き
残
る
た
め
に
、
検
査

と
い
う
一
時
の
抑
圧
・
苦
境
に
際
し
、合
理
的
か
つ
主
体
的
に「
恭
順
」

を
選
択
し
て
や
り
過
ご
し
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
様
々
な
苦
境
を
経
験
し
た
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
、
検
査
は
「
そ
れ

ほ
ど
ト
ラ
ウ
マ
で
は
な
か
っ
た
」
と
推
測
す
る
（
一
五
二
―
三
頁
）。

さ
ら
に
著
者
に
よ
れ
ば
、
伝
染
病
法
に
よ
る
無
償
の
性
病
医
療
の
提

供
を
歓
迎
し
、
検
査
後
に
発
行
さ
れ
る
証
明
書
を
、
性
病
に
罹
っ
て

い
な
い
「
安
全
な
女
」
の
証
明
に
利
用
し
、
ま
た
そ
れ
を
免
許
と
み

な
す
と
い
っ
た
、
伝
染
病
法
を
逆
手
に
取
る
「
受
益
者
」
も
い
た
と

す
る
。
と
り
わ
け
検
査
証
は
、
売
春
婦
の
「
市
場
価
値
」
を
高
め
、

収
入
の
増
加
に
貢
献
し
た
と
い
う
（
一
五
三
頁
）。

　
最
後
に
著
者
は
、
散
発
的
に
終
わ
っ
た
ケ
ン
ト
州
に
お
け
る
反
対

運
動
に
触
れ
つ
つ
、
章
末
の
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
結
論
」
で
、
ケ
ン
ト

州
の
事
例
研
究
は
従
来
の
研
究
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
た
上
で
、
売
春
婦
の
伝
染
病
法
へ
の
戦
略
的
恭
順
と
い
う

態
度
は
、
抑
圧
・
犠
牲
と
同
時
に
、「
周
縁
に
生
き
る
者
た
ち
の
主
体

性
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
す
こ
と
で
正
当
に
解
釈
さ
れ
う
る
」
と
結
ぶ
。

　
以
上
が
、
評
者
な
り
に
整
理
し
た
各
章
の
骨
子
で
あ
る
。

　
　
　
三

本
書
の
意
義
と
そ
の
評
価

　
本
書
に
つ
い
て
ま
ず
評
価
す
べ
き
は
、
売
春
婦
個
々
人
に
か
ん
す

る
詳
細
な
調
査
で
あ
ろ
う
。
本
書
を
通
し
て
一
貫
し
て
言
え
る
こ
と

だ
が
、
い
ず
れ
の
章
に
か
ん
し
て
も
、
随
所
に
売
春
婦
の
ラ
イ
フ
・

ヒ
ス
ト
リ
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
著
者
の
「
下
か
ら
の
」
売
春

史
研
究
の
意
気
込
み
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
本
書
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全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
豊
か
な
も
の
に
し
、
興
味
を
引
き
立
て
て
い

る
と
感
じ
た
。
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
の
構
築
に
使
わ
れ
て
い
る
史
料

は
警
察
・
裁
判
・
刑
務
所
史
料
、
救
貧
施
設
史
料
、
新
聞
、
セ
ン
サ

ス
、
教
区
簿
冊
な
ど
、
特
に
目
新
し
さ
は
無
い
も
の
の
、
利
用
可
能

な
史
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
て
彼
女
た
ち
を
徹
底
的
に
追
跡
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
売
春
婦
の
性
や
犯
罪
と
い
っ
た
目
立
つ
も
の

（
点
）
の
み
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
女
た
ち
を
そ
の
生
涯

（
線
）
で
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
分
析
に
深
み
を
持
た
せ

て
い
る
。

　
評
者
が
も
っ
と
も
意
義
深
い
と
感
じ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
伝
染

病
法
研
究
の
中
で
軽
視
さ
れ
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
、

「
抵
抗
」
し
な
い

4

4

4

、
と
も
す
れ
ば
「
犠
牲
」
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
し

て
見
ら
れ
が
ち
な
売
春
婦
た
ち
に
注
目
し
、
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ

ノ
ミ
論
を
通
し
て
そ
の
行
動
を
主
体
性
で
読
み
替
え
た
こ
と
で
あ

る
。
ウ
ォ
ー
コ
ウ
ィ
ッ
ツ
の
主
眼
は
権
力
へ
の
「
抵
抗
」
と
い
う
主

体
性
の
叙
述
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
研
究
の
中
で
、
抵
抗
し
な
い
売

春
婦
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
本
書
は
そ
の
欠

落
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
単
に
欠
落
を
補
完
す
る
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
読
み
替
え
は
、
彼

女
た
ち
の
「
恭
順
」
が
主
体
性
で
解
釈
さ
れ
う
る
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、「
抵
抗
」
と
い
う
行
動
の
解
釈
そ
の
も
の
を
も
揺
さ
ぶ
る
可

能
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
女
た
ち
に
よ
る
病
院
内
で

の
破
壊
行
為
に
つ
い
て
、
従
来
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
は
、
こ
の
行
為
は

伝
染
病
法
体
制
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
主
体
的
抗
議
を
意
味
す
る
も

の
と
解
釈
さ
れ
た
。
し
か
し
、
新
し
い
読
み
に
替
え
る
と
、
こ
れ
は

彼
女
た
ち
自
身
の
経
済
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
状
況
へ
の
、
メ
イ

ク
シ
フ
ト
か
ら
の
抗
議
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
際
に

い
ず
れ
な
の
か
は
個
々
の
事
例
を
検
証
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
本
書

の
指
摘
に
よ
り
、複
数
の
解
釈
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
ま
た
、
伝
染
病
法
を
め
ぐ
る
イ
ン
パ
ク
ト
と
そ
の
解
釈
に
つ
い
て

も
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
書
で
は
、
ケ
ン
ト
州
の
治
安
の
歴
史
の
中

に
同
法
を
置
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
染
病
法
の
同
時
代
的
イ
ン

パ
ク
ト
を
こ
れ
ま
で
の
も
の
よ
り
も
小
さ
く
見
積
も
る
。
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
伝
染
病
法
の
制
定
を
、
断
絶
や
画
期
で
は
な
く
、「
連

続
性
」
の
視
座
か
ら
捉
え
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

後
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
や
、
関
連
す
る
諸
領
域
か
ら
伝
染
病
法
を

相
対
化
す
る
試
み
は
こ
れ
ま
で
に
も
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
多
く
が
同

法
を
ひ
と
つ
の
画
期
や
絶
頂
と
み
な
す
も
の
で
あ
っ
た（

6
（

。
ゆ
え
に
、

こ
の
指
摘
は
興
味
深
い
と
感
じ
た
。

本
書
の
内
容
に
関
す
る
疑
問
点

　
最
後
に
、
評
者
が
本
書
を
通
読
す
る
な
か
で
疑
問
に
感
じ
た
点
を

三
つ
挙
げ
る
。

　
本
書
は
、
売
春
婦
の
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
を
重
視
し
、
そ
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こ
に
主
体
性
を
読
む
こ
と
で
、「
抵
抗
」
し
な
い
売
春
婦
を
そ
の
焦

点
に
収
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
れ
は
同
時
に
、

売
春
婦
の
行
動
原
理
を
過
度
に
弥
縫
的
活
動
に
限
定
し
て
解
釈
し
て

し
ま
い
、
そ
の
他
の
観
点
を
過
少
に
評
価
す
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
伝
染
病
法
へ
の
反
応
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著

者
は
抵
抗
し
な
か
っ
た
売
春
婦
た
ち
に
つ
い
て
、
彼
女
た
ち
に
と
っ

て
性
病
検
査
が
「
そ
れ
ほ
ど
ト
ラ
ウ
マ
で
は
な
か
っ
た
」
か
ら
検
査

に
恭
順
で
あ
っ
た
と
推
測
4

4

す
る
が
、
こ
の
解
釈
の
中
に
は
、
抵
抗
し

た
く
て
も
、
恐
怖
の
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
入
る
余
地
は
な

い
。

　
次
に
、
対
象
と
す
る
時
代
に
つ
い
て
。
本
書
は
一
八
五
六
～
八
六

年
ま
で
と
時
代
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
伝
染
病
法
の
イ
ン
パ
ク
ト
を

再
検
討
す
る
た
め
に
、
前
の
時
代
か
ら
の
（
治
安
の
）
変
化
・
連
続

に
注
目
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
変
化
・
連

続
と
い
う
視
座
で
臨
む
の
で
あ
れ
ば
、
伝
染
病
法
が
廃
止
さ
れ
る

一
八
八
六
年
以
後
の
状
況
も
、
検
討
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

廃
止
後
に
、
治
安
や
売
春
婦
の
メ
イ
ク
シ
フ
ト
に
何
か
変
化
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
の
か
。ま
た
、伝
染
病
法
が
存
続
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
か

ん
し
て
著
者
は
何
も
答
え
て
お
ら
ず
、
惜
し
く
感
じ
た
。

　
最
後
に
、
史
料
に
つ
い
て
。
第
六
章
に
お
い
て
著
者
は
、
定
期
検

査
の
受
診
率
の
高
さ
に
言
及
し
た
う
え
で
、
伝
染
病
法
を
歓
迎
し
積

極
的
に
利
用
し
て
い
た
「
受
益
者
」
た
ち
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
著
者
が
利
用
し
て
い
る
史
料
に
は
年
代
的
な
バ
イ
ア

ス
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
受
益
者
」
の
根
拠
と
す
る
史
料
の

多
く
が
、
一
八
七
〇
年
代
前
半
の
史
料
な
の
で
あ
る
。
伝
染
病
法
を

め
ぐ
る
議
論
は
決
し
て
単
調
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
議
会
内
外
の

動
向
は
と
り
わ
け
一
八
七
〇
年
代
末
に
な
る
と
大
き
く
動
い
て
い

き
、医
療
行
為
の
効
果
に
か
ん
す
る
疑
念
も
深
ま
っ
て
い
く
。
ま
た
、

法
規
の
上
で
は
、
検
査
証
明
書
の
売
春
婦
へ
の
発
行
は
一
八
六
九
年

に
廃
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
医
療
現
場
で
は
発
行
さ

れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
を
見
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
動

向
ま
で
は
カ
ヴ
ァ
ー
し
き
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
通
読
す
る
に
あ
た
っ
て
、
年
と
、
史
料
の
引
用
頁
数
に
誤

り
が
多
い
こ
と
が
気
に
な
っ
た（

7
（

。

　
以
上
、
本
書
の
内
容
紹
介
と
と
も
に
、
評
者
の
私
見
と
疑
問
に
感

じ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
書
は
こ
れ
ま
で

の
売
春
史
研
究
の
蓄
積
に
ケ
ン
ト
州
の
事
例
を
単
に
付
け
加
え
る
だ

け
で
は
な
く
、
売
春
婦
の
主
体
性
に
か
ん
し
て
、
積
極
的
に
新
た
な

視
点
・
解
釈
を
提
示
し
た
。
静
的
な
「
恭
順
」
に
主
体
性
を
見
出
す

こ
と
は
、
動
的
で
目
立
つ
「
抵
抗
」
に
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
よ
り

も
、
労
を
多
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
よ

り
も
、
売
春
婦
の
視
点
と
論
理
に
迫
ろ
う
と
試
み
た
意
欲
的
な
研
究

で
あ
り
、
参
照
す
る
価
値
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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註（1
）C

ontagious D
iseases [Prevention] Act, 1864-86. 

売
春
婦

を
医
学
的
に
管
理
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
り
、
売
春
婦

と
疑
わ
れ
た
女
は
性
病
検
査
を
強
制
さ
れ
、
罹
患
者
に
は
強
制
入
院

の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
対
象
と
な
る
都
市
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
一
八
都
市
で
、
い
ず
れ
も
軍
の
駐
屯
地
や
施
設
な
ど
が

置
か
れ
、
梅
毒
な
ど
の
性
病
が
流
行
し
て
い
た
。

（
（
）J. W

alkow
itz, Prostitution and Victorian Society , Cam

bridge: 
C

U
P, 1980. 

永
富
友
海
訳
、
上
智
大
学
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。

（
3
）R. M

. K
arras, Com

m
on W

om
en , O

xford: O
U

P, 1996, p. 9.

（
4
）
本
書
の
核
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
二
本
の
雑
誌
論
文
と
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。A. Ager &

 C. Lee, ‘Prostitution in the 
M

edw
ay tow

ns, 1860-1885’, Local Population Studies , 
vol. 83, 2009, pp. 39-55; C

. L
ee, ‘P

rostitution and 
Victorian Society  revisited: the Contagious D

iseases Acts 
in K

ent’, W
om

en’s H
istory R

eview
, vol. 21(2), 2012, pp. 

301-16.

（
5
）
売
春
婦
の
協
力
的
な
態
度
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
性
病
の
定
期
検

査
の
受
診
率
を
提
示
し
て
い
る
。
受
診
率
は
次
の
よ
う
に
割
り
出
さ

れ
て
い
る
。
登
録
売
春
婦
の
実
数
を
用
い
て
、
検
査
が
二
週
間
に
一

回
た
だ
し
く
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
の
検
査
回
数
を
求
め
、
そ
し
て
実

際
の
検
査
回
数
を
用
い
て
受
診
率
を
割
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
各
地
で
差
は
あ
る
も
の
の
、
ケ
ン
ト
州
で
は
六
八
～
八
五
％

の
受
診
率
に
な
る
と
い
う
。

（
6
）
例
え
ば
、
伝
染
病
法
を
公
衆
衛
生
史
の
中
に
置
き
直
し
、
女
の
身
体

へ
の
公
衆
衛
生
的
介
入
の
絶
頂
と
み
な
す
研
究
も
あ
る
。F

.  M
ort, 

D
angerous Sexualities , London: Routledge &

 K
egan Paul, 

2000 (2nd ed.).

（
7
）
こ
こ
に
一
例
を
あ
げ
る
。[p. 1（5, l. （6] 1975

→1875; [p. 185, 
n. 87] p. 375

→p. （69; [p. 186, n. 118] 1866, p.35

→1868-69, 
p. （1. 

と
く
に
、
生
の
史
料
で
は
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
史
料
の

デ
ー
タ
上
の
頁
数
を
誤
っ
て
表
記
し
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
た
。

（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）


