
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
、
手
作
り

の
プ
ラ
カ
ー
ド
や
横
断
幕
を
持
参

し
、
ロ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
「
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
平
和
を
！
」
の
プ
ラ

カ
ー
ド
や
「
ロ
シ
ア
の
反
戦
市
民

と
連
帯
を
！
」
「
戦
争
を
す
る
国

に
さ
せ
な
い
」
「
今
こ
そ
憲
法
９

条
を
活
か
そ
う
」
の
ポ
ス
タ
ー
や

「
核
兵
器
を
な
く
そ
う
」
の
横
断

幕
が
目
を
引
き
ま
す
。
準
備
し
た

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
旗
を
連
想
さ
せ
る

イ
ラ
ス
ト
入
り
の
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を

３
５
０
個
配
布
し
ま
し
た
。

マ
イ
ク
を
握
っ
た
江
東
市
民
連

合
共
同
代
表
の
古
今
亭
菊
千
代
さ

ん
や
岡
田
事
務
局
長
を
は
じ
め
７

人
が
交
代
で
マ
イ
ク
を
握
っ
て
、

リ
レ
ー
ト
ー
ク
。
岡
田
氏
は
「
当

た
り
前
の
日
常
が
突
然
壊
さ
れ
、

他
国
に
避
難
す
る
人
た
ち
の
こ
と

を
想
像
し
よ
う
。
日
本
は
避
難
民

を
温
か
く
受
け
入
れ
よ
う
」
と
訴

え
ま
し
た
。

大
つ
き
か
お
り
共
産
党
区
議
は

「
江
東
区
議
会
は
ロ
シ
ア
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
か
ら
の
即
時
撤
退
を
求
め
、

非
核
３
原
則
を
明
確
に
し
た
決
議

を
全
会
一
致
で
お
こ
な
っ
た
」
と

報
告
し
ま
し
た
。

買
い
物
に
向
か
う
家
族
連
れ
も

足
を
止
め
訴
え
に
耳
を
傾
け
、
テ
ィ
ッ

シ
ュ
を
受
け
取
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

支
援
の
募
金
箱
に
「
早
く
戦
争
が

終
わ
っ
て
欲
し
い
」
と
話
し
な
が

ら
募
金
を
す
る
人
や
、
50
円
、
１

０
０
円
と
入
れ
て
い
く
小
学
生
の

姿
も
多
く
見
ら
れ
、
1
時
間
で
３

４
１
４
円
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

４
月
９
日
、
門
前
仲
町
交
差
点

で
深
川
９
条
の
会
が
サ
イ
レ
ン
ト
・

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

深
川
９
条
の
会
は
昨
年
12
月
以

来
、
門
前
仲
町
交
差
点
で
９
の
日

に
街
頭
宣
伝
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

「
深
川
９
条
の
会
」
の
名
入
り
の

赤
い
袢
纏
や
、
た
す
き
姿
が
印
象

は
ん
て
ん

的
な
宣
伝
行
動
で
す
。

今
回
は
「
武
器
で
平
和
は
守
れ

な
い
」
な
ど
の
手
づ
く
り
プ
ラ
カ
ー

ド
も
加
わ
っ
て
、
行
き
か
う
人
た

ち
か
ら
注
目
が
集
ま
り
ま
し
た
。

「
憲
法
改
悪
を
許
さ
な
い
全
国
署

名
」
に
14
人
の
方
々
が
応
え
て
く

れ
ま
し
た
。

江東区の職場・地域、議会などくらし・
平和を守る運動をご紹介します。
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４
月
に
な
る
や
夏
日
が

続
い
た
と
思
う
と
気
温

急
降
下
で
冷
た
い
雨
が

降
る
異
常
な
気
候
変
動

で
す
▼
３
年
目
の
コ
ロ

ナ
禍
第
６
波
が
漸
く
減
少
傾
向
に

な
る
と
、
岸
田
政
権
は
「
出
口
が

見
え
た
」
と
ば
か
り
に
２
か
月
間

の
「
ま
ん
延
防
止
」
を
３
月
22
日

に
解
除
、
東
京
を
の
ぞ
く
ブ
ロ
ッ

ク
別
の
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

で
す
▼
現
実
は
解
除
以
降
も
感
染

は
若
い
世
代
に
増
え
て
、
過
去
最

多
を
記
録
す
る
地
方
が
読
出
。
沖

縄
は
第
７
波
襲
来
と
非
常
事
態
発

出
。
東
京
で
は
、
こ
の
20
日
間
で

14
万
７
千
人
余
、
１
日
平
均
７
３

９
０
人
の
新
規
感
染
で
す
。
小
池

都
政
は
都
立
病
院
廃
止
の
条
例
を

決
定
し
ま
す
▼
連
日
報
道
さ
れ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
街
の
廃
墟
は
、
人

間
の
文
明
を
破
壊
す
る
戦
争
の
実

相
で
す
。
こ
の
暴
挙
の
動
機
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
る
ロ
シ
ア
正
教
と
の

関
係
は
、
日
本
の
自
衛
隊
も
派
遣

さ
れ
た
イ
ラ
ク
戦
争
で
の
ブ
ッ
シ
ュ

大
統
領
の
「
十
字
軍
の
再
現
」
を

想
起
さ
せ
ま
す
。
侵
略
戦
争
美
化

の
靖
国
派
で
占
め
る
自
公
政
権
が

９
条
改
憲
と
軍
備
拡
大
を
め
ざ
す

も
と
で
、
安
保
条
約
を
破
棄
し
て

東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
平
和
共
同
体

を
提
唱
す
る
日
本
共
産
党
の
真
価

を
発
揮
す
る
時
で
す
▼
コ
ロ
ナ
禍

に
加
え
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
へ
の

制
裁
の
影
響
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や

食
料
の
高
騰
が
生
活
を
直
撃
し
て

い
ま
す
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
２
％
へ
の
軍
事

費
の
た
め
の
社
会
保
障
削
減
と
負

担
増
の
悪
政
を
は
ね
か
え
す
た
め

に
、
反
戦
平
和
と
人
権
や
暮
ら
し

を
守
る
こ
と
を
党
是
と
し
て
百
年

の
党
を
、
今
こ
そ
語
り
広
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

江
東
区
は
、
今
年
度
の
１
人

当
た
り
の
保
険
料
を
５
５
１
２

円
も
値
上
げ
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
運
営
主
体
が
都
に
変
わ
っ

て
か
ら
最
大
の
値
上
げ
幅
で
す
。

保
険
料
は
20
年
以
上
毎
年
値
上

げ
さ
れ
、
10
年
前
と
比
較
す
る

と
、
１
人
当
た
り
の
平
均
保
険

料
は
、
５
万
円
程
の
大
幅
な
負

担
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
値
上
げ
で
一
番
影
響

を
受
け
る
年
金
収
入
３
０
０
万

円
の
二
人
世
帯
は
、
年
間
の
保

険
料
が
２
４
９
、
３
６
８
円
と

な
り
、
年
金
ひ
と
月
分
以
上
が

保
険
料
に
消
え
て
い
っ
て
し
ま

う
異
常
な
高
さ
で
す
。

区
は
、
特
別
区
全
体
で
１
０

６
億
円
財
源
を
投
入
し
、
値
上

げ
幅
を
抑
え
た
と
強
弁
し
て
い

ま
す
が
、
江
東
区
独
自
に
一
般

会
計
か
ら
あ
と
５
億
円
繰
り
入

れ
れ
ば
値
上
げ
は
回
避
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
深
刻
な
コ

ロ
ナ
禍
が
続
き
、
生
活
が
困
窮

し
て
い
る
も
と
で
、
さ
ら
な
る

負
担
増
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

日
本
共
産
党
区
議
団
は
「
た

め
込
ん
だ
１
６
０
０
億
円
を
超

え
る
基
金
を
活
用
す
る
な
ど
一

般
財
源
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
行

い
、
高
す
ぎ
る
国
民
健
康
保
険

料
を
値
下
げ
す
べ
き
」
と
主
張

し
国
保
料
の
値
上
げ
に
反
対
し

ま
し
た
が
、
自
民
・
公
明
・
民

政
ク
ラ
ブ
な
ど
の
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
た
、
国
保
料
を
審
議
す
る

国
保
運
営
協
議
会
で
は
共
産
党

の
他
２
名
の
委
員
が
保
険
料
の

値
上
げ
に
反
対
し
ま
し
た
。

共
産
党
区
議
団
は
、
く
ら
し

を
守
る
防
波
堤
と
し
て
引
き
続

き
保
険
料
負
担
の
軽
減
に
力
を

つ
く
し
ま
す
。

令
和
４
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

一
人
当
た
り
５
５
１
２
円
も
の
大
幅
値
上
げ

市
民
と
政
治
を
つ
な
ぐ
江
東
市
民
連
合
は
４
月
３
日
、
豊
洲
ら

ら
ぽ
ー
と
前
で
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
平
和
を
！
」
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク

と
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
宣
伝
を
行
い
ま
し
た
。

参
加
者
は
「
ロ
シ
ア
は
、
直
ち
に
戦
争
を
や
め
ろ
」
「
ロ
シ
ア

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
は
許
さ
な
い
」
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
を
支

援
す
る
募
金
」
を
訴
え
、
25
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

【
深
川
９
条
の
会
が
門
前
仲
町
で
宣
伝
】

一
般
財
源
を
投
入
し
、

保
険
料
の
引
下
げ
を

署名をしながら、対話も弾みます

ら
ら
ぽ
ー
と
前
に
集
ま
っ
た
皆

さ
ん

ロ
シ
ア
大
使
館
に
抗
議
を

【
抗
議
先
】

〒
１
０
６
ー
０
０
４
１

東
京
都
港
区

麻
布
台
２
丁
目
１
ー
１

ロ
シ
ア
連
邦
大
使
館

☎
０
３
ー
３
５
８
３
ー
４
２
２
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
３
５
０
５
ー
０
５
９
３

※
は
が
き

63
円

実
筆
で
の
意
思
表
示
を
。



志
田
教
授
は
、「
敵
基
地
攻
撃

能
力
」
や
ア
メ
リ
カ
と
の
「
核

共
有
」
の
言
葉
が
ひ
ん
ぱ
ん
に

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

政
治
状
況
を
踏
ま
え
て
、「
国
会

は
ヤ
ジ
と
多
数
で
決
ま
る
現
状

で
、
き
ち
ん
と
し
た
議
論
が
抜

け
た
ま
ま
」
で
あ
り
、「
国
民
に

よ
る
民
主
的
議
論
な
し
」

と
警
鐘
を
鳴
ら
し
ま
し

た
。続

い
て
「
平
和
的
生

存
権
の
た
め
に
９
条
が

あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
は

戦
後
の
日
本
が
選
択
し

た
道
」
で
あ
る
と
い
う

大
前
提
の
う
え
で
、
２

０
１
５
年
に
制
定
さ
れ

た
「
新
安
保
法
制
」
が
、

日
本
が
攻
撃
さ
れ
て
い

な
く
て
も
密
接
な
関
係

に
あ
る
国
の
た
め
に
武
力
行
使

が
で
き
る
「
集
団
的
自
衛
権
」

の
行
使
を
可
能
に
し
た
こ
と
か

ら
「
敵
基
地
攻
撃
と
は
、
日
本

が
先
走
り
と
し
て
外
国
を
攻
め

る
こ
と
だ
が
、
国
民
が
合
意
し

て
覚
悟
し
て
や
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
か
？
」
と
問
い
か
け

ま
し
た
。

「
日
本
は
憲
法
で
『
国
際
平

和
を
誠
実
に
希
求
』
と
し
て
い

る
が
、
そ
ん
な
甘
い
こ
と
言
っ

て
い
て
は
国
は
守
れ
な
い
、
と

い
う
雰
囲
気
作
り
が
急
で
す
」

「
言
葉
の
言
い
換
え
で
事
を
進

め
て
い
く
の
は
日
本
の
為
政
者

の
お
家
芸
」
で
、
今
の
ま
ま
の

憲
法
改
定
論
議
と
な
る
と
、
国

民
が
判
断
す
る
材
料
が
な
し
に
、

比
較
的
無
関
心
な
人
が
多
い
ま

ま
「
一
部
の
熱
狂
的
な
改
憲
論

者
の
投
票
だ
け
で
改
憲
が
可
決

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
。

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
例
を

あ
げ
「
国
会
決
議
後
に
勉
強
会

が
広
が
っ
た
が
、
時
す
で
に
遅

し
。
こ
れ
を
反
面
教
師
に
し
た

い
」
と
強
調
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
公
民
館
や
自
治
体

共
催
の
市
民
講
演
会
で
市
民
が

憲
法
に
つ
い
て
議
論
が
で
き
な

い
状
態
が
続
発
し
て
い
る
こ
と

に
触
れ
、「
政
治
的
中
立
と
は
、

本
来
は
公
務
員
に
向
け
た
言
葉
。

市
民
は
各
自
の
自
由
で
す
。
民

主
主
義
と
は
、
市
民
に
『
中
立
』

を
押
し
付
け
る
も
の
で
は
な
い
」

と
、
憲
法
の
理
念
に
つ
い
て
議

論
す
る
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。

会
場
で
は
、
主
催
者
が

青
年
や
子
育
て
世
代
を
中

心
に
対
話
を
し
ま
し
た
が
、

前
回
に
続
い
て
フ
ー
ド
バ

ン
ク
を
利
用
し
た
若
い
夫

婦
は
「
派
遣
で
週
５
日

働
い
て
い
た
の
が
週
１
に

さ
れ
て
し
ま
い
、
子
ど
も

が
３
人
い
る
の
で
困
っ
て

い
る
。
夫
婦
で
ウ
ー
バ
ー

イ
ー
ツ
の
配
達
員
を
し
て

何
と
か
生
活
を
し
の
い
で

い
る
」
と
話
し
て
い
ま
し

た
。子

ど
も
連
れ
の

30
代

の
女
性
は
「
最
近
離
婚
し
て
、

４
歳
と
１
歳
の
子
ど
も
が
い
て

大
変
。
コ
ロ
ナ
禍
で
雇
用
調
整

助
成
金
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で

収
入
が
少
し
は
あ
る
が
、
こ
れ

が
出
な
く
な
る
と
困
り
ま
す
。

ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク
を
し
な
が
ら
子

育
て
を
し
な
い
と
い
け
な
い
が
、

こ
れ
か
ら
や
っ
て
い
け
る
イ
メ
ー

ジ
が
わ
か
な
い
」
な
ど
、
深
刻

な
実
態
の
一
端
が
わ
か
り
ま
し

た
。「

同
僚
が
派
遣
切
り
に
あ
い
、

私
は
派
遣
か
ら
正
規
雇
用
に
な

る
よ
う
に
希
望
を
ず
っ
と
出
し

て
い
る
の
で
、
切
ら
れ
は
し
な

か
っ
た
が
逆
に
給
料
を
下
げ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
24
歳

の
参
加
者
は
「
今
は
仕
事
の
こ

と
で
精
神
的
に
参
っ
て
い
る
が
、

落
ち
着
い
た
ら
こ
の
活
動
な
ど

に
参
加
し
て
み
た
い
」
と
話
し

て
い
ま
し
た
。

都
営
住
宅
の
入
居
希
望
や
、

生
活
保
護
申
請
を
希
望
す
る
人

は
、
日
本
共
産
党
の
区
議
ら
に

紹
介
す
る
対
応
が
さ
れ
ま
し
た
。

会
場
で
は
、
プ
ー
チ
ン
・
ロ

シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
残
虐

な
侵
攻
に
対
し
て
、
ロ
シ
ア
大

使
館
あ
て
の
侵
略
反
対
署
名
も

呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
。「
子
ど

も
た
ち
や
民
間
人
が
傷
つ
い
て

い
る
の
は
見
て
い
て
苦
し
い
で

す
」「
も
う
戦
争
や
核
の
あ
る
世

界
は
や
め
に
し
ま
し
ょ
う
。
争

い
の
な
い
社
会
へ
世
界
で
協
力

を
」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。

民
青
同
盟
で
は
、
国
際
的
な

政
情
不
安
や
円
安
が
引
き
金
と

な
っ
て
物
価
が
上
が
り
、
格
差

と
貧
困
に
苦
し
む
人
々
を
い
っ

そ
う
直
撃
す
る
中
、
引
き
続
き

フ
ー
ド
バ
ン
ク
の
活
動
に
取
り

組
む
方
針
で
、
食
品
の
提
供
や

資
金
カ
ン
パ
な
ど
、
活
動
へ
の

協
力
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

こ う と う 民 報 ２０２２年４月号 №２０６ －２－

改
訂 抄

江戸時代には、洲崎は江戸の海岸の突
す さ き

端（木場６丁目）にあり、四季を通じて

遊客が訪れる名所でした。元旦には初日

の出を拝み、春は潮干狩に、秋は月見に、

冬の雪景色は広重の絵でも知られ、波除

けの土手には水茶屋がたち並んでいまし

た。

洲崎は、しばしば歌舞伎の舞台になり、

高級料理店の升屋もあり、伊勢屋は「ざ
ま す や

るそば」の元祖として知られています。

1887(明治20)年、本郷の遊廓の移転地
ゆ う か く

として、いまの東陽１丁目の約６万坪が

石川島監獄の囚人をつかって埋め立てら

れ、洲崎弁天町となり洲崎遊廓が開業し

たのが1888（明治21)年９月17日です。

1934(昭和9)年には、洲崎遊廓は妓楼
ぎ ろ う

３１６軒、娼婦２７１４人を数えました。
し ょ う ふ

この遊廓をめぐる人間模様を主題とした

文学作品は、泉鏡花の「辰巳巷談」、尾
た つ み こ う だ ん

崎士郎の「人生劇場」、三浦哲郎の「忍
て つ お

ぶ川」、芝木好子の「洲崎パラダイス」
し ば き よ し こ

などです。

洲崎はたびたび「津波」と火災に悩ま

されました。1911(明治44)年には、３回

もの「津波」で襲われ、1912(大正元)年

の大火では、１２００戸が焼失、1923

(大正12)年の大震災で、壊滅的被害を受

けました。その多くの犠牲者の供養碑は

浄心寺にあります。
じ ょ う し ん じ

戦時中の1943(昭和18)年、軍の司令に

より石川島造船所の徴用工の宿舎として、

遊廓の施設はすべて引き渡されました。

1945年3月の大空襲で全焼となり、終

戦後は赤線として復活しましたが、1958

(昭和33)年の売春防止法によって、洲崎

は完全になくなりました。

洲崎橋はこわされ、洲崎弁天町という

粋な町名も消えました。わずかに残るの

は、細い入口の道路と広い仲通りといっ

た遊廓の特有な地割、古い建物と西洲崎
じ わ り

橋、洲崎橋郵便局、それに遊廓の北側の

堀を埋めた洲崎川緑道公園などの地名だ

けです。

◀
深
川
八
景

洲
崎
の
帰
帆

（
春
章
画）

３
月
26
日
、
砂
町
の
会
は
「
日
本
国
憲
法
は
い
ま
ー
９

条
改
憲
問
題
を
考
え
る
」
学
習
会
を
武
蔵
野
美
術
大
学
教

授
（
憲
法
学
）
の
志
田
陽
子
氏
を
講
師
に
開
催
し
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
配
信
（
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
）
を
併
用
し
、

会
場
の
江
東
区
産
業
会
館
に
は
36
人
が
参
加
。
「
市
民
と

政
治
を
つ
な
ぐ
江
東
市
民
連
合
」
が
後
援
し
ま
し
た
。

３
月
27
日
、
東
大
島
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
で
５
回
目
の
「
フ
ー

ド
バ
ン
ク
」
を
行
い
ま
し
た
。
事
前
に
２
５
０
０
枚
の
ビ
ラ
を

配
布
し
、
当
日
も
宣
伝
カ
ー
で
お
知
ら
せ
を
行
い
ま
し
た
。
会

場
は
開
始
前
か
ら
長
蛇
の
列
で
、
用
意
し
た
食
料
が
40
分
で
す

べ
て
な
く
な
り
ま
し
た
。
利
用
者
は
１
６
０
人
で
し
た
。

志
田
陽
子
さ
ん
の
話
を
聞
く
参
加
者

☆

行
事
日
程

☆

○
５
月
１
日
（
日
）
11
時
～

◆
メ
ー
デ
ー

（
代
々
木
公
園
）

○
５
月
３
日
（
火
）

◆
市
民
連
合
街
頭
宣
伝

10
時
～
11
時

（
門
前
仲
町
交
差
点
）

◆
憲
法
集
会

12
時
30
分
～

（
有
明
防
災
公
園
）

○
５
月
６
日
（
金
）
12
時
～

◆
国
民
平
和
大
行
進
出
発
式

（
第
五
福
竜
丸
展
示
館
前
）

○
５
月
15
日
（
日
）
13
時
30
分
～

◆
新
婦
人
江
東
支
部
大
会

（
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
）

○
５
月
29
日
（
日
）
13
時
～

◆
江
東
区
労
連
第
32
回
定
期
大
会

（
東
京
土
建
江
東
支
部
会
館
）

○
４
月
26
日
（
火
）
18
時
30
分
～

◆
区
政
報
告
会

日
本
共
産
党
江
東
区
議
団

（
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
）


