
わ
た
し

の

「鹿
鳴

館
物
語
」

今
年

は
ち

ょ
う

ど
鹿
鳴
館
開
館

か
ら
百
周
年

目

に
あ

た

っ
て
い
る
。
そ

の
せ
い
か
、
正
月
早

々
、

テ

レ
ビ

や
舞
台

で

「
鹿
鳴
館
物
語
」
が
放
映
、
上

演

さ
れ

て
好
評
を
博

し
た
。
鹿
鳴
館
と

い
う
と
、

華

や
か
な
舞
踏
会
が
思

い
出
さ
れ
る

こ

と

だ

ろ

う
。

テ
レ
ビ

で
も
舞
台
で
も

一
つ
の
風

俗
模
様
と

し

て
そ
う
し
た
舞
踏
会
が
登
場
し
て
い
る
。
だ
が

、

鹿
鳴
館
は
た
ん
に
舞

踏
会

の
場
で
は
な
か

っ
た
。

鹿
鳴

館

の
開
館

の
背
後

に
は
き
わ
め
て
深

刻
な
問

題
が

あ

っ
た

こ
と
を
忘

れ
て
は
な
る
ま
い
。

不
平

等

条
約

の
改

正
交
渉

で
あ
る
。

明
治
十

二
年
、
井
上
馨

は
外
務
卿

に
就
任
す

る

と
、

か
ね
て
欧
米
諸
国

と
の
間

に
締
結

し
て
い
た

安
政

五
年

の
不
平
等
条
約

の
改
正

に
取
り
組

む
こ

と
に
な

っ
た
が
、

日
本
人
が
欧
米
諸
国
と
同
じ
水

準

の
生
活

を
し
て
い
る
こ
と

を
内
外

に
示

し
、
す

で
に
近
代
国
家
と

し
て
十
分
な
条
件
を
整
え

て
い

富

田

仁

る
日
本
が

不
平
等
条
約

に
甘
ん
じ
て

い
る

の
は
不

当

で
あ
る
こ
と
を
訴

え
、
条
約
改

正
に
踏
み
切

ろ

う
と
考

え
、

い
わ
ゆ

る
欧
化

主
義

の
政
策

を
実
行

に
移

し
た
。

日
本
人

の
生
活

を
西
洋
化

し
、
外
国

人

と
の
交
際
を
密

に
し
よ
う
と

い
う
考
え
が
そ

の

欧
化
主
義

の
根
幹

に
あ

っ
た
。

た
ま
た
ま
諸
外
国
か
ら
来
日
す

る
人
び
と
も
増

加
し
、
国
賓

ク
ラ
ス
の
人
物
も
訪
れ
る

こ
と
が
多

く
な

っ
た
が
、
そ

の
よ
う
な
人
物
を
迎
え
て
宿
泊

さ

せ
る
施
設
が
ま
だ
な

か

っ
た

の
で
、
芝

の
浜
御

殿
内

に
あ

っ
た
洋

風
建
築

の
延
遼
館
を
応
急
的

に

修
理
し
て
、

ド
イ

ツ
の

ハ
イ

ン
リ

ッ
ヒ
親

王
、

ア

メ
リ

カ
の
前
大
統
領
グ

ラ
ン
ト
将
軍
な
ど
を
そ

こ

に
迎
え
て
い
た
。
井

上
馨

は
条
約
改

正

の
交
渉

の

た
め
に
は
仮

設

の
宿
泊
施

設
で
は
国
際

的
儀
礼

に

も
欠
け
る

の
で
早
急

に
本
格
的

な
建
物

を

つ
く

ら

な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
考

え
、
明
治

十
四
年

に
は
麹

町
区

旧
山
下
門

内

の
元
薩

摩
藩
別
邸
跡

(現

在

の

帝

国
ホ
テ

ル
隣

地
)

に
国
際

的
な
賓
客

を
宿
泊

さ

せ
る
こ
と

の
で
き

る
施
設

の
建
設

に
着
手
す

る
こ

と

に
し
た
。
そ

の
設
計

に
は
お
雇

い
外
国
人

ジ

ョ

サ
イ
ア

.
コ
ン
ダ

ー

(
一
八
五

二
～

一
九

二
〇
)

と

い
う
イ
ギ
リ

ス
人
建
築
技
師
が
当
た
り
、
総
経

費
十

八
万
円
を
投
じ
、
明
治
十

六
年
七
月

に
建

物

の
竣
工
を
み
た
。
そ

の
洋
風
建

物

に
は

『
詩
經
』

ム

ヲ

ニ

リ

の

「拗
拗
鹿

鳴
、
食

二
野
之
苹

一、
我

有
二
嘉
賓

こ

に
由
来
す
る

「鹿
鳴
館

」
と

い
う
館

名
が

つ
け
ら

れ
た
。
命
名

者

は
井
上
馨

夫
人
武
子
と
も
深

い
か

か
わ
り
の
あ

る
風
流
官
僚

と
し
て
知

ら
れ

た
薩
摩

出
身

の
桜
洲

山
人

・
申
井
弘

で
あ

る
。

明
治
十

六
年
十

一
月

二
十

入
日
、
鹿
鳴
館

に
は

井
上
馨
外
務
卿
が
接
待
役

と
な
り
、
有
栖
川
宮
親

王
、
大
臣
、
外
国
公
使
な
ど
内
外

の
貴
顕
名
士
多

数
が
集

ま
り
、
そ

の
落
成
式
が
催
さ
れ
た
。
集
う

者
千
二
百
名
余
。

そ

の
盛
況
ぶ
り
は
成
島
柳

北
が

『朝

野
新

聞
』

に
寄
せ
た

「鹿

鳴
館

宴
会

の
私
記
」

に
も
伝

え
ら

れ
て

い
る
。
そ

の

一
部
を
引

用
し
よ
う
。

「
我
が

外
務
卿
其
夫

人
と
與
に
主
人

と
な
り
、

十

一
月
二
十

八
日
を
ト

し
、
夜
會

を
開
き
以

て
之

を
落

す
。
内
外

の
嘉
賓
來
り
會
す

る
も

の

一
千
餘
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名
。
漁
史
亦
荊
婦

と
共

に
寵
招

を
賜

ふ
。
荊
婦

兒

を
擧
げ

て
未
だ
蓐

を
出

で
ず
、
漁
史

獨
り
賠
宴

す
。

乃
ち
遽
に
其

の
帽

を

高

く

し
、

其

の
襟

を
白
く

し
、

鞠
躬
如

と
し
て
館
門

に
入
れ
ば
園
囿
曠

潤
に

し
て
、
松
篁
趣

を
爲

し
、
彩
燈
畑

と
し
て
晝
か
と

疑

ふ
。
其

の
屋
楯

を
仰
げ
ば
瓦
斯
光

り
を
放

て
、

鹿
鳴
館

の
三
字

を
現
ず
。
其

の
階

を
鑾
れ
ば
瑞
煙

簇

り
、
其

の
堂

に
升
れ
ば
歓
聲
湧
く
。

そ
の
室

を

數

ふ
れ
ば
十
餘
號
有
り
。
謁
見

の
室
あ

り
、
休
憩

の
室
あ
り
、
舞
踏

の
室
あ
り
、
撞
球

の
室
あ
り
、

吸
烟

の
室
あ
り
、
茶
菓

の
室
あ
り
、
酒
食

の
室
あ

り
。
井

々
條

々
。
整
然
肅
然
」

鹿
鳴
館

は
建
坪

四
百

四
十

一
坪

二
匂

(約
千

四

百

五
十
五
平
方
米
)

の
二
階
建

て
で
、
左
右
対
称

の
立
面
、
そ

の
前
面
中
央

に
は
車
寄

せ
が
あ

り
、

上
下
階

に
ベ
ラ

ン
ダ
が

と
り

つ
け
ら
れ
、

五
連

の

ア
ー
チ
を
連

ら
ね
た
建
物

で
あ

る
。

ベ
ラ

ン
ダ
は

幕
末
以
来
、

日
本
人

の
眼

に
は
親

し
ま
れ

た
も

の

で
あ

る
。
設
計
者

コ
ン
ダ
ー
は
そ
の
ベ
ラ

ソ
ダ
形

式

を
ネ
オ

・
バ

ロ
ッ
ク
様
式

を
基
調

と
す

る
建
物

に
巧

み
に
と
り

入
れ
、
鹿
鳴
館

に
大
き

な
特
徴

を

あ
た
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

鹿
鳴
館

に
は
井
上
武

子
を
は
じ
め
と
し
て
当
時

の
上
流
社
会

の
婦
人

た
ち
が
多
数
集

ま
り
、
華
麗

な
舞
踏
会

の
ホ
ス
テ

ス
役
を

つ
と
め
た

こ
と
で
知

ら
れ
る
が
、
欧
化

主
義

の
行
き
す
ぎ
が

や
が

て
社

会

の
批
判

を
受

け
る
よ
う
に
な
る
。
明
治

の
諷
刺

画
家
、

フ
ラ
ソ
ス
人

ジ

ョ
ル
ジ

ュ

・
ビ
ゴ
ー
も
鹿

鳴

館
風

俗
を
と
り
,あ
げ
、

そ

の
猿

真
似
を
き
び
し

く
指

弾
し
て
い
る
。

『
お
菊

さ
ん
』

の
作

者
ピ

エ

ー

ル

・
ロ
テ

ィ
は
明
治
十
八
年

十

一
月
三
日
に
鹿

鳴

館

の
夜
会
に
招
か
れ
る
が
、

こ
れ
を

「
江
戸

の

舞

踏
会

」
に
描
い
て

い
る
。

さ
ら
に
芥
川
龍

之
介

が

ロ
テ

ィ
の
作
品

を
踏

ま
え
て

「
舞

踏
金
日」

を
執

筆

し
て

い
る
。

ま
た
、
富

田
常

雄

『姿

三
四
郎
』

に
も
鹿
鳴
館
が

登
場
す
る
と

い
う
よ
う
に
、
明
治

十
年
代
後
半

の
風

俗
絵
巻
と
し
て
鹿
鳴
館

は
し
ぼ

し
ば
重

要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
目
下
、

こ

の
鹿

鳴
館

の
さ
ま
ざ

ま
な

側

面
を
と
り
あ
げ

て

一
本

に
ま
と
め
る
準
備

を
進

め
て
い
る
。
条
約
改

正

の
交
渉

を
有
利

に
し
よ
う

と
し
て
鹿
鳴
館

に
象

徴
さ
れ
る
欧
化

主
義

を
遂
行

し
た
井
上
馨

で
あ

っ
た
が
、
結
局
、

そ
の
交
渉

は

失
敗

し
て
し
ま
う
。

日
清
戦
争

で
勝
利

を
収

め
た

こ
と
に
よ
り
、

日
本

は
明
治

三
十

二
年

に
な

っ
て

よ
う
や
く
改

正
に
漕
ぎ

つ
け
る
こ
と
が

で
き

る
の

で
あ

る
。
そ
れ

で
は
鹿
鳴
館

は
む

な

し

く

も
滑

稽

な
猿

芝
居

の
殿
堂

に
す
ぎ
な

か

っ
た
の
だ

ろ
う

か
。

さ
ら
に

い
え
ば
、
今

日
、
鹿

鳴
館

の
夜
会

は

ま

っ
た
く
過
去

の
営
為

と
し
て
見
過

し
て
し
ま

っ

て
よ

い
も

の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な

こ
と
を
も

考

え

つ
つ
、
鹿
鳴
館

の
建
築
、
音
楽
、
無
汁踏
、
料

理
、
衣
裳

な
ど
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
そ

こ
に
か

か
わ

っ
た
人
び

と
の
人
間
模
様

を
も
眺

め
て
み
よ

う
と

い
う

の
が
、
わ

た
し
の

「
鹿
鳴
館
物
語
」

の

構
想

で
あ

る
。

そ

こ
で
は
す

で
に
近
藤
富
枝

『
鹿
鳴
館
貴
婦
人

考
』

に
み
ら
れ

る
よ
う

に
、
明
治
政
府

の
高
官

士

族
夫
人
、
令
嬢

な
ど

を
中
心

と
す

る
上
流
社
会

の

淑
女

た
ち
が
綾

な
す
人
間
模
様

に
も
触
れ

る
こ
と

に
な
る
だ

ろ
う
が
、

わ
た
し
と
し
て
は
こ
れ

ま
で

に
あ

ま
り

と
り
あ
げ

ら
れ

る
こ
と
の
な

か

っ
た
人

び
と

に
も
眼
を
向
け

る

つ
も
り

で
い
る
。

の
ち

に
華
族
会
館

(
現
在

の
霞
会
館

の
前
身
)

に
借
受
け
ら
れ
、
大
き
く
変
貌
す

る
こ
と
に
な

る

こ
の
鹿
鳴
館

を
舞
台

に
展
開
す

る
人
間
模
様
と
風

俗
模
様
を
文
献

・
資
料

の
類

か
ら
実
証
的

に
描

い

て
い
く

こ
と
が

こ
れ

か
ら
書
く
わ

た
し
の

「
鹿
鳴

館
物
語
」

の
内
容

と
な
ろ
う

。創
作

で
は
な
く
、
記

録

に
基
づ
く
物
語

で
あ

る
。
十

一
月

二
十

八
日
の

百
周
年

ま
で
に
は
上
梓

(白
水
社

か
ら
刊
行
予
定
)

し
た
い
も

の
で
あ

る
。

(
一
九

八
四
二

・
二
四
)
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