
京
都
の
喫
茶
文
化
に

育
て
ら
れ
て

　

六
曜
社
を
創
業
し
た
の
は
、
奥
野
薫

平
さ
ん
の
祖
父
・
實
さ
ん
と
祖
母
の
八

重
子
さ
ん
。
２
人
の
出
会
い
は
敗
戦
翌

年
の
旧
満
州
だ
と
い
う
。
實
さ
ん
は
奉

天
で
喫
茶
店
を
営
ん
で
お
り
、
日
本
に

引
き
揚
げ
た
後
、
実
家
が
あ
っ
た
京
都

で
再
び
開
い
た
の
が
六
曜
社
だ
っ
た
。

　

實
さ
ん
は
戦
後
の
京
都
で
六
曜
社
を

人
気
店
に
育
て
る
と
と
も
に
、
３
人
の

息
子
た
ち
も
育
て
た
。
大
人
に
な
っ
た

彼
ら
は
店
の
経
営
に
か
か
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
、
三
男

の
修
さ
ん
が
薫
平
さ
ん
の
父
親
だ
。
薫

平
さ
ん
が
幼
い
頃
を
振
り
返
る
。

「
父
は
よ
く
喫
茶
店
を
巡
っ
て
い
て
、

自
分
も
連
れ

て
行
っ
て
も

ら
っ
て
い
ま

し
た
。
ほ
と

ん
ど
が
六
曜

社
と
同
じ
個
人
経
営
の
喫
茶
店
。
父
は

何
か
を
観
察
す
る
よ
う
な
そ
ぶ
り
は
見

せ
ず
、
そ
こ
で
の
時
間
を
ゆ
っ
た
り
と

味
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
」

　

喫
茶
店
に
ま
つ
わ
る
原
体
験
は
も
う

一
つ
あ
る
。
同
じ
京
都
の
老
舗
〈
イ
ノ

ダ
コ
ー
ヒ
〉
で
の
出
来
事
だ
。

「
名
物
の
ス
パ
ゲ
テ
ィ
を
頼
ん
だ
と
き
、

体
に
合
わ
な
か
っ
た
の
か
戻
し
て
し
ま

っ
た
。
で
も
、
年
配
の
男
性
ス
タ
ッ
フ

が
、
嫌
な
顔
一
つ
せ
ず
、
ひ
ざ
ま
ず
く

よ
う
に
し
て
片
づ
け
て
く
れ
た
。
喫
茶

店
っ
て
優
し
い
人
が
い
る
場
所
な
ん
だ

と
心
に
刻
ま
れ
ま
し
た
」

　

薫
平
さ
ん
は
高
校
卒
業
後
、
や
は
り

京
都
の
名
店
の
〈
前
田
珈
琲
〉
で
ア
ル

バ
イ
ト
を
始
め
た
。
当
時
は
将
来
を
見

据
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

六
曜
社
を
知
る
同
店
二
代
目
の
代
表
が
、

「
い
ず
れ
は
家
業
を
継
ぐ
の
だ
ろ
う
」

と
配
慮
し
、
自
身
の
父
親
で
あ
る
創
業

者
の
そ
ば
で
仕
事
を
学
ぶ
機
会
を
与
え

て
く
れ
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
正
社
員
と

し
て
登
用
さ
れ
、
喫
茶
店
の
仕
事
の
イ

ロ
ハ
を
学
ん
で
い
く
こ
と
に
。
京
都
の

喫
茶
文
化
に
抱
か
れ
て
育
っ
た
こ
と
が
、

薫
平
さ
ん
の
今
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

過
去
を
尊
重
し
な
が
ら

必
要
な
と
こ
ろ
は
改
革

　

26
歳
の
と
き
、
薫
平
さ
ん
は
自
分
の

店
を
開
い
た
。

「
前
田
珈
琲
で
創
業
者
か
ら
二
代
目
に

バ
ト
ン
が
渡
る
の
を
間
近
で
見
て
、
自

分
も
六
曜
社
を
引
き
継
ぎ
た
い
と
思
い

始
め
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
父
に
相
談

し
た
の
で
す
が
、
断
ら
れ
た
ん
で
す
。

当
時
の
六
曜
社
の
経
営
状
況
が
よ
く
な

い
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
あ
と
を
継
が

せ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
よ
う
で
」

　

実
家
を
手
伝
え
な
い
の
な
ら
と
、
自

1

コ
ー
ヒ
ー
は
主
役
に
あ
ら
ず

京
都
市
内
の
河
原
町
に
あ
る
六ろ
く

曜よ
う

社し
ゃ

珈
琲
店
（
以
下
、
六
曜
社
）
の
開
店
は
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）。
半
世
紀

を
超
え
る
歴
史
を
も
つ
名
店
は
、
大
衆
的
で
あ
り
な
が
ら
、
丁
寧
な
お
も
て
な
し
、
お
い
し
い
コ
ー
ヒ

ー
、
客
船
の
キ
ャ
ビ
ン
の
よ
う
な
重
厚
な
内
装
が
相
ま
っ
て
醸
し
出
す
雰
囲
気
で
、
多
く
の
人
々
を
魅

了
し
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
現
在
、
店
主
を
務
め
る
の
は
創
業
者
の
孫
の
奥
野
薫く
ん

平ぺ
い

さ
ん
。
41
歳
の
三
代

目
が
見
出
す
、
古
き
よ
き
喫
茶
店
が
も
つ
価
値
や
そ
れ
を
守
る
こ
と
の
意
義
に
つい
て
聞
き
ま
し
た
。

〈
時
間
を
彩
る
〉価
値
を
信
じ
て

【継承】
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ら
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
目
指
し
た

の
が
独
立
だ
。
薫
平
さ
ん
は
同
じ
京
都

に
開
い
た
店
の
経
営
に
奔
走
す
る
。
だ

が
、
六
曜
社
の
そ
ば
を
通
り
か
か
る
た

び
、
客
足
が
い
ま
ひ
と
つ
な
の
は
わ
か

っ
た
。
そ
れ
が
常
に
気
が
か
り
だ
っ
た
。

　

４
年
後
、
修
さ
ん
が
体
調
を
崩
し
営

業
が
一
部
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
き

っ
か
け
に
、
祖
母
を
通
し
も
う
一
度
六

曜
社
へ
の
参
画
を
申
し
出
る
と
、
今
度

は
認
め
ら
れ
た
。
２
０
１
３
年（
平
成
25
）

の
こ
と
で
あ
る
。
以
降
12
年
間
に
わ
た

り
、
店
の
先
頭
に
立
つ
。

　

薫
平
さ
ん
は
、
六
曜
社
を
現
代
の
流

行
に
合
わ
せ
た
り
、
店
舗
の
数
を
増
や

し
た
り
す
る
こ
と
に
関
心
は
な
か
っ
た

が
、
末
永
く
営
業
を
継
続
し
て
い
く
た

め
の
変
化
に
は
意
欲
的
だ
。
賃
貸
物
件

だ
っ
た
建
物
の
購
入
に
踏
み
き
っ
た
り
、

画
一
的
だ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
に
柔
軟
性
を

も
た
せ
た
り
と
い
っ
た
変
革
を
進
め
た
。

　

コ
ー
ヒ
ー
に
は
ト
レ
ン
ド
が
あ
る
。

焙
煎
も
手
が
け
る
薫
平
さ
ん
は
、
今
求

め
ら
れ
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
が
ど
ん
な
も

の
か
は
当
然
把
握
し
て
い
る
。
技
術
的

に
も
そ
こ
に
近
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
自

負
は
あ
る
。

「
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
う
と
、
六
曜
社

で
出
し
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
は
〈
お
い
し

く
し
過
ぎ
な
い
よ
う
に
〉
し
て
い
る
ん

で
す
。
少
し
雑
味
が
あ
っ
て
、
ク
セ
も

あ
る
、
昔
な
が
ら
の
喫
茶
店
ら
し
い
六

曜
社
の
コ
ー
ヒ
ー
に
慣
れ
親
し
ん
で
く

れ
て
い
る
人
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
崩
し

た
く
な
い
」

　

過
去
を
尊
重
し
な
が
ら
、
必
要
な
と

こ
ろ
を
丹
念
に
改
め
て
い
く
。
そ
の
こ

だ
わ
り
は
、
長
い
年
月
の
な
か
で
生
ま

れ
た
バ
ラ
ン
ス
に
こ
そ
六
曜
社
の
魅
力

は
宿
っ
て
い
て
、
何
か
を
安
易
に
変
え

る
と
そ
れ
が
損
な
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
危
惧
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に

も
映
る
。
あ
た
か
も
絵
画
の
修
復
士
や

寺
社
を
補
修
す
る
宮
大
工
の
よ
う
な
仕

事
を
、
薫
平
さ
ん
は
続
け
て
い
る
。

「
こっ
ち
の
方
が
い
い
」と

来
て
く
れ
る
人
が
い
る
限
り

　

祖
父
母
の
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
て

き
た
教
え
に
「
お
客
さ
ん
の
テ
ー
ブ
ル

の
時
間
を
守
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

テ
ー
ブ
ル
を
快
適
に
保
ち
、
席
で
の
時

間
を
い
か
に
心
地
よ
い
も
の
に
で
き
る

か
に
六
曜
社
は
こ
だ
わ
っ
て
き
た
。
コ

ー
ヒ
ー
が
主
役
で
は
な
い
。
そ
こ
で
過

ご
す
時
間
を
ど
う
彩
る
か
の
方
が
大
事

だ
と
す
ら
言
わ
れ
て
き
た
。

「
そ
れ
を
空
気
の
よ
う
な
存
在
と
し
て

や
る
。
気
づ
い
た
ら
お
冷
や
が
足
さ
れ
、

喫
煙
の
で
き
る
時
間
な
ら
灰
皿
が
き
れ

い
に
な
っ
て
い
る
の
が
理
想
で
す
」

　

セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
が
主
流
の
カ
フ
ェ

な
ど
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た
配
慮
だ
。

「
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
省
か
れ
て
い
っ

て
い
ま
す
よ
ね
。
人
と
人
の
か
か
わ
り

が
減
り
、
そ
の
と
き
に
生
ま
れ
て
い
た

感
情
の
動
き
も
失
わ
れ
て
い
る
。
で
も
、

う
ち
の
よ
う
な
喫
茶
店
が
伝
え
た
い
本

質
は
、
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
も
思
う
」

　

席
数
の
限
ら
れ
た
六
曜
社
で
は
、
一

部
で
相
席
で
の
案
内
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
知
り
合
い
で
は
な
い
人
と
同
じ
テ

ー
ブ
ル
を
使
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
も
う

と
す
れ
ば
、
当
然
互
い
の
配
慮
が
必
要

に
な
る
。
そ
れ
は
ス
ト
レ
ス
や
不
便
で

し
か
な
く
、
省
か
れ
る
べ
き
も
の
な
の

か
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
や
価
値
は

な
い
の
か
。

「
こ
っ
ち
の
方
が
い
い
ね
と
言
っ
て
来

て
く
れ
る
人
が
い
る
限
り
は
、
意
味
は

あ
る
は
ず
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
続
け
て

い
こ
う
と
思
え
る
ん
で
す
よ
ね
」

　

手
応
え
は
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と

で
、
直
接
人
と
会
う
こ
と
が
難
し
く
な

っ
た
学
生
が
六
曜
社
に
集
ま
り
だ
し
、

常
連
が
増
え
た
の
だ
と
い
う
。

「
連
絡
は
ス
マ
ホ
を
使
え
ば
い
く
ら
で

も
と
れ
ま
す
。
で
も
、
顔
を
合
わ
せ
て

話
す
の
も
い
い
な
っ
て
、
伝
わ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
」

　

伝
え
た
い
本
質
が
あ
っ
て
、
選
ん
で

く
れ
る
人
が
い
る
。
だ
か
ら
続
け
る
。

原
動
力
は
、
シ
ン
プ
ル

な
思
い
に
あ
る
。

（
２
０
２
４
年
11
月
１
日
取
材
）
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