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Ⅰ　

東
京
の
虚
実

　

―
　

世
界
都
市
へ
の
野
心

「帝都の大玄関東京駅の壮観」（『最新大東京』青雲堂
出版部，出版年不明／東京都立中央図書館蔵）



普
請
中　
森
鷗
外

　明治から大正へと元号が変わる 1910 年代は，東
京の人口が以前にもまして増加し，都市機能が整備
され，国際的な都市として大きく発展を遂げていく
時期であった．日露戦争後の 1908 年，東京の人口
は約 260 万人であったが，第 1回国勢調査が行われ
た 20 年には，約 370 万人に膨れ上がる．1910 年代，
十余年の間に，東京の人口は 100 万人以上も増加し
たことになる．徳冨蘆花は『みみずのたはこと』
（1913 年）の中で，人口流入に伴う東京の膨張の印
象を，「東京が大分攻め寄せて来た」と記している．
人口が増加していくこの時期は，首都としての機能
が整えられた時期でもあり，1914 年 12 月の東京駅
開業，23 年 2 月の丸ノ内ビルヂング竣工など，ま
さに「日本はまだ普請中」（森鷗外「普請中」）であっ
た．日露戦争の戦費負担は日本に多大な対外債務を
もたらしたが，第一次世界大戦による海外からの物
資需要の増大に伴い，維新以来，輸入超過を続けて
きた日本の貿易収支はこの時期において輸出超過に
なり，対外収支の好況によって日本は債務国から債
権国へと転じた．国際社会における日本の存在感が
増すことによって，「東京」は “TOKYO” として，
しだいに世界に認識されるようになるのである．



11　　　

普
請
中　
森
鷗
外

　

森
鷗
外（
一
八
六
二
～
一
九
二
二
年
）。
石
見
国（
現
、
島
根
県
）生
ま
れ
の
小
説
家
、
評
論
家
、
軍

医
。
本
名
林
太
郎
。
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業
後
に
陸
軍
軍
医
と
し
て
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
、
帰
国
後

は
公
職
の
傍
ら
多
彩
な
文
筆
活
動
を
展
開
し
た
。
小
説
・
評
論
の
ほ
か
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
芸
の

翻
訳
や
演
劇
改
良
に
も
取
り
組
み
、
日
本
の
近
代
文
学
を
牽
引
し
た
。
主
な
著
作
に
、「
舞
姫
」（
一

八
九
〇
年
）、「
高
瀬
舟
」（
一
九
一
六
年
）、「
渋
江
抽
斎
」（
同
年
）な
ど
が
あ
る
。
官
吏
と
し
て
は
、

陸
軍
軍
医
総
監
、
陸
軍
省
医
務
局
長
、
帝
室
博
物
館
総
長
等
の
要
職
を
つ
と
め
た
。

　
「
普
請
中
」（『
三
田
文
学
』
一
九
一
〇
年
六
月
）の
舞
台
は
、
東
京
京
橋
の
「
精
養
軒
ホ
テ
ル
」。
当

時
実
在
し
た
こ
の
ホ
テ
ル
は
、
開
業
当
初
か
ら
西
洋
料
理
を
提
供
し
、
政
財
界
の
会
合
や
外
国
人
客

の
供
応
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
社
交
・
外
交
の
場
に
も
な
っ
て
い
た
。「
普
請
中
」
は
、
こ
の
「
精

養
軒
ホ
テ
ル
」
で
再
会
し
た
一
組
の
男
女
の
機
微
を
描
い
て
お
り
、
ホ
テ
ル
室
内
に
あ
る
調
度
品
や

建
物
の
情
景
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
鷗
外
は
、
東
京
を
一
望
す
る
地
図
『
東
京
方

眼
図
』（
春
陽
堂
、
一
九
〇
九
年
）の
企
画
に
も
携
わ
っ
た
。
底
本
に
は
『
鷗
外
近
代
小
説
集
第
二

巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）を
用
い
た
。
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渡
辺
参
事
官
は
歌
舞
伎
座
の
前
で
電
車
を
降
り
た
。

　

雨
あ
が
り
の
道
の
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
っ
て
い
る
水
溜
ま
り
を
避
け
て
、
木
挽
町
の
河か

岸し

を
、
逓て
い

信し
ん

省し
ょ
うの
方
へ
行
き
な
が
ら
、
た
し
か
こ
の
辺へ
ん

の
曲
が
り
角
に
看
板
の
あ
る
の
を
見
た
は
ず
だ
が
と
思
い

な
が
ら
行
く
。

　

人
通
り
は
余
り
無
い
。
役
所
帰
り
ら
し
い
洋
服
の
男
五
、六
人
の
が
や
が
や
話
し
な
が
ら
行
く
の
に

逢あ

っ
た
。
そ
れ
か
ら
半は
ん

衿え
り

の
掛
か
っ
た
着
物
を
着
た
、
お
茶
屋
の
姉ね

え
さ
ん
ら
し
い
の
が
、
何
か
近
所

へ
用よ

う

達た

し
に
で
も
出
た
の
か
、
小
走
り
に
摩す

れ
違ち
が

っ
た
。
ま
だ
幌ほ
ろ

を
掛
け
た
ま
ま
の
人
力
車
が
一
台
跡あ
と

か
ら
駈か

け
抜ぬ

け
て
行
っ
た
。

　

果は
た

し
て
精せ
い

養よ
う

軒け
ん

ホ
テ
ル
と
横
に
書
い
た
、
割わ
り

に
小
さ
い
看
板
が
見み

附つ

か
っ
た
。

　

河
岸
通
り
に
向
い
た
方
は
板
囲
い
に
な
っ
て
い
て
、
横
町
に
向
い
た
寂
し
い
側
面
に
、
左
右
か
ら
横

に
登
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
階
段
が
あ
る
。
階
段
は
尖さ

き

を
切
っ
た
三
角
形
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
尖
を

切
っ
た
処と

こ
ろに
戸
口
が
二
つ
あ
る
。
渡
辺
は
ど
れ
か
ら
這は

入い

る
の
か
と
迷
い
な
が
ら
、
階
段
を
登
っ
て
見

る
と
、
左
の
方
の
戸
口
に
入
口
と
書
い
て
あ
る
。
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靴
が
大だ
い

分ぶ

泥
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
丁
寧
に
掃
除
を
し
て
、
硝ガ
ラ
ス子

戸ど

を
開
け
て
這
入
っ
た
。
中
は
広

い
廊
下
の
よ
う
な
板
敷
で
、
こ
こ
に
は
外
に
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
、
棕し

ゅ

櫚ろ

の
靴く
つ

拭ぬ
ぐ

い
の
傍そ
ば

に
雑ぞ
う

巾き
ん

が

広
げ
て
置
い
て
あ
る
。
渡
辺
は
、
己お

れ

の
よ
う
な
き
た
な
い
靴
を
穿は

い
て
来
る
人
が
外ほ
か

に
も
あ
る
と
見
え

る
と
思
い
な
が
ら
、
ま
た
靴
を
掃
除
し
た
。

　

あ
た
り
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
人ひ

と

気け

が
な
い
。
た
だ
少
し
隔へ
だ

た
っ
た
処
か
ら
騒
が
し
い
物
音
が
す
る
ば

か
り
で
あ
る
。
大
工
が
這
入
っ
て
い
る
ら
し
い
物
音
で
あ
る
。
外
に
板
囲
い
の
し
て
あ
る
の
を
思
い
合

せ
て
、
普ふ

請し
ん

最
中
だ
な
と
思
う
。

　

誰
も
出
迎
え
る
者
が
な
い
の
で
、
真ま

っ

直す
ぐ

に
歩
い
て
、
衝つ

き
当あ
た

っ
て
、
右
へ
行
こ
う
か
左
へ
行
こ
う
か

と
考
え
て
い
る
と
、
や
っ
と
の
事
で
、
給き

ゅ

仕う
じ

ら
し
い
男
の
う
ろ
つ
い
て
い
る
の
に
、
出
合
っ
た
。

　
「
き
の
う
電
話
で
頼
ん
で
置
い
た
の
だ
が
ね
。」

　
「
は
。
お
二
人
さ
ん
で
す
か
。
ど
う
ぞ
お
二
階
へ
。」

　

右
の
方
へ
登
る
梯は

し

子ご

を
教
え
て
く
れ
た
。
す
ぐ
に
二
人
前
の
注
文
を
し
た
客
と
分
か
っ
た
の
は
普
請

中
殆ほ

と
んど
休
業
同
様
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
辺へ
ん

ま
で
入
り
込
ん
で
見
れ
ば
、
ま
す
ま
す
釘
を

打
つ
音
や
手ち

ょ

斧う
な

を
掛
け
る
音
が
聞
え
て
来
る
の
で
あ
る
。

　

梯
子
を
登
る
跡あ

と

か
ら
給
仕
が
附
い
て
来
た
。
ど
の
室
か
と
迷
っ
て
、
背う
し
ろ後
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
渡
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辺
は
こ
う
云
っ
た
。

　
「
大だ

い

分ぶ

賑に
ぎ

や
か
な
音
が
す
る
ね
。」

　
「
い
え
。
五
時
に
は
職
人
が
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
お
食
事
中
騒そ

う

々ぞ
う

し
い
よ
う
な
こ
と
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
暫し

ば
らく
こ
ち
ら
で
。」

　

先
へ
駈
け
抜
け
て
、
東
向
き
の
室
の
戸
を
開
け
た
。
這
入
っ
て
見
る
と
、
二
人
の
客
を
通
す
に
は
、

ち
と
大
き
過
ぎ
る
サ
ロ
ン
で
あ
る
。
三
所
に
小
さ
い
卓
が
置
い
て
あ
っ
て
、
ど
れ
を
も
四
つ
五
つ
ず
つ

の
椅い

子す

が
取
り
巻
い
て
い
る
。
東
の
右
の
窓
の
下
に
ソ
フ
ァ
も
あ
る
。
そ
の
傍
に
は
、
高
さ
三
尺
許ば
か
りの

葡ぶ

萄ど
う

に
、
暖
室
で
大
き
い
実
を
な
ら
せ
た
盆
栽
が
据す

え
て
あ
る
。

　

渡
辺
が
あ
ち
こ
ち
見み

廻ま
わ

し
て
い
る
と
、
戸
口
に
立
ち
留
ま
っ
て
い
た
給
仕
が
、「
お
食
事
は
こ
ち
ら

で
」
と
云
っ
て
、
左
側
の
戸
を
開
け
た
。
こ
れ
は
丁ち

ょ

度う
ど

好
い
室
で
あ
る
。
も
う
ち
ゃ
ん
と
食
卓
が
拵こ
し
らえ

て
、
ア
ザ
レ
エ
や
ロ
ド
ダ
ン
ド
ロ
ン
を
美
し
く
組
み
合
せ
た
盛も

り

花ば
な

の
籠か
ご

を
真ま
ん

中な
か

に
し
て
、
ク
ヴ
ェ
エ
ル

が
二
つ
向
き
合
せ
て
置
い
て
あ
る
。
今
二
人
位く

ら
いは
這
入
ら
れ
よ
う
、
六
人
に
な
っ
た
ら
少
し
窮
屈
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
、
丁
度
好
い
室
で
あ
る
。

　

渡
辺
は
や
や
満
足
し
て
サ
ロ
ン
へ
帰
っ
た
。
給
仕
が
食
事
の
室
か
ら
直す

ぐ
に
勝
手
の
方
へ
行
っ
た
の

で
、
渡
辺
は
始は

じ
めて
ひ
と
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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金か
な

槌づ
ち

や
手
斧
の
音
が
ぱ
っ
た
り
止や

ん
だ
。
時
計
を
出
し
て
見
れ
ば
、
成な
る

程ほ
ど

五
時
に
な
っ
て
い
る
。
約

束
の
時
刻
ま
で
に
は
、
ま
だ
三
十
分
あ
る
な
と
思
い
な
が
ら
、
小
さ
い
卓
の
上
に
封
を
切
っ
て
出
し
て

あ
る
箱
の
葉
巻
を
一
本
取
っ
て
、
尖さ

き

を
切
っ
て
火
を
附
け
た
。

　

不
思
議
な
事
に
は
、
渡
辺
は
人
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
心こ

こ

持ろ
も
ちが
少
し
も
し
な
い
。
そ
の
待
っ
て
い
る

人
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
殆
ど
構
わ
な
い
位
で
あ
る
。
あ
の
花
籠
の
向
う
に
ど
ん
な
顔
が
現
れ
て
来
よ
う

と
も
、
殆
ど
構
わ
な
い
位
で
あ
る
。
渡
辺
は
な
ぜ
こ
ん
な
冷れ

い

澹た
ん

な
心
持
に
な
っ
て
い
ら
れ
る
か
と
、
自
み
ず
か

ら
疑
う
の
で
あ
る
。

　

渡
辺
は
葉
巻
の
烟け

む
りを

緩
く
吹
き
な
が
ら
、
ソ
フ
ァ
の
角
の
処
の
窓
を
開
け
て
、
外
を
眺
め
た
。
窓
の

直す

ぐ
下
に
は
材
木
が
沢た
く

山さ
ん

立
て
列な
ら

べ
て
あ
る
。
こ
こ
が
表
口
に
な
る
ら
し
い
。
動
く
と
も
見
え
な
い
水

を
湛た

た

え
た
カ
ナ
ル
を
隔
て
て
、
向む
こ

側う
が
わの

人
家
が
見
え
る
。
多
分
待ま
ち

合あ
い

か
何
か
で
あ
ろ
う
。
往
来
は
殆
ど

絶
え
て
い
て
、
そ
の
家
の
門
に
子
を
負
う
た
女
が
一
人
ぼ
ん
や
り
佇た

た
ずん

で
い
る
。
右
の
は
ず
れ
の
方
に

は
幅
広
く
視
野
を
遮
っ
て
、
海
軍
参
考
館
の
赤あ

か

煉れ
ん

瓦が

が
い
か
め
し
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。

　

渡
辺
は
ソ
フ
ァ
に
腰
を
掛
け
て
、
サ
ロ
ン
の
中
を
見
廻
し
た
。
壁
の
所
々
に
は
、
偶
然
こ
こ
で
落
ち

合
っ
た
と
い
う
よ
う
な
掛
物
が
幾い

く

つ
も
掛
け
て
あ
る
。
梅
に
鶯
う
ぐ
い
すや
ら
、
浦
島
が
子
や
ら
、
鷹た
か

や
ら
、
ど

れ
も
ど
れ
も
小
さ
い
丈た

け

の
短
い
幅ふ
く

な
の
で
、
天
井
の
高
い
壁
に
掛
け
ら
れ
た
の
が
、
尻
を
端は

折し
ょ

っ
た
よ
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う
に
見
え
る
。
食
卓
の
拵こ
し
らえ

て
あ
る
室
の
入
口
を
挟
ん
で
、
聯れ
ん

の
よ
う
な
物
の
掛
け
て
あ
る
の
を
見
れ

ば
、
某
大だ

い

教き
ょ

正う
せ
いの
書
い
た
神じ
ん

代だ
い

文も

字じ

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
は
芸
術
の
国
で
は
な
い
。

　

渡
辺
は
暫
く
何
を
思
う
と
も
な
く
、
何
を
見
聞
く
と
も
な
く
、
た
だ
烟た

ば
こ草
を
吞の

ん
で
、
体
の
快
感
を

覚
え
て
い
た
。

　

廊
下
に
足
音
と
話
声
と
が
す
る
。
戸
が
開
く
。
渡
辺
の
待
っ
て
い
た
人
が
来
た
の
で
あ
る
。
麦む

ぎ

藁わ
ら

の

大
き
い
ア
ン
ヌ
マ
リ
イ
帽
に
、
珠じ

ゅ

数ず

飾
り
を
し
た
の
を
被
っ
て
い
る
。
鼠ね
ず

色み
い
ろの
長
い
着
物
式
の
上
衣
の

胸
か
ら
、
刺し

し

繡ゅ
う

を
し
た
白
い
バ
チ
ス
ト
が
見
え
て
い
る
。
ジ
ュ
ポ
ン
も
同
じ
鼠
色
で
あ
る
。
手
に
は
ヴ

ォ
ラ
ン
の
附
い
た
、
お
も
ち
ゃ
の
よ
う
な
蝙こ

う

蝠も
り

傘が
さ

を
持
っ
て
い
る
。
渡
辺
は
無
意
識
に
微
笑
を
粧よ
そ
おっ

て

ソ
フ
ァ
か
ら
起
き
上
が
っ
て
、
葉
巻
を
灰
皿
に
投
げ
た
。
女
は
、
附
い
て
来
て
戸
口
に
立
ち
留
ま
っ
て

い
る
給
仕
を
一ち

ょ

寸っ
と

見
返
っ
て
、
そ
の
目
を
渡
辺
に
移
し
た
。
ブ
リ
ュ
ネ
ッ
ト
の
女
の
、
褐
色
の
、
大
き

い
目
で
あ
る
。
こ
の
目
は
昔
度た

び

々た
び

見
た
こ
と
の
あ
る
目
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
縁ふ
ち

に
あ
る
、
指
の
幅
程ほ
ど

な
紫
掛
か
っ
た
濃
い
暈く
ま

は
、
昔
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
長
く
待
た
せ
て
。」

　

独ド
イ
ツ逸
語
で
あ
る
。
ぞ
ん
ざ
い
な
詞こ
と
ばと
不ふ

弔つ
り

合あ
い

に
、
傘
を
左
の
手
に
持
ち
替
え
て
、
お
お
よ
う
に
手
袋

に
包
ん
だ
右
の
手
の
指ゆ

び

尖さ
き

を
差
し
伸
べ
た
。
渡
辺
は
、
女
が
給
仕
の
前
で
芝
居
を
す
る
な
と
思
い
な
が
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ら
、
丁
寧
に
そ
の
指
尖
を
撮つ

ま
ん
だ
。
そ
し
て
給
仕
に
こ
う
云
っ
た
。

　
「
食
事
の
好
い
時
は
そ
う
云
っ
て
く
れ
。」

　

給
仕
は
引
っ
込
ん
だ
。

　

女
は
傘
を
無
造
作
に
ソ
フ
ァ
の
上
に
投
げ
て
、
さ
も
疲
れ
た
よ
う
に
ソ
フ
ァ
へ
腰
を
落
し
て
、
卓
に

両り
ょ

肘う
ひ
じを
衝つ

い
て
、
黙だ

ま
っ
て
渡
辺
の
顔
を
見
て
い
る
。
渡
辺
は
卓
の
傍
へ
椅
子
を
引
き
寄
せ
て
据す

わ
っ

た
。
暫
く
し
て
女
が
云
っ
た
。

　
「
大た

い

そ
う
寂
し
い
内う
ち

ね
。」

　
「
普
請
中
な
の
だ
。
さ
っ
き
ま
で
恐
ろ
し
い
音
を
さ
せ
て
い
た
の
だ
。」

　
「
そ
う
。
な
ん
だ
か
気
が
落
ち
着
か
な
い
よ
う
な
処
ね
。
ど
う
せ
い
つ
だ
っ
て
気
の
落
ち
着
く
よ
う

な
身
の
上
で
は
な
い
の
だ
け
ど
。」

　
「
一い

っ

体た
い

い
つ
ど
う
し
て
来
た
の
だ
。」

　
「
お
と
つ
い
来
て
、
き
の
う
あ
な
た
に
お
目
に
掛
か
っ
た
の
だ
わ
。」

　
「
ど
う
し
て
来
た
の
だ
。」

　
「
去
年
の
暮
か
ら
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
に
い
た
の
。」

　
「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
あ
の
ホ
テ
ル
の
中
に
あ
る
舞
台
で
遣や

っ
て
い
た
の
か
。」
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「
そ
う
な
の
。」

　
「
ま
さ
か
一
人
じ
ゃ
あ
あ
る
ま
い
。
組
合
か
。」

　
「
組
合
じ
ゃ
な
い
が
、
一
人
で
も
な
い
の
。
あ
な
た
も
御
承
知
の
人
が
一
し
ょ
な
の
。」
少
し
た
め
ら

っ
て
。「
コ
ジ
ン
ス
キ
イ
が
一
し
ょ
な
の
。」

　
「
あ
の
ポ
ラ
ッ
ク
か
い
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
お
前
は
コ
ジ
ン
ス
カ
ア
な
の
だ
な
。」

　
「
嫌
だ
わ
。
わ
た
し
が
歌
っ
て
、
コ
ジ
ン
ス
キ
イ
が
伴
奏
を
す
る
だ
け
だ
わ
。」

　
「
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。」

　
「
そ
り
ゃ
あ
、
二
人
き
り
で
旅
を
す
る
の
で
す
も
の
。
丸ま

る

っ
き
り
無
し
と
い
う
わ
け
に
は
行
き
ま
せ

ん
わ
。」

　
「
知
れ
た
事
さ
。
そ
こ
で
東
京
へ
も
連
れ
て
来
て
い
る
の
か
い
。」

　
「
え
え
。
一
し
ょ
に
愛あ

た
ご宕

山や
ま

に
泊
ま
っ
て
い
る
の
。」

　
「
好
く
放
し
て
出
す
な
あ
。」

　
「
伴
奏
さ
せ
る
の
は
歌
だ
け
な
の
。」B

ベ
グ
ラ
イ
テ
ン

egleiten
と
い
う
詞こ
と
ばを
使
っ
た
の
で
あ
る
。
伴
奏
と
も
な
れ

ば
同
行
と
も
な
る
。「
銀
座
で
あ
な
た
に
お
目
に
掛
か
っ
た
と
云
っ
た
ら
、
是ぜ

非ひ

お
目
に
掛
か
り
た
い

と
云
う
の
。」


