
研

究

ノ
ー
ト

近
代
日
本

に
お
け
る
カ

フ

ェ
ー
の
変
遷

村

田

瑞

穂

近代 日本 におけ るカフユーの変 遷

は
　

じ
　

め
　

に

　
昭
和
初
期
の

「
エ
ロ
・
グ

ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」

の
流
行
の
中
で
も
、　

「
エ
ロ
」

の
尖
端
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が

「
カ
フ
ェ
ー
」
で
あ
る
。
昭
和
初
期
に
お
い
て

カ
フ
ェ
ー
は
流
行

の
尖
端
と
さ
れ
る
ほ
ど
に
増
加
し
、
多
く
の
客
と
女
給
を
集
め

て
い
た
。
当
時

の
カ
フ
ェ
ー
は
大
衆
文
化
の

一
つ
で
あ
り
、
社
会
風
俗
の

一
端
を

担
う
も
の
で
あ

っ
た
。

　
本
稿

の
目
的

は
、

カ
フ
ェ
ー
を
通
し
社
会
風
俗
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
特

に
、
昭
和
初
期
に
問
題
と
さ
れ
、
現
在

の
研
究
史
の
中
で
も
問
題
と
な

っ
て
い
る

カ
フ
ェ
ー
の

「
エ
ロ
」
化
を
念
頭
に
お

い
て
考
察
す
る
。
こ
の
こ
と
は
社
会
、
風

俗
に
出
現
す
る

「
エ
ロ
」

を
考
察
す
る

こ
と
に

つ
な
が
り
、

カ
フ
ェ
ー
の

「
エ

ロ
し
と
は
何
か
を
考
え
る
上
で
も
重
要

で
あ
る
。

　
従
来
の
カ
フ
ェ
;
研
究
で
は
、
議
論

の
中
心
が
次

の
二
つ
の
時
代
に
絞
ら
れ
て

い
る
。

　
①

日
本
に
初
め
て
カ
フ

ェ
ー
の
出
来
た
明
治
末

　
②

カ
フ

ェ
ー
が
急
増
し
た
関
東
大
震
災
後

　
こ
の
う
ち
①
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
四

(
一
九

=

)
年
に
開
業
し
た
カ
フ
ェ

1

・
プ

ラ

ン
タ

ン
、

パ

ウ

リ

ス

タ
、

ラ
イ

オ

ン

の

三
軒

の

客

層

や

雰

囲

気

が

中

心

と

な

っ
て
論

じ

ら

れ

て

お

り
、

他

の
カ

フ

ェ
ー

に

つ

い
て

は
言

及

さ

れ

て

い
な

(話し　
②

の
時

代

の

カ

フ

ェ
ー
に

つ

い
て

は
、

食

事

で

は
な

く

女
給

が

客

の
話
相

手

を

す

る

こ
と

が

カ

フ

ェ
ー

の
中

心

と

な

り
、

女

給

は

「
エ

ロ

・
サ

ー
ビ

ス
」

を

行

っ

て

い
た

と

さ

れ

て

い
る

。
　
「
エ

ロ

・
サ

ー
ビ

ス
」

は
昭

和

四

、

五

(
一
九

二
九
、

三

〇

)

年

の
大

阪

資

本

の

カ

フ

ェ
ー

の
東

京

進

出

に
よ

り

、
　
一
層

過

激

に
な

っ
て

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

(2
)

い

っ
た
と

指

摘

さ

れ

て

い

る
。

ま

た
、

女

給

を

中

心

と

す

る

カ

フ

ェ
ー
と

、

飲

食

を
中

心

と

す

る
喫

茶

店

が

分

か
れ

た

の
も

こ

の
頃

で
あ

る

こ
と

が

指

摘

さ

れ

て

い

(3
)

る
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
カ
フ

ェ
ー
が
大
正
期
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た

の
か
明
確
に
な

っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
関
東
大
震
災
後
の
カ
フ

ェ
ー
が
ど
の
よ
う

に

「
エ
ロ
」
化
し
た
の
か
が
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
「
エ
ロ
・
サ
ー
ビ
ス
」

の
実
体
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
カ
フ
ェ
ー
の
誕
生
期
か
ら
風
俗
統
制
が
強

化
さ
れ
て
く
る
第

二
次
世
界
大
戦
開
始
前
後
ま
で
の
期
間
を
五
つ
に
分
け
、
カ
フ

ェ
ー
が
ど
の
よ
う
な
営
業
を
行

っ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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窓史

時
代
に
つ
い
て
、
昭
和
初
期
に
現
れ
た

「
カ
フ
ェ
ー
」
と
の
相
違
を
考
え
る
。

　
対
象
と
す
る
地
域
は
、

東
京
で
、

主

た
る
史
料
は

『
讀
賣
新
聞
』、
石
角
春
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ4
)

助

『
銀
座
解
剖
図
第

一
篇
変
遷
史
』
で
あ
る
。

第

一
期

カ

フ

ェ

ー

の

出

現

1
明
治
末

か
ら
大
正
三
年
1

　

日
本

に

「
カ

フ

ェ
ー
」

と
名

乗

る
飲

食

店

が

で
き

た

の

は
明

治

末

の

こ
と

だ

。

東
京

で

は
、

明
治

四

四
年

銀
座

に
、

カ

フ

ェ
ー

・
プ

ラ

ン
タ

ン
、

カ

フ

ェ
ー

・
ラ

イ

ォ

ン
、

カ

フ

ェ
ー

・
パ

ウ

リ

ス
タ
が

相

次

い

で
開

店

し

た
。

カ

フ

ェ
ー

は
、

こ

の

の
ち

も

銀
座

を
中

心

に
発

展

す

る

こ
と

に

な

る
。

　

プ

ラ

ン
タ

ン
は
欧

州

の
カ

フ

ェ
ー

を
模

し

て
作

ら

れ

、

イ

タ
リ

ア
料

理

を
提

供

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(5
)

し
、

バ

ー

の
機

能

も
備

え

て

い

た
。

プ

ラ

ン
タ

ン
に

は
多

く

の
文

化

人

、

知

識

人

が

集

ま

っ
た
。

欧

州

の

カ

フ

ェ
ー

を

模

し

て

作

ら

れ

た

プ

ラ

ン
タ

ン
で

は

あ

る

が

、

給

仕

に
関

し

て

は
欧

州

で

は
常

で
あ

る
男

性

を

用

い
る

の

で

は
な

く
、

若

い

女

性

を

用

い

た
。

日
本

の

カ

フ

ェ
ー

に

お

い

て
、

給

仕

に
女

性

を

用

い
る

の

は
そ

の
は

じ

め

か

ら

で
あ

っ
た
。

　

ラ

イ

オ

ン
は
、

三
〇

人

ほ

ど

の

美

人

が

揃

い

の
衣

装

を
着

て

給

仕

す

る
、

洋

食

、

ビ

ー

ル
を

出
す

大

衆

的

な
飲

食

店

で
あ

っ
た
。

パ
ウ

リ

ス

タ

は
、

ブ

ラ
ジ

ル

コ
ー

ヒ
ー

で
有

名

な
喫

茶

店

で
、

軽

食

も

提

供

し

て

い

た
。

こ

の
よ

う

に

カ

フ

ェ

ー

と
名

乗

っ
て

い

て
も

、

提

供

す

る
も

の

の
特

色

は
そ

れ

ぞ

れ

異

な

っ
て

い
た

。

大

林
宗

嗣

は
、

当

時

の
飲

食

店

に

つ
い

て
、

プ

ラ

ン
タ

ン
、

ラ
イ

オ

ン
、

パ
ウ

リ

ス
タ

の
影
響

を
受

け

、

東

京

市
内

に
多

く

の

カ

フ

ェ
r
が

作

ら

れ

、　

「
西

洋

料

理

店
は
殆
ど
カ
フ
ェ
ー
に
変

つ
て
了

つ
た
」
と
述
べ
て
い
菊

こ
れ
は
多
く
の
カ
フ

ェ
ー
が

、

洋

食

を
提

供

す

る
飲

食

店

で
あ

っ
た

こ
と

を

示

し

て

い
る

。

ま

た
、

石

角
春
之
助
は
、
カ
フ
ェ
ー
が
増
加
し
た
理
由
と
し
て
、

一
品
料
理
に
な

っ
た

「洋

食
」
が
大
衆
的
な
料
理
に
な
り
、　

「洋
食
」
を
提
供
す
る
場
所
と
し
て
カ
フ

ェ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(7
)

が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
末
の
カ
フ
ェ
ー
と
洋

食
は
切

っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ

っ
た
。

　
当
時
の

「女
給
」
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
正
二

(
一

九

二
二
)
年
の

『
讀
賣
新
聞
』
で
は

「
女
給
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　
　
そ
し
て
其
の
品
行
だ
が
通
勤
途
中
迄
、
カ
ツ
フ
エ
店
で
の
監
督
は
出
来
ぬ
が

　
　
店
に
居
る
間
は
帳
場
や
支
配
人
の
厳
重
な
監
視
を
受
け
て
居
る
の
で
比
較
的

　
　
非
難
の
的
は
少
な
い
、
是
で
エ
プ

ロ
ン
の
少
女
の
輪
郭
だ
け
は
理
解
が
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(8
)

　
　
る
有
ろ
う
が
先
づ
女
の
職
業
と
し
て
は
良
い
部
類
と
で
も
申
す
べ
き
か

(傍

　
　
線
は
村
田
、
以
下
同
じ
)

　

こ
の
頃
、　

「
女
給
」
と
い
う
言
葉
は
定
着
し
て
お
ら
ず
、
カ
フ
ェ
…
で
働
く
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(9
)

性
の
給
仕
た
ち
は

「
ウ

エ
ー
タ
ー
レ
ツ
ス
」
　
「
女
ボ
ー
イ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の

「
女
給
」
は
、
生
活

の
た
め
に
働
い
て
い
る
少
女
が
多
く
、
飲
食

物

の
運
搬
や
、
注
文
を
取
る
こ
と
に
の
み
従
事
し
て
い
て
お
り

「先
づ
女
の
職
業

と
し
て
は
良

い
部
類
と
で
も
申
す
べ
き
か
し
と
い
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
第

一

期
の

「
女
給
」

た
ち
は
、

後
年
の

「
エ
ロ
」

と
は
無
縁
の
存
在
で
あ

っ
た
。

ま

た
、
パ
ウ
リ
ス
タ
な
ど
は
給
仕
に
男
性
を
使
用
し
て
お
り
、
カ
フ

ェ
ー
の
給
仕
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(10
)

必
ず
し
も
女
性
と
い
う
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(11
)

　
第

一
期

の
カ
フ
ェ
ー
は
、　

「軽
便
で
清
潔
な
息
み
場
所
」
で
あ

っ
た
。
店
に
よ

っ
て
、
提
供
す
る
も
の
に
差
は
あ

っ
た
も
の
の
、
多
く
は
洋
食
や
洋
酒
、
ビ
;
ル

な
ど
を
提
供
す
る
、
飲
食
を
摂
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
飲
食
店
で
あ

っ
た
。　
「女

給
」
た
ち
も

「
エ
ロ
し
と
は
無
縁
な
少
女
で
あ
り
、
第
三
期
に
登
場
す
る

「
カ
フ
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近代 日本 におけ るカフェー一の変遷

エ
ー
L
　
「女
給
」
と
は
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ

っ
た
。

第
二
期

普

　
及
　
期

-
大
正
四
、
五
年
か
ら
関
東
大
震
災
前
1

　

大

正

四
、

五

(
一
九

一
五
、

六
)

年

に

な

る

と

カ

フ

ェ
ー

に
変

化

が

現

れ

始

め

る
。

　

『
讀

賣

新

聞
』

の

「
身

上
相

談

」

に

は
、

若

い
女

性

か

ら
、

生

活

に
困

り

カ

フ

ェ
ー

で
働

こ
う

か

と

考

え

て

い
る
、

と

い
う
相

談

が

寄

せ
ら

れ

て

い

る
。

新

聞

に

こ

の
よ

う

な

投
稿

が

あ

る

こ
と

か

ら
も

、

カ

フ

ェ
ー

で
女

性

が

働

く

こ
と

が

一
般

化

し

て

き

た

こ
と
が

解

る
。

そ
れ

に
対

し

て
、

記

者

は

「
カ

フ

エ
ー
な

ど

仲

々
堅

　

　

　

　

　

　

　

　

(12
)

い
所

が

な

い

の
で

困

る
」

と
答

え

て

い

る
。

こ

の

「
堅

い
と

こ

ろ
が

な

い
」

と

は

ど

う

い
う

こ
と

な

の
だ

ろ

う

か
。

　

石

角

は
、

大

正

四
、

五
年

の
カ

フ

ェ
ー

・
ラ
イ

オ

ン
の
女

給

は
、　

「
エ

ロ
的
」

に

な

り
、

女

給

た

ち

の
年

齢

も

「
少

女

」

か
ら

「
年

増

女

」

に
変

わ

っ
た

と

述

べ

て

い
る
。

お
そ

ら

く

、

「
身

上
相

談

」

で
解

答

し

て

い
る
記

者

も

こ

の

「
エ
ロ
的

」

な

要

素

を
も

っ
て

「
仲

々
堅

い
所

が

な

い
」

と

い

っ
て

い
る

の
で

あ

ろ
う

。

し

か

し
、

石

角

は
、

当

時

の

カ

フ

ェ
ー

は
洋

食

を

摂

る

こ
と

を

目

的

の

一
つ
に

し

て

い

た
と

続

け

て

お
り

、

そ

の
た

め

「
エ

ロ
サ

ー
ビ

ス
な

ど

を
強

要

す

る

不

心
得

者

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(13
)

少

な

か

っ
た
」

と

述

べ

て

い
る

。

　

『
都

新

聞

』

で

は
大

正

七

(
一
九

一
八
)

年

に
、

東

京

に
広

が

っ
た

カ

フ

ェ
ー

を

「
遊

散

の
折

の
小
憩

」
　

「
時

間

を
約

束

し

て

の
会

談

扁
　

「
出
先

で
用

事

の
問

を

窃

ん

で
簡

単

な

る

食
事

を

摂

る
」

に
適

し

た

場
所

と
紹

介

し
、

そ

こ

で
若

い
女

性

が

働

く

こ
と

が

定
着

し

て

い
る

と
述

べ

て

い

る
。

同

時

に
、

カ

フ

ェ
ー
が

抱

え

る

問
題

に

も
触

れ
次

の
よ

う

に
述

べ

て

い

る
。

　
　

こ
の
簡
単
な
る
酒
食
を
売
る
店

の
常
得
意
は
、
若
い
会
社
員
、
中
学
以
上
の

　
　
学
生
が
主
な
る
も
の
だ
と
聞
い
て
ゐ
る
。
そ
う
し
た
若
い
人
達
が
、
卓
を
囲

　
　

み
椅
子
を
な
ら
べ
て
其
處
に
酒
食
を
摂
る
、
若
い
婦
人
が
其
の
間
に
周
旋
す

　
　

る
、
眼
と
眼
は
相
語
り
眉
と
眉
は
語
る
、
斯
く
し
て
思
慮
の
未
だ
定
ま
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(41
)

　
　

る
若
い
人
達
は
、
竜
馬
の
狂
ひ
心
猿

の
躍
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
主
な
客
層
で
あ
る

「若
い
会
社
員
」
「学
生
」
な
ど
の
若
い
男
性
が
、

カ
フ
ェ
ー
に
働
く
若
い
女
性
た
ち
か
ら
誘
惑
を
受
け
る
、
も
し
く
は
誘
惑
す
る
の

で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
事

で
は
、
私
娼
対
策

の
目
を
カ
フ
ェ
ー
の
女

給
に
も
向
け
る
べ
き
で
あ
り
、
客
で
あ
る
若
い
男
性
た
ち
を

「善
き
方
向
」

へ
向

け
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

カ
フ
ェ
ー
や
女
給
が
問

題
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
女
給
が
若

い
男
性
を
誘
惑
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
も
、
石
角

の
い
う

「
エ
ロ
的
」
な
傾

向
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、

カ
フ
ェ
ー
が

「
小
憩
」
や

「会
談
」　
「簡
単
な
る
食
事
」
に
適
し
た

場
所
で
あ

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
石
角
は
大
正
七
、
八
年
か
ら
の
七
、
八
年

間
を

「
カ
フ
ェ
ー
普
及
時
代
」
と

い
い
、
そ
の
時
代
が

「
カ
フ
ェ
ー
の
於
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(15
)

洋
食
を
食
ふ
時
代
で
あ

つ
た
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
第

二
期
に
は
、
カ
フ
ェ

ー
に
お
け
る

「
エ
ロ
」
的
な
要
素
は
徐

々
に
増
し
て
い

っ
た
が
、
関
東
大
震
災
前

ま
で
は
、
食
を
摂
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
店
で
あ

っ
た
。

　
さ
ら
に
、
大
正
九

(
一
九
二
〇
)
年
の
新
聞
で
は
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い

る
。

　
　
　
私
は
或
て
バ
ー
と

カ
フ
ェ
;
と
を
、

混
同

し
よ
う
と

思
う
も
の
で
は
な

　
　
い
、
が
日
本
化
せ
ら
れ
た
此
二
つ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
身
混
同
し
て
ゐ
る
の

　
　
だ
。

イ
ヤ
ニ
つ
処
で
は
な
い
、

バ
ー
と

カ
フ
ェ
ー
と

レ
ス
ト
ラ
ン
の
三
つ

47



窓史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(16
)

　

　

が

、

巴

の
や

う

に

混

一
さ

れ

て

ゐ

て
、

何

の
不
思

議

も

な

い
有

様

で
あ

る
。

　

西

欧

に

於

い
て
、

バ

ー

は

酒

を
摂

る

場
所

、

カ

フ

ェ
ー

は
、

コ
ー

ヒ
ー
、

紅

茶

や

ビ

ー

ル
な

ど

の

ア

ル

コ
ー

ル
類

を
摂

る

場

所
、

レ

ス
ト

ラ

ン
は
食

事

を
摂

る
場

所

で
あ

っ
た

。

し

か
し

、

日

本

の

カ

フ

ェ
ー

は
、

そ

れ

ら

三

者

の
要

素

を
取

り

込

み
、

日
本

独

自

の

カ

フ

ェ
ー
と

し

て

発

展

し

た

。

こ

の
三

者

の
ど

の
要
素

が
強

く

出

た
と

し

て
も

、

そ

こ

は

「
食

う

」

か

「
飲

む

」

場

所

で
あ

っ
た

。

つ
ま

り
、

飲

食

を
摂

る

こ
と

を
目

的

と

し

て

い

る
と

点

で

は
第

一
期

の

カ

フ

ェ
ー
と

変

わ

ら

な

い

の
で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(17
)

　

ま

た
、

こ

の
時

期

に
、
　

「
女

給

」

と

い
う

言

葉

が

定

着

し
た

。

　

第

二
期

は

「
女
給

」

と

い
う

言

葉

が

定

着

し
、

女

給

と

酒

が

存

在

感

を

示

し
始

め
た

時

代

で

あ

っ
た
。

つ
ま

り
、

カ

フ

ェ
ー
が

「
エ
ロ
」

化

し

て

い
く

要

素

を

十

分

に

は
ら

ん

で

い
た

の
で

あ

る
。

し

か

し
、

あ

く

ま

で

カ

フ

ェ
ー

は
飲

食

を
摂

る

こ
と

を

目

的

と

し
た

場

所

で
あ

っ
た
。

第
三
期

乱
　

立
　
期

-
関
東
大
震
災
か
ら
昭
和
四
年
1

　
関
東
大
震
災
後
、
都
市
の
復
興
の
中

で
カ
フ
ェ
ー
は
急
増
す
る
。
そ
の
様
子
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(18
)

「大
カ
フ
ェ
ー
乱
立
時
代
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
東
京
の
復
興
、
カ
フ
ェ
…

の
増
加
の
中
、
カ
フ
ェ
ー
、
女
給
は
共

に
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
期
の
カ
フ
ェ
ー
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
大
正

一
四

(
一
九
二
五
)

年
の

『讀
賣
新
聞
』
で
は
カ
フ
ェ
ー
を
、

　
①

「
第

一
の
は
来
店
す
る
客
が
女
給
目
当
て
に
来
る
よ
う
な
店
」

　
②

「第
二
の
は
酒
を
の
ん
で
天
下
泰
平
の
管
を
ま
か
ふ
と
云
ふ
目
的
で
客
の

　
　
　
　
来
る
店
」

③

「第
三
の
は
プ

ロ
ム
ナ
ー
ド
の
軽
い
疲
を
休
め
よ
う
と
す
る
人
達
や

「
女

　
　
　
　
給
の
ゐ
る
店
ぢ
あ
恥
つ
か
し
く
て
会
え
な
い
わ
」
と
云
ふ
ラ
ブ
サ
ン
の

　
　
　
　
　
　
(⑲
)

　
　
　
　
来
る
店
L

の
三
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。

　
こ
の
三
種
類
の
内
、
①
と
②
の
カ
フ
ェ
ー
に
つ
い
て
は

「
第

一
類
と
第
二
類
と

で
は
往
々
共
通
す
る
こ
と
が
あ
る
、
そ
の
分
析
に
於
て
非
常
な
る
困
難
を
感
ず
る

　
　
(20
)

も

の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
カ
フ
ェ
ー
で
も

「女
給
」

と

「酒
」
が
強

い
存
在
感
を
示
し
て
い
た
。
そ
し
て

「女
給
の
ゐ
る
店
ぢ
あ
恥
つ

か
し
く
て
会
え
な
い
わ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
行

っ
て
い
た
。

　
③

の
カ
フ
ェ
ー
は
、
第

一
期

の
カ
フ
ェ
ー
と
同
様

の
営
業
を
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
店
は
第
三
期
か
ら

「喫
茶
店
」
と
呼
ば
れ
、　
「
カ
フ
ェ
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(21
)

と

「喫
茶
店
」

は
区
別
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
カ
フ
ェ
ー
と
喫
茶
店
に
は
明
確

な
差
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
期
に
喫
茶
店
が
増
え
た
こ
と
は
、　

「殆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(22
)

ど
現
代
カ
フ
ェ
ー
界

の
新
傾
向
と
云
つ
て
よ
い
」
と
い
わ
れ
、
第

一
期

の
形

の
カ

フ
ェ
ー
が
少
数
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
女
給
と
酒
が
強
い
存
在
感
を
示
し
た
第
三
期
に
は
カ
フ
ェ
ー
、
女
給
が
取
締

の

対
象
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

取
締

の
内
容
と

し
て
は
、

未
成
年
者

へ
の
酒
の
販

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(23
)

売
、
店
内
で
客
の
行
う
博
打
、
女
給
の
密
売
春
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。
大
正

一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(24
)

年
前
後
に
は
、
女
給
の
売
春
問
題
を
報
じ
た
記
事
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
記
事
の
影
響
か
ら
、
女
給
と
売
春
を
結
び

つ
け
る
意
識
が
広
が

っ
た
。
こ

の
こ
と
に
関
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
銀
座
に
関
す
る
記
事
を
数
多
く
書

い
た
松
崎
天
民
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

誰
も
彼
も
が
生
計
の
喘
ぎ
に
営
々
と
し
て
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は

一
人

口
を

　
　
糊
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
今
日
、

彼
の
女
達
が
身
を
挺
し
て
、

カ
フ
ェ
ー
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の
女
と
な
る
覚
悟
に
は
、
悲
壮
な
感
情
さ

へ
流
れ
て
居
や
う
。
た
父
職
業
に

　
　
同
化
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
遂
に
は
性
的
危
地
に
身
を
堕
落
せ
し
め
、
十
人

　
　
に
二
人
か
三
人
の
割
合
に
、
情
話

の
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一

　
　
面
の
職
業
婦
人
的
破
綻
を
見
て
、

カ
フ
ェ
ー
の
女
に
私
娼
行
為
が
多
い
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(%
)

　
　
と
、
道
徳
的
批
判
を
下
し
て
居
る
が
、
今
日
の
大
勢
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
松
崎
は
、
女
給
が

「性
的
危
地
に
身

を
堕
落
」
し
や
す
い
場
所
に
位
置
し
、
女

給

の

「
十
人
に
二
人
か
三
人
の
割
合
に
、
情
話
の
ヒ
ロ
イ

ン
と
な
る
」
と
述
べ
て

い
る
。

こ
の

「情
話
の
ヒ
ロ
イ
ン
」
の
な
か
に
は

「私
娼
行
為
」
を
す
る
女
給
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(26
)

含
ま
れ
る
も
の
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
売
春
を
行
う
女
給
も

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
女
給
は
少
数
派
で
あ
り
、
基
本
的
に
女
給
の
サ
ー

ビ
ス
は
売
春
を
含
ま
な
か

っ
た
。

　

こ
の
こ
ろ
の
女
給
は

「
エ
プ

ロ
ン
女
給
」
と
も
呼
ば
れ
、
銘
仙
の
上
に
つ
け
た

白
い
エ
プ

ロ
ン
が
女
給
の
象
徴
で
あ

っ
た
。
こ
の
エ
プ

ロ
ン
は
、
女
給
が
あ
く
ま

で
も
給
仕
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
期
の
女
給
は
、
立

っ

て
接
客
を
行

い
、
客
の
隣
に
座
り
込
ん
で
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。

カ
フ
ェ
ー
は
あ
く
ま
で
、
客
が
女
給
と
酒
を
飲
む
場
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
カ
フ
ェ
ー
は
年
々
増
加
し
て
い

っ
た
。
カ
フ
ェ
ー

の
増
加
は
カ
フ
ェ
ー
の

一
般
化
を
招
き
、
新
聞
や
雑
誌
の
報
道
な
ど
も
通
じ
て
カ

フ
ェ
ー
は

一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
カ
フ
ェ
ー
へ
の
関
心
が

強
ま
る
の
は
昭
和
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
昭
和
四
年
、
警
視
庁
警
視
総
監
に
丸
山
鶴
吉
が
就
任
す
る
。
丸
山
は
、
警
視
庁

保
安
部
長
時
代
に
私
娼
取
締
を
行

っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
り
、
就
任
の
当
初
か
ら

カ
フ
ェ
ー
へ
の
対
策
が
注
目
さ
れ
た
。
実
際
に
丸
山
が
警
視
総
監
就
任
し
た
直
後

に
は
、
警
視
庁
管
下
の
カ
フ
ェ
ー
、
バ

ー
に
対
す
る
調
査
が
行
わ
れ
、
昭
和
四
年

九
月
に
は

「
「
カ
フ

ェ
ー
」　
「バ
ー
」
等
取
締
要
項
L

が
警
視
庁
管
下
の
各
所
に

通
牒
さ
れ
た
。
こ
の
カ
フ

ェ
ー
に
対
す
る
取
締
問
題
を
通
じ
て
新
聞
、
雑
誌
等
で

は
カ
フ

ェ
ー
の
報
道
を
増
や
し
て
い
く
。
昭
和
四
年

一
二
月
の

『
婦
人
公
論
』
で

は
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て

「
カ
フ
ェ
や
バ
ア
が
今
日
ほ
ど
社
会
の
問
題
と
し
て
、

や
か
ま
し
く
取
扱
わ
れ
て
ゐ
る
時
代
は
、
今
ま
で
に
な
い
」

と
述
べ
ら
れ
て

い

(
72
)

る
。
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
四
年
に
は
、
カ
フ
ェ
ー
が
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　
今
日
、
認
識
さ
れ
て
い
る
昭
和
初
期
の
カ
フ
ェ
ー
の
形
は
、
こ
の
第
三
期
に
形

成
さ
れ
た
。
カ
フ
ェ
ー
は
、
食
よ
り
酒
、
酒
よ
り
女
を
目
的
と
す
る
場
所
に
変
化

し
た
の
で
あ
る
。
女
給
の
売
春
問
題
な
ど
も
騒
が
れ
た
が
、
実
際
は
多
く
の
女
給

が
売
春
と
は
関
係
が
無
か

っ
た
。
し
か
し
、
カ
フ
ェ
ー
の
店
内
に
於
い
て
は
誘
惑

す
る
も
の
と
し
て
女
給
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

第
四
期

飽
　

和
　

期

ー
昭
和
五
年
か
ら
昭
和
八
年
前
期
1

　

カ

フ

ェ
ー

の
数

が

最

も
多

く

な

る

の
が

、

こ

の
第

四
期

で

あ

る

。

こ

の
時

代

は
、

数

が

増

え

る

に
従

っ
て
、

サ

ー

ビ

ス
が

過

剰

に
な

っ
て

い

っ
た
。

こ

の

こ
と

か
ら

、

カ

フ

ェ
ー

の
数

は
需

要

に
対

し

て
既

に
飽

和

状

態

に
な

っ
て

い

た

の
だ

と

考

え

ら

れ

る
。

こ

の
他

、

サ

ー

ビ

ス
が

過

剰

に
な

っ
た
背

景

に

は
、　

「
エ

ロ

・
グ

ロ

・
ナ

ン
セ

ン

ス
」

の
流

行

や

、

大

阪

の

カ

フ

ェ
ー
が

東

京

に
進

出

し

て
来

た

こ

と

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

る
。

　

昭

和

五

(
一
九

三
〇

)

年

に

は
、
　

「
エ

ロ

・
グ

ロ

・
ナ

ン
セ

ン

ス
」

が

流

行

し

た
。

こ

の
影

響

を
受

け

新

聞

・
雑

誌

で
も

「
エ
ロ
」
　

「
エ
ロ

・
グ

ロ
」

な
ど

の
単

語

が

使

わ

れ

は

じ

め
、

カ

フ

ェ
ー

は

エ

ロ
の
尖

端

と

し

て
報

じ

ら

れ

た
。

カ

フ

ェ
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窓史

ー

に

お

け

る

女
給

の
サ

ー

ビ

ス
が

「
エ

ロ

・
サ

…

ビ

ス
」

と

呼

ば

れ

る

の

は

こ

の

頃

か

ら

で

あ

る

。

　

大

阪

の
カ

フ

ェ
ー
進

出
が

、

東

京

の
カ

フ

ェ
ー

に

影
響

を
与

え

た
も

の
昭

和

五

年

か

ら

で

あ

っ
た
。

大

阪

の
カ

フ

ェ
ー

は
東

京

で

も
大

流

行

し
多

く

の
客

を
集

め

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

(28
)

た
。

そ

の
こ

と

は

当

時

の
新

聞

で
度

々
報

じ

ら

れ

て

い

る
。

大

阪

の

カ

フ

ェ
ー

は

店

の
大

き

さ

と
、

女
給

の
多

さ
、

そ

し

て

「
エ

ロ

・
サ

ー

ビ

ス
」

で
多

く

の
客

を

　

　

　

(29
)

吸

収

し

た

。

　

第

四

期

の

カ

フ

ェ
ー

は
女

給

が
客

の
話

し

相

手

と

な

り

、
酒

を
提

供

す

る
と

い

う

点

で
基

本

的

に
第

三

期

の
カ

フ

ェ
ー

と
変

わ

ら

な

い
。

し

か

し
、

女

給

の

サ

ー

ビ

ス

の

「
エ

ロ
」

ぶ

り

に

は

変
化

が

あ

ら

わ

れ

た
。

大

阪

の

カ

フ

ェ
ー

で

は
、

女

給

か

ら

エ
プ

ロ
ン
を

と

り
、

女
給

を
客

の
隣

に
座

ら

せ

て
接

待

さ

せ

た
。

こ
れ

に

よ

り

客

と

女
給

の
距

離

は
近

く

な

り
、

互

い

に

よ

り
誘

惑

し

や
す

く

な

り
、

誘

惑

さ

れ

や

す

く

な

っ
た

の
で

あ

る
。

こ

の
接

待
方

法

は
、

従

来

の
東

京

の

カ

フ

ェ
ー

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

(30
)

に

も

影
響

を

あ

た

え
、

東

京

の
カ

フ

ェ
ー

も

こ

れ

に
倣

う

よ
う

に

な

っ
た
。

　

大

阪

カ

フ

ェ
ー

の

進

出

は
、

東

京

で

の

カ

フ

ェ
ー

の

競

争

を

更

に
激

化

さ

せ

た

。
特

に
中

小

カ

フ

ェ
ー

で

は

「
エ

ロ
」

を
売

り

に

し

て
客

を
集

め

る
傾

向

が

強

　

　

(31
)

く

な

る

。

そ

れ

ら

の
中

小

カ

フ

ェ
ー

は

具
体

的

に
ど

の

よ
う

な

サ

;

ビ

ス
に

で

た

の
で

あ

ろ

う
。

永

井

荷

風

は
当

時

の
銀

座

の
小

カ

フ

ェ
:

に
就

い

て
次

の

よ
う

に

書

き

残

し

て

い
る

。

　

　

京

橋

河
岸

通

の
と

あ

る
露

地

に
バ

ラ

ッ
ク

の

カ

ヅ
フ

ェ
ー
あ

り
。

女

給

外

に

　

　

出

で

通
行

の
人

を

と

ら

へ
寄

り
添

ひ

て
私

語

す

る
様

甚

い
ぶ

か

し
け

れ

ば

、

　

　

入

り

て

見

る

に
、

女

四
、

五
人

あ

り
。

参

円

に

て
淫

を
売

る
と

い

ふ
。

五
円

出

せ
ば

二
階

の

一
室

に
案

内

し

て
女

二
、

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

(32
)

ま

に

い
か

な

る
事

を

も
す

る
と

い

ふ
。

三
人
裸
体
に
な
り
客
の
望
む
が
ま

　

こ

こ

か
ら

「
参

円

に
て
淫

を
売

る
」

な

ど
、

売

春

や
売

春

ま
が

い

の
行

為

を

し

て

い
た

こ
と

が

わ

か

る

。

ま

た
、

銀

座

の

一
角

に

は

「
銀
座

玉

の
井

」

と
呼

ば

れ

　

　

　

　

　
　

　

(33
)

る
場

所

が

登

場

し

た

。

こ

の
時

期

に
、

こ
う

い

っ
た

記
事

が

書

か

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

カ

フ

ェ
ー

の
風

俗
が

極

端

に
乱

れ

た

の
は
第

四
期

だ

と
言

う

こ
と

が

で
き

る
。

　

第

三

期

で
、

女

と

酒

を
飲

む

場
所

と

な

っ
た

カ

フ

ェ
ー

は
、

第

四
期

の
大

阪

カ

フ

ェ
ー

の
進

出
、
　

「
エ

ロ

・
グ

ロ

・
ナ

ン

セ

ン

ス
」

の
流

行

な
ど

に

よ

っ
て
女

給

に
よ

る

エ

ロ

・
サ

ー
ビ

ス
が

加

え

ら

れ

た
。

第
五
期

衰

　
退

　
期

ー
昭
和
八
年
後
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
開
始
に
向
け
て
ー

　
全
盛
を
極
め
た
カ
フ
ェ
ー
は
、
徐

々
に
数
を
減
ら
し
始
め
る
。
警
視
庁
保
安
課

が
昭
和
八

(
一
九
三
三
)
年
下
半
期
に
行

っ
た
娯
楽
機
関

の
調
査
を
、　

『東
京
朝

日
新
聞
』
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
来
る
年
も
来
る
年
も
増
加

の

一
途
を
た
ど
つ
た
カ
フ
ェ
ー
、
バ
ー
も
漸
く
飽

　
　
和
状
態
に
達
し
て
か
、

こ
の
下
半
期
に
は
珍
し
く
も
激
減
、　
(中
略
)
昨
年

　
　

二
月
に
施
行
さ
れ
た
や
か
ま
し
い
取
締
規
則
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
が
、
客
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(34
)

　
　
飽
き
た
た
め
と
当
局
で
は
見
て
ゐ
る

　
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
八
年
後
半
か
ら
カ
フ
ェ
ー
の
数
は
減
少
し
て
い

っ
た
。
原

因
の

一
つ
は
史
料
に
も
あ
る
よ
う
に

「
客
が
飽
き
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
。
時
代
は
、

カ
フ
ェ
ー
に
変
わ

っ
て
喫
茶
店
の
流
行
を
見
る
よ
う
に
な

っ
て
い

た
。

　
ま
た
、　
「
や
か
ま
し
い
取
締
規
則
」
も
減
少
の
原
因
の

一
つ
で
あ
る
。
昭
和
六

年
末
以
降
カ
フ
ェ
ー
や
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
関
わ
る
取
締
規
則
が
警
視
庁
か
ら
た
び
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近代 日本 におけ るカフェーの変遷

た
び
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
満
州
事
変
、
国
際
連
盟
の
脱
退
の
影
響
を
受
け

た
政
府
の
風
俗
統
制
と
の
関
わ
り
が
大
き
い
。
昭
和
八
年
の

「
特
殊
飲
食
店
取
締

規
則
」
以
降
も
女
給
に
対
す
る
禁
酒
令
が
昭
和

一
〇
年
に
、
昭
和

一
四
年

=

一月

か
ら
は
女
給
の
数
が
制
限
さ
れ
た
。

　

こ
の
時
期
の
カ
フ
ェ
ー
、
女
給
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。

第
五
期
の
カ
フ

ェ
ー
は
、
数
が
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
第
四
期
の
よ
う

な
飽
和
状
態
に
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
取
締
、
統
制
の
強
化
を
う
け
第
四
期

の
よ

う
な

「
エ
ロ
」

報
道
は
少
な
く
な

っ
た
。

実
際
に
も
、

第
四
期

の
よ
う
な

「
エ

ロ
」
さ
は
な
か
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
カ
フ
ェ
:
間

の
競
争
に

一
通
り
の
決
着

が
付
い
て
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
五
期
は
喫
茶
店
流
行
の
時
代
で
あ

っ
た
。
昭
和

=

年

の

『中
外
商
業
新
聞
』
で
喫
茶
店
は

「
サ
ー
ビ
ス
も
女
給
さ
ん
ほ
ど
濃
厚
で
な

い
偏
店
で
、　
「簡
単
な
飲
み
物
」
で
時
間
を
過
ご
す
場
所
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(35
)

三
期

の

「喫
茶
店
」
か
ら
あ
ま
り
変
化

の
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
、　
「新
興
喫
茶
」
な
る
も
の
が
現
れ
、
喫
茶
店
の
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
昭
和

二
ご
年
の

『
中
央
公
論
』
次

の
よ
う
な
記
事
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
新
興
喫
茶
は
特
殊
飲
食
店
規
則
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
純
喫
茶
異
な
り

　
　
従
業
婦
サ
ア
ヴ

ィ
ス
が
容
認
さ
れ
て
ゐ
る
。
純
喫
茶
な
ら
、
従
業
婦
女
子
は

　
　
珈
琲
紅
茶
の
類
を
運
び
、

一
寸
し
た
数
言
の
用
件
的
会
話
は
差
支
な
い
が
、

　
　
佇
立
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぬ
。
し
か
る
に
新
興
喫
茶
で
は
客
の
傍
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(36
)

　
　
腰
を
お
ろ
し
て
対
話
の
対
象
と
な
る
。

　
こ
の
記
事
か
ら
、　
「
新
興
喫
茶
」
が
、
カ
フ
ェ
…
や
バ
ー
を
取
り
締
ま
る
の
と

同
じ

「特
殊
飲
食
店
取
締
規
則
」
に
そ
う
形
で
営
業
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

カ
フ
ェ
ー
と
同
じ
よ
う
に
若

い
女
性
の
接
待
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ

れ
が
安
価
で
楽
し
め
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
カ
フ

ェ
ー
の
客
は
喫
茶
店
に
流
れ
て
い

っ
た
。

　
取
締
の
強
化
に
よ

っ
て
、
数
を
減
少
さ
せ
て
い
っ
た
カ
フ
ェ
ー
は
、
喫
茶
店

の

流
行
に
よ

っ
て
さ
ら
に
数
を
減
ら
す
こ
と
と
な

っ
た
。

お
　

わ
　

り
　

に

　
以
上
、
近
代
に
お
け
る
日
本

の
カ
フ
ェ
ー
の
変
遷
を
追

っ
た
。
純
粋
に
飲
食
を

摂
る
場
所
か
ら

「
エ
ロ
」

の
尖
端
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
る
ま
で
、
カ
フ
ェ
ー
は
少

し
ず

つ
変
化
し
て
し
て
い
っ
た
。

　
明
治
末
に
、

コ
ー
ヒ
…
や
紅
茶
、
洋
食
や
洋
酒
、
ビ
ー
ル
な
ど
を
提
供
す
る
飲

食
店
で
あ

っ
た
カ
フ
ェ
ー
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
飲
食
物
よ
り
も
そ
こ
で

働
く
女
給
た
ち
の
存
在
感
が
増
し
て
い

っ
た
。
し
か
し
、
関
東
大
震
災
が
起
こ
る

ま
で
は
、
あ
く
ま
で
飲
食
を
摂
る
店
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

　
関
東
大
震
災
後
、
都
市
が
急
激
に
復
興
し
て
い
く
中
で
カ
フ
ェ
ー
の
あ
り
方
も

変
化
し
て
い
く
。

酒
や

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
、

洋
食
を
食
う
場
所
か
ら
、

酒
を
飲

み
、
食
事
を
し
な
が
ら
女
給
と
の
会
話
を
楽
し
む
、
も
し
く
は
女
給
と
の
会
話
を

楽
し
み
な
が
ら
酒
を
飲
む
場
所
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
カ
フ
ェ
ー
に
更

に

「
エ
ロ
」
味
が
加
わ

っ
た
の
は
、

エ
ロ
・
グ

ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
の
流
行
、
大
阪

カ
フ
ェ
ー
の
東
京
進
出
が
起
こ
る
昭
和
五
年

の
こ
と
で
あ
る
。

　

「
エ
ロ
」

の
尖
端
と
さ
れ
、
町
の
い
た
る
所
に
姿
を
見
る
こ
と
に
な

っ
た
カ
フ

ェ
ー
で
あ

っ
た
が
、
昭
和
八
年
の
後
半
か
ら
は
減
少
し
始
め
る
。
こ
れ
に
、
特
殊

喫
茶
店
の
増
加
も
あ

い
ま

っ
て
カ
フ
ェ
ー
は
衰
退
し
て
い

っ
た
。

　
関
東
大
震
災
後
の
急
激
に
復
興
し
て
い

っ
た
東
京
は
、
同
時
に
大
衆
化
を
受
け

入
れ
て
い

っ
た
。
勿
論
、
震
災
前
か
ら
文
化
、
生
活
、
風
俗
の
大
衆
化
は
進

ん
で
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窓史

い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
勢

い
は
関
東
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
受
け
て
増
し
て
い

っ
た
。
震
災
後
に
み
え
る
カ
フ
ェ
ー
の
変
化
も
そ
こ
に
起
因
し
て
い
る
。

　
第

一
期
に
お
い
て
、
カ
フ
ェ
ー
が
数

を
増
や
し
た
原
因
の
一
つ
に
洋
食
の
大
衆

化
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
フ
ェ
:
は
常
に
大
衆

の
意
図
を
汲
ん
で
発
展
し
て

い

っ
た
。
第
三
期
以
降
の
大
衆
の
増
加
と
共
に
安
価
で
、
簡
単
に
異
性
と
関
わ
り

を
持
て
る
場
所

へ
の
変
化
や
、　
「
エ
ロ

・
グ

ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」

の
流
行
と
と
も

に
カ
フ

ェ
ー
の

「
エ
ロ
」
化
が
急
激
に
進
ん
だ
こ
と
も
当
然
の
流
れ
と
言
え
る
。

　
カ
フ
ェ
ー
は
常
に
大
衆
に
求
め
ら
れ
る
形
で
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
カ
フ
ェ

ー
が
社
会
風
俗
の

一
端
を
担

っ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
大
衆
文
化

の
広
が
り
、

そ
し
て
成
長
を
示
し
て
い
る
。

註(
1
)　

初
田
亨

『
カ
フ

ェ
ー
と
喫
茶
店
ー

モ
ダ

ン
都
市

の
た
ま
り
場
』

I
N
A
X
、

一
九

　
　
九
三
年

　
　

　
馬

場
伸
彦

「
カ

フ

ェ
と
い
う
疑
似
西
洋
体
験
」
　
『
文
学
史
を
読

み
か
え
る
』

三

　
　
イ

ン
パ
ク
ト
出
版
、

一
九
九

五
年

　
　

　
な
お
、
本
稿

で
は
本
文
中

に
引
用
す
る
史
料

に

つ
い
て
は
常
用
漢
字

に
改
め
た
。

　
　
人
名
、
史
料
名

に
つ
い
て
は
、
史
料
中

の
ま
ま
表
記
す

る
。

(
2
)
　
前
掲
、
馬

場

　
　

　
永
井
良
和

「解
説
近
代
都
市
文
化
と

「
大
阪
カ

フ
ェ
ー
の
東
征
」L
　

(『
カ
フ

ェ
ー

　
　
考
現
学
』
柏
書
房
、

二
〇
〇

四
年
)

(
3
)

前
掲
、
初

田

(
4
)
　
石
角

春
之
助

『銀
座
解
剖
図
第

一
篇
変
遷
史
』

丸

の
内
出
版
、
昭
和
九
年

(
『
近

　
　
代
庶
民
生
活
誌
第

二
巻
盛
り
場

・
裏
町
』
三

一
書
房

、

一
九
八

四
年
所
収
)

(
5
)

大
林
宗
嗣

『女
給
生
活

の
新

研
究
』

巖
松
堂
書
店
、
昭
和
七
年

(
『
近
代
婦
人
闘

　
　
題
名
著
選
集
社
会
問
題
編
第
三
巻
』

日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
三
年
復
刻
)

(
6
)

前
掲
、
大
林

(
7
)

前
掲
、
石
角

(
8
)
　

『讀
賣
新

聞
』
大
正

二
年

二

月

三
〇

日

(
9
)
　
前
掲

、
大
林

(
10
)
　

『
讀
賣
新

聞
』
大

正
二
年

一
一
月
三
〇

日
に
は
、
女
子
給
仕
を
使
用
し
て
い
る
カ

　
　
フ

ェ
ー
を
紹
介

し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、　

「
パ
ウ
リ

ス
タ
ー
が
ボ

ー
イ
で
あ
る
」
と
あ

　
　
る
。

(
11
)
　

『
讀
賣
新

聞
』
大

正
三
年
五
月

一
三
日

(
12
)
　

『
讀
賣
新

聞
』
大

正
四
年
九
月

一
七
日

(
13
)

前
掲
、
石
角

(
14
)
　

『
都
新

聞
』
大
正
七
年

六
月
七
日

(
15
)

前
掲
、
石
角

(
16
)
　

『
讀
曹
ハ新

聞
』
大

正
九
年
七
月
三
〇

日

(
17
)

前
同

(
18
)

前
掲
、
石
角

(
19
)
　

『
讀
賣
新
聞
』
大

正

一
四
年

=

月

一
四
日

(
20
)

前
同

(
21
)
　
中
央
職
業
紹
介
事
務
所
編

『東
京
大
阪
両
市

に
於
け
る
職
業
婦
人
調
査

(
女
給
)
』

　
　
大
正

一
五
年

(
『
労
働
事
情
調
査
資
料
集
第
二
巻

婦
人
労
働
事
情
』

青
史
社
、

一
九

　
　
九

六
年
所
収
)
で
は
、　

「
調
査
範
囲
」

の
項

で

「
女
給

と
言
ふ
言
葉

に
依

つ
て
代
表

　
　
さ
れ

る
も

の
は
相
当
範
囲

の
広

い
も

の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
本
調
査

で
は
所
謂
ヵ

フ

　
　

ェ
1
女
給
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ

に
西
洋
料
理
、
喫
茶
店
な
ど
に
働
く
も

の
を
も
加

　
　
え
た
る
意
味

の
近
代
的

エ
プ

ロ
ン
女
給

に
制
限
し
て
調
査
す

る
こ
と

玉
し
た
。
」

と

　
　
述

べ
、
カ
フ

ェ
ー
と
喫
茶
店
を
分
け

て
い
る
。

(
22
)
　

『
讀
賣
新
聞
』
大
正

一
四
年

一
一
月

一
四
日

(
23
)
　

『
讀
賣
新
聞
』
大
正

一
四
年

六
月
九

目

(
24
)
　

『讀
賣
新
聞
』
大
正

一
四
年

八
月
七

日

(
25
)

松
崎
天
民

『
銀
座
』
銀
ぶ
ら
ガ
イ
ド
社
、
昭
和

二
年

(
筑
摩
書
房

、
二
〇
〇

二
年

　
　
復

刻
)

(
26
)　
大

阪
で
、

カ
フ

ェ
ー
、
女
給

の
調
査
を
し
て

い
た
、
村
島
歸
之
や
、
大
林
も
同
様

　
　

の
見
解

を
見

せ
て
い
る
。

　
　
　
前
掲
、
大
林

　
　
　
村
島
歸
之

『
歓
楽

の
王
宮
　
カ

フ
ェ
ー
』

文
化
生
活
研
究
会

、
昭
和

四
年

(
『
カ
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フ

ェ
ー
考

現
学
』
柏
書
房
、
二
〇
〇

四
年
所
収
)

(
27
)
　
岡
田
三
郎

「女
給
を
妻
に
し
て
　
妻

に
與

う
」
　
『
婦
人
公
論
』
昭
和

四
年

一
二
月

(
28
)
　

『讀
賣
新
聞
』
昭
和
五
年

一
〇
月

二
〇
で
は
、
大
阪

カ
フ

ェ
ー

「美
人
座
」
　
「
日

　
　
輪
」

の
繁

盛
ぶ
り
が
報
じ
ら
れ

て
い
る
。

(
29
)
　
田
崎

宣
義
氏

は
東
京

の
カ

フ
ェ
ー
を

一
変

さ
せ
た
理
由
と
し
て
、
客

一
人

に
、
女

　
　
給

一
人
の
濃
厚

な

エ
ロ
・
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
力

に
も

の
を

い
わ
せ
た
大
規
模
さ
と
、

　
　
そ
れ
を
ペ
イ
す

る
大
衆
性
、
の
二

つ
を
あ
げ

て

い
る
。

　
　

　
田
崎

宣
義

「都
市
文
化

と
国
民
意
識
」　

『講
座

日
本
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一

　
　
九
八
五
年

(
30
)
　
前
掲
、
大
林

(
31
)
　

『讀
賣
新

聞
』
昭
和
六
年

二
月

二
三

日

(
32
)　
永
井
荷
風

『
断
腸
亭

日
乗
』
(
『
新
版
　
断
腸
亭
日
乗
』
第

三
巻

、
岩
波
書
店
、
二

　
　
〇
〇

一
年
)

(
33
)　

安
藤
更

正

『
銀
座
細
見
』
春
陽
堂
、
昭
和

六
年

(
中
央
公
論
社

、

一
九
七
七
年
復

　
　
刻
)

(
34
)　

『東
京
朝

日
新
聞
』
昭
和
九
年
三
月

一
三

日

「
昨
年

二
月
に
施
行
さ
れ
た
や
か
ま

　
　
し

い
取
締
規
則
」
と
は
昭
和

八
年

一
月
に
警
視
庁
が
通
牒
し
た

「
特
殊
飲
食

店
取
締

　
　
規

則
」

の
こ
と

で
あ
る
。

(
35
)
　

『中
外
商
業
新
聞
』
昭
和

=

年
四
月
二
日

(
36
)

新
居
格

「
新
興
喫
茶
i
純
喫
茶
　
風
俗
時
評
と
し

て
」　
『
中
央
公
論
』
昭
和

二
二

　
　
年
六
月
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