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❂

は
じ
め
に
…

　
１
９
１
２
（
大
正
元
）
年
７
月
30
日
の
深
夜

０
時
43
分
、
明
治
天
皇
崩
御
に
伴
い
、
新
た
な

元
号
〝
大
正
〟
が
始
ま
っ
た
。

　
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
の
立
場
を
獲
得
し
、

列
強
各
国
と
肩
を
並
べ
る
に
至
っ
た
怒
涛
の
明

治
時
代
。
そ
の
近
代
化
の
波
を
受
け
継
ぐ
大
正

時
代
は
、
現
代
社
会
の
礎
を
築
く
上
で
最
も
重

要
な
時
代
と
言
え
よ
う
。

　
新
た
な
情
報
伝
達
の
方
法
と
し
て
ラ
ジ
オ
が

登
場
し
、
今
ま
で
貴
族
中
心
で
行
わ
れ
て
き
た

選
挙
制
度
に
民
間
人
も
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
民
衆
の
力
が
強
ま
る

こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
労
働
の
在
り
方
も
見
直

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
の
労
働
組
合
の
基
盤

が
出
来
上
が
っ
た
の
も
大
正
時
代
だ
。

　
さ
ら
に
、
職
業
婦
人
と
呼
ば
れ
る
女
性
た
ち

が
社
会
に
進
出
し
、
バ
ス
ガ
イ
ド
や
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
ガ
ー
ル
な
ど
、
女
性
特
有
の
職
業
が
生
ま

れ
た
の
も
こ
の
時
代
の
特
徴
の
一
つ
だ
。

　
他
の
時
代
と
比
較
す
る
と
僅
か
15
年
し
か
な

か
っ
た
大
正
時
代
に
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た

ち
の
生
活
環
境
に
通
ず
る
事
柄
が
あ
ふ
れ
て
い

る
。
ま
た
、昨
今
ブ
ー
ム
の
『
鬼
滅
の
刃
』（
吾

峠
呼
世
晴
／
著
、集
英
社
、ジ
ャ
ン
プ・コ
ミ
ッ

ク
ス
）
で
は
、
作
品
の
時
代
背
景
と
し
て
も
描

か
れ
て
い
る
。
方
々
で
注
目
を
集
め
る
こ
の
時

代
を
振
り
返
る
に
あ
た
り
、
図
書
館
資
料
を
通

し
て
、
様
々
な
視
点
か
ら
こ
の
時
代
を
検
証
し

て
い
こ
う
と
思
う
。

　
元
号
〝
大
正
〟
は
、
中
国
儒
教
の
経
典
『
易

経
』
に
由
来
し
、「
民
衆
の
言
葉
を
受
け
入
れ
、

正
し
い
ま
つ
り
ご
と
が
行
わ
れ
る
」
と
い
う
願

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
元
号
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
以
前
『
シ
イ
ビ

ブ
リ
ア
v
o
l
.

37
』（
２
０
１
９
年
５
月
31

日
発
行
）
で
も
特
集
し
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
そ

ち
ら
も
お
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
１
９
０
４
（
明
治
37
）
年
に
起
き
た
日
露
戦

争
で
勝
利
し
た
日
本
は
、
朝
鮮
半
島
、
樺
太
の

南
半
分
の
利
権
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
賠
償
金
を
得
る

こ
と
は
で
き
ず
、
や
む
な
く
国
民
へ
重
税
を
強

い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
大
正
時
代
ま
で
続

い
た
。
当
時
の
政
権
は
、
伊い

と
う
ひ
ろ
ぶ
み

藤
博
文
の
後
継

で
あ
る
西さ

い
お
ん
じ

園
寺
公き

ん
も
ち望

と
陸
軍
に
所
属
し
て
い

た
桂か

つ
ら
た
ろ
う

太
郎
が
交
互
に
総
理
大
臣
を
務
め
て
お

り
〝
桂け

い
え
ん
じ
だ
い

園
時
代
〟
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の

二
人
に
よ
る
軍
閥
寄
り
か
つ
独
占
的
な
政
権
に
、

民
衆
は
不
満
を
募
ら
せ
、
憲
政
擁
護
運
動
を
引

き
起
こ
す
。
そ
し
て
１
９
１
３
（
大
正
２
）
年

２
月
10
日
、
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
国
民
が
議
会

を
包
囲
す
る
ま
で
に
至
り
、
そ
の
数
は
優
に
数

万
人
を
超
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
騒
動
に

よ
り
、
翌
２
月
11
日
、
桂
内
閣
は
総
辞
職
に
追

い
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
出
来
事
は
後

に
〝
大
正
政
変
〟
と
呼
ば
れ
、
民
衆
の
力
が
政

権
を
覆
し
た
と
い
う
歴
史
的
に
重
要
な
最
初
の

事
例
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
政
治
の
根
幹

が
見
直
さ
れ
、
現
代
に
も
つ
な
が
る
政
党
政
治

の
基
礎
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
民
主
主
義
の

発
展
に
よ
る
自
由
主
義
的
な
風
潮
が
萌
芽
す
る

き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
。



暮
ら
し
・
文
化
か
ら
見
る
大
正
時
代

ンドウを自由に眺めながら気軽に買い物気分を味わえる " ウイン
ドーショッピング " が盛んに行われた。これを契機に、デパートの
大衆化はよりいっそう進んだとされている。

　当時のデパートは土足厳禁
で、スリッパに履き替えるか
靴にカバーをかけて入店する
のが常識だった。しかし1923

（大正12) 年、白木屋神戸店が
土足による入店を実施したこ
とで、大衆がデパートへ足を
運びやすくなり、ショーウィ

▶ 

白
木
屋
呉
服
店  

陳
列
棚

▲明治末期の浅草六区

休日には多くの民衆が集い、東京
の観光名所としても名を馳せた。

　ここで言う " 女学生 " とは、12 ～ 1７歳の少女を対
象とした高等女学校生のことを指す。
　女学校は、一般教養から始まり、花嫁修業も兼ね
た授業を学ぶ場であったが、その内容をひも解くと
「え…そんなことまで…？」というようなことも多々
見受けられる。　
　例えば、「家に泥棒が押し入った際の対処法」や「い
い卵の見分け方は、眼球が生き生きとして肛門がよ
くひきしまった鶏が産んだものがよい」などがある。
　卵の選び方に関しては、もはや生きのいい鶏の選
び方である。

大
正
が
生
ん
だ
”新

し
い
女”

像

　戦争で外国製品の輸入が途絶えたこと
で、日本国内では重化学工業の需要が急
速に高まった。それに伴い、日本各地で
創業ブームが起こり、現代にも受け継が
れる数多の技術が誕生した。
　マヨネーズの金字塔 " キユーピー株式
会社 " や、長く国民に愛されているお菓
子・グリコの " 江崎グリコ株式会社 " は
有名だろう。
　さらに、現代の電機メーカーを代表す
る " シャープ株式会社 " やカメラブラン
ドの "株式会社ニコン "、数多くの映画や
ドラマを発信する " 日活株式会社 " も大
正時代に生まれた。

大
た い し ょ う じ だ い

正時代の創
そ う ぎ ょ う

業ラッシュ‼

潜
せ ん に ゅ う

入‼突
と つ げ き

撃・百
ひ ゃ っ か て ん

貨店‼衝
し ょ う げ き

撃‼女
じ ょ が く せ い

学生の実
じ っ た い

態‼
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・
キ
ネ
マ
（
映
画
）

　
当
時
は
〝
活
動
写
真
〟
と
呼
ば
れ
、
初
め
て

日
本
で
上
映
さ
れ
た
の
は
１
８
９
６
（
明
治

29
）
年
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
東
京
・
浅
草
六

区
を
中
心
に
栄
え
、
当
初
は
、
動
く
写
真
に
字

幕
と
活
動
弁
士
に
よ
る
場
面
の
状
況
説
明
が
加

え
ら
れ
た
無
声
映
画
が
主
流
だ
っ
た
。

・
オ
ペ
ラ

　

１
９
１
２
（
大
正
元
）
年
、
イ
タ
リ
ア
人

の
演
劇
家
ロ
ー
シ
ー
が
帝
国
劇
場
に
招
か
れ

た
。
彼
の
門
下
生
が
中
心
と
な
り
〝
浅
草
オ

ペ
ラ
〟
が
形
成
さ
れ
、『
ア
イ
ー
ダ
』
な
ど
の

名
作
が
上
演
さ
れ
た
。
田た

や谷
力り

き
ぞ
う三
を
は
じ
め
、

高た
か
ぎ
と
く
こ

木
徳
子
な
ど
多
く
の
ス
タ
ー
が
誕
生
し
、〝
ペ

ラ
ゴ
ロ
〟（
※
オ
ペ
ラ+

ゴ
ロ
ツ
キ
の
略
）
と

呼
ば
れ
る
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
も
生
ま
れ
た
。

　
大
正
時
代
は
、
女
性
の
躍
進
が
著
し
い
時
代

だ
。
こ
れ
ま
で
の
女
性
像
は
、
男
性
の
一
歩
後

ろ
に
控
え
る
…
い
わ
ゆ
る
良
妻
賢
母
が
主
流
で

あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
も
女
性
教
育
の

基
本
理
念
と
し
て
根
付
い
て
い
た
。
し
か
し
、

大
正
期
を
境
に
自
立
す
る
女
性
が
増
え
始
め
た

の
も
事
実
だ
。

　
代
表
的
な
の
は
、
１
９
１
１
（
明
治
44
）
年

に
発
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
青せ

い
と
う鞜

』
の
「
元
始
、
女

性
は
太
陽
で
あ
っ
た
」
の
一
文
で
も
知
ら
れ
る

平
塚
ら
い
て
う
だ
。
本
名
・
平ひ

ら
つ
か
は
る

塚
明
は
、
文
芸

と
婦
人
運
動
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
こ
れ
ま

で
の
女
性
の
在
り
方
に
風
穴
を
開
け
た
人
物
で

も
あ
っ
た
。
当
初
、『
青
鞜
』
は
婦
人
向
け
の

文
芸
誌
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
徐
々
に
婦
人

問
題
や
女
性
の
言
論
と
思
想
の
自
由
を
主
張
す

る
内
容
へ
と
移
行
し
、
さ
ら
に
そ
の
活
動
は
婦

人
解
放
運
動
に
ま
で
発
展
す
る
。か
く
し
て〝
新

し
い
女
〟
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
当
時
の
流

行
語
に
も
な
っ
た
そ
う
だ
。

▼
職
業
婦
人
の
台
頭

　
元
祖
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
と
呼
べ
る
職
業
婦

人
は
、
大
正
時
代
に
お
お
い
に
活
躍
し
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
企
業
側
が
安
価
で
雇
え
る
労
働

力
を
求
め
た
こ
と
や
、
戦
後
の
不
況
に
よ
り
女

性
が
働
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
女
性
の
自
立
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　
職
業
婦
人
と
は
、『
日
本
労
働
年
鑑
』（
大
正

10
年
刊
行
）
に
お
い
て
「
多
少
の
事
務
又
は
技

術
的
能
力
を
有
す
る
、
被
傭
者
お
よ
び
営
業
者

と
し
て
独
特
の
地
位
を
有
す
る
女
子
」
と
定
義

さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の

仕
事
に
あ
た
る
、
事
務
員
や
店
員
、
医
療
な
ど

の
専
門
職
、
女
給
な
ど
が
該
当
し
、
肉
体
労
働

系
の
職
業
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
の
が
特
徴
だ
。

男
性
と
比
較
す
る
と
低
賃
金
で
簡
単
な
仕
事
し

か
任
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
当
時

の
雑
誌
や
新
聞
で
特
集
さ
れ
る
な
ど
、
職
業
婦

人
の
存
在
は
新
時
代
の
象
徴
と
し
て
認
知
さ
れ

て
い
っ
た
。

▼
モ
ガ
＆
モ
ボ

　
大
正
末
期
に
登
場
し
た
モ
ダ
ン・ガ
ー
ル（
通

称
：
モ
ガ
）
と
モ
ダ
ン
・
ボ
ー
イ
（
通
称
：
モ

ボ
）
の
存
在
は
、
大
正
ロ
マ
ン
を
語
る
上
で
欠

か
せ
な
い
。

　
断
髪
に
洋
服
を
着
こ
な
し
、
キ
リ
ッ
と
描
い

た
眉
に
つ
け
ぼ
く
ろ
、
爪
に
施
さ
れ
た
マ
ニ

キ
ュ
ア
、時
代
の
最
先
端
を
行
く
モ
ダ
ン・ガ
ー

ル
。
山
高
帽
子
に
ロ
イ
ド
眼
鏡
、
セ
ー
ラ
ー
パ

ン
ツ
に
ス
テ
ッ
キ
を
翻
す
モ
ダ
ン
・
ボ
ー
イ
を

連
れ
、
銀
座
を
颯
爽
と
歩
く
彼
女
た
ち
は
、
ま

さ
に
〝
新
し
い
女
〟
の
代
表
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
当
時
は
ま
だ
女
性
に
対
す
る
良
妻

賢
母
の
風
潮
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
た
め
、
彼

女
た
ち
に
向
け
ら
れ
る
視
線
は
決
し
て
歓
迎
す

る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

今
で
こ
そ
女
性
が
活
躍
す
る
時
代
に
な
っ
て
い

る
が
、
当
時
の
日
本
で
は
憧
れ
と
同
時
に
嘲
笑

の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。

　
　
　
　
　
　
❖
　
❖
　
❖

　
大
正
時
代
を
振
り
返
る
と
、
現
代
と
の
共
通

点
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、

当
時
と
比
較
す
る
と
は
る
か
に
多
く
の
選
択
肢

が
私
た
ち
に
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
図
書
館
は
、
現
代
の
私
た
ち
と
過
去
を
つ
な

ぐ
知
識
の
社
交
場
で
も
あ
る
。
今
特
集
で
少
し

で
も
そ
れ
を
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
だ
。

　
大
正
時
代
初
期
は
、
大
衆
文
化
が
お
お
い
に

花
開
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
ラ
ジ
オ
放
送
が
は

じ
ま
り
、
週
刊
誌
の
創
刊
が
全
盛
期
を
迎
え
、

１
９
１
５
（
大
正
４
）
年
に
は
日
本
初
の
地
下

鉄
道
も
開
通
し
た
。
ま
た
、〝
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
〟
の
動
き
が
活
性
化
し
、
民
衆
一
人
一
人

が
自
己
の
確
立
を
意
識
し
始
め
た
転
機
で
も

あ
っ
た
。
で
は
、
そ
れ
ら
が
発
展
し
た
背
景
を

見
て
い
こ
う
。

▼
ラ
ジ
オ
放
送

　

海
外
で
は
す
で
に
選
挙
の
結
果
発
表
や
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
目
的
で
活
用
さ
れ
て
い
た

が
、
日
本
で
正
式
に
公
共
機
関
を
通
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
の
は
１
９
２
５
（
大
正
14
）
年
３

月
22
日
の
こ
と
だ
。
し
か
し
非
公
式
な
放
送
は
、

１
９
２
３
（
大
正
12
）
年
９
月
１
日
、
関
東
大

震
災
時
点
で
す
で
に
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ

の
内
容
は
デ
マ
ば
か
り
で
情
報
と
呼
べ
る
も
の

は
少
な
く
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
て
混
乱
が
起
き

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
よ
う
だ
。
情
報
の

取
捨
選
択
が
求
め
ら
れ
る
点
は
、
現
代
社
会
と

同
じ
だ
ろ
う
。

▼
食
生
活

　
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
、
第
一
次
世
界
大

戦
を
皮
切
り
に
、
日
本
は
泥
沼
の
戦
争
期
へ
と

突
入
す
る
。
当
時
、
国
内
で
生
産
さ
れ
る
米
の

大
半
が
軍
用
米
に
回
さ
れ
た
た
め
、
国
民
へ
充

分
な
配
分
が
行
き
届
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
国
民
は
、
米
の
配
分
を
で
き
る
だ

け
国
内
に
回
す
よ
う
嘆
願
し
た
が
、
こ
れ
を
当

時
の
政
権
は
撥
ね
つ
け
た
。
そ
の
た
め
、
国
民

は
米
の
不
当
な
移
出
を
阻
止
す
べ
く
実
力
行
使

に
動
き
出
す
ほ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
結
果
、

い
わ
ゆ
る
米
騒
動
と
呼
ば
れ
る
暴
動
が
各
地
で

多
発
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
現
代
で
は
、
朝
食
に
パ
ン
を
食
べ
る
こ
と
が

定
着
し
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
習
慣
が
根
付
い

た
背
景
に
は
、
大
正
時
代
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
、

ひ
い
て
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
。
軍
用
米
と
し
て
不
足
す
る
米
に
代
わ

り
、
台
頭
し
た
の
が
小
麦
だ
っ
た
。
稲
作
よ
り

小
麦
の
栽
培
が
簡
単
だ
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一

つ
だ
ろ
う
。

▼
交
通

　

日
本
で
初
め
て
鉄
道
が
走
っ
た
の
は
、

１
８
７
２
（
明
治
５
）
年
。
そ
の
後
、
鉄
道
の

国
有
化
に
伴
い
、
大
正
時
代
を
代
表
す
る
国
産

蒸
気
機
関
車
〝
８
６
２
０
形
（
通
称
・
ハ
チ

ロ
ク
）〟
が
誕
生
し
た
。
そ
し
て
、
１
９
１
４

（
大
正
３
）
年
12
月
14
日
に
竣
工
さ
れ
た
東
京

駅
の
開
業
を
経
て
、
帝
都
の
玄
関
口
は
華
々

し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
く
。
そ
の
後
、「
日
本

の
地
下
鉄
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
早は

や
か
わ
の
り
つ
ぐ

川
徳
次
が
、

１
９
２
０
（
大
正
９
）
年
に
東
京
地
下
鉄
道
株

式
会
社
を
設
立
し
、
上
野
～
浅
草
間
の
開
通
に

尽
力
し
た
。

▼
抒
情
画

　
今
で
い
う
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
先
駆
け

で
あ
り
、〝
少
女
〟
を
モ
チ
ー
フ
に
描
か
れ
る

絵
画
。
明
治
時
代
に
創
刊
さ
れ
た
少
女
雑
誌
を

発
端
と
し
、
女
性
の
自
由
や
個
性
を
重
視
す
る

流
れ
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
少
女
文
化
は
近
代

的
な
成
長
を
遂
げ
る
。
出
版
業
界
も
多
分
に
も

れ
ず
そ
の
波
を
受
け
、
新
た
に
女
性
向
け
の
刊

行
物
が
多
数
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
表
紙
を
飾
っ

た
の
が
抒
情
画
だ
。
多
感
な
時
期
を
生
き
る
少

女
の
精
神
面
を
描
く
芸
術
と
し
て
の
側
面
と
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
的
な
表
現
を
併
せ
も
つ
抒
情

画
は
、
当
時
の
少
女
た
ち
を
虜
に
し
た
。
主

な
画
家
に
、
大
正
ロ
マ
ン
を
代
表
す
る
絵
師
・

竹た
け
ひ
さ
ゆ
め
じ

久
夢
二
と
高た

か
ば
た
け
か
し
ょ
う

畠
華
宵
が
挙
げ
ら
れ
る
。

▼
百
貨
店
（
デ
パ
ー
ト
）

　
「
今
日
は
帝
劇
、
明
日
は
三
越
」
の
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
を
き
い
た
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う

か
？

　
１
９
０
４
（
明
治
37
）
年
に
、
三
越
が
「
デ

パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
宣
言
」
を
し
た
こ
と

で
、
日
本
初
の
デ
パ
ー
ト
が
誕
生
し
た
。
百
貨

店
は
い
ず
れ
も
呉
服
屋
か
ら
転
業
し
て
お
り
、

１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
に
は
白
木
屋
、
松
屋
、

高
島
屋
が
、
１
９
２
４
（
大
正
13
）
年
に
は
伊

勢
丹
が
転
身
し
た
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
メ
イ
ク

は
も
ち
ろ
ん
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
日
用

品
の
販
売
や
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
設
置
な
ど
、
数

多
く
の
人
々
で
賑
わ
う
〝
東
京
の
新
名
所
〟
と

し
て
話
題
を
さ
ら
っ
た
。
行
け
ば
欲
し
い
も
の

は
何
で
も
揃
う
百
貨
店
は
、
庶
民
に
と
っ
て
あ

こ
が
れ
の
場
所
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

▼
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

　
大
正
ロ
マ
ン
ス
ポ
ッ
ト
と
も
言
え
る
浅
草
は
、

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
民
衆
娯
楽
が
も
っ

と
も
盛
ん
だ
っ
た
地
区
だ
。〝
浅
草
寺
〟や〝
仲

見
世
〟
を
筆
頭
に
、
見
世
物
小
屋
や
大
道
芸
で

賑
わ
う〝
浅
草
公
園
〟、日
本
最
古
の
遊
園
地〝
花

や
し
き
〟
な
ど
が
軒
を
連
ね
る
様
は
、
娯
楽
の

殿
堂
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
日
本
初
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た

12
階
建
て
の〝
凌り

ょ
う
う
ん
か
く

雲
閣
〟も
目
玉
の
一
つ
だ
っ
た
。

❂
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