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2人の足跡と功績

子規と
漱石
子規と
漱石

一

　
寄
席
や
文
学
を
通
じ
て
知
り
合
い

互
い
の
才
能
を
認
め
合
う

松
山
・
愚
陀
佛
庵
で
の

共
同
生
活
〜
運
命
の
52
日
間
〜

二

　

子規・漱石
生誕150年

出会い友情

病
牀
六
尺
と
ロ
ン
ド
ン
留
学

〜
2
人
の
世
界
〜

三

　

別れ

新
し
い
文
学
を
切
り
開
い
た

2
人
が
松
山
に
残
し
た
も
の

四

　

功績

─あしら2人で
　日本の新しい文学を興そう─

　東京で出会い文学を語り、共に過
ごした子規と漱石。2人はやがて日本
の文学史に名を刻む偉人となります。
そこで「出会い」「友情」「別れ」「功績」
をキーワードに、2人の足跡を見つめ
ていきます。
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い
な
が
ら
も
文
学
活
動
に
打
ち

込
む
子
規
に
、
漱
石
は
親
友
へ

の
励
ま
し
の
意
味
を
込
め
て
、

初
め
て
俳
句
を
作
り
ま
す
。

帰
ろ
ふ
と
泣
か
ず
に
笑
へ
時
鳥

　そ
の
後
漱
石
は
東
京
帝
国
大

学
を
卒
業
、
一
方
子
規
は
帝
国

大
学
中
退
を
決
意
し
、
日
本
新

聞
社
に
入
社
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人

生
を
歩
み
出
し
ま
す
。

緒
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、

以
後
、
本
格
的
に
俳
句
を
作
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

愚
陀
佛
は
主
人
の
名
な
り
冬
籠

　「愚
陀
佛
」
は
漱
石
の
俳
号

で
、
子
規
か
ら
熱
心
に
俳
句
を

学
び
ま
し
た
。

　漱
石
も
、
親
友
の
子
規
に
俳

句
を
教
わ
り
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　子
規
と
漱
石
は
一
緒
に
周
辺

の
散
策
に
も
出
掛
け
ま
し
た
。

道
後
温
泉
周
辺
を
歩
い
て
子
規

は
俳
句
を
作
り
、
宝
厳
寺
の
山

門
に
２
人
で
腰
を
掛
け
、
そ
こ

か
ら
広
が
る
景
色
を
眺
め
ま
し

た
。
そ
の
後
、
漱
石
の
提
案
で

大
街
道
に
あ
っ
た
芝
居
小
屋「
新

栄
座
」
で
当
時
流
行
し
た
「
照て

る

葉は

狂
言
」
を
観
覧
し
て
い
ま
す
。

柿
の
木
に
と
り
ま
か
れ
た
る
温い

で

ゆ泉
哉か

な

　漱
石
と
道
後
を
訪
れ
た
際
に

子
規
が
詠
ん
だ
句
で
す
。
２
人

で
散
策
し
な
が
ら
「
日
本
の
新

し
い
文
学
を
興
そ
う
」
と
誓
い

合
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　子
規
が
東
京
に
帰
る
際
、
送

別
会
で
漱
石
は
こ
の
よ
う
な
句

を
詠
み
ま
し
た
。

御
立
ち
や
る
か

　御
立
ち
や
れ
新
酒
菊
の
花

　「気
を
付
け
て
出
発
な
さ
い
」

と
い
う
漱
石
の
子
規
に
対
す
る

惜
別
の
情
が
に
じ
ん
で
い
ま

す
。　松

山
で
文
学
を
語
り
合
っ
た

２
人
。
そ
の
後
、
子
規
の
俳
句

は
柳
原
極
堂
ら
に
よ
っ
て
全
国

に
広
が
り
、
漱
石
は
熊
本
で
も

精
力
的
に
俳
句
を
作
り
ま
し

た
。
運
命
の
52
日
間
で
、
２
人

は
新
た
な
日
本
文
学
の
創
造
へ

と
歩
き
始
め
ま
す
。

　子
規
は
漱
石
を
「
畏
友
＝
恐
れ
多

い
友
人
」
と
評
し
て
お
り
、
格
別
な

存
在
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　2
人
は
学
生
時
代
、
真
剣
に
文
学

論
を
戦
わ
せ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

中
で
漱
石
は
子
規
に
対
し
「
子
規
の

文
章
に
は
『
Iイ
デ

ア

D
E
A
』
＝
思
想
」

が
な
い
。
後
世
に
名
を
残
そ
う
と
す

る
な
ら
、
も
っ
と
読
書
す
べ
き
だ
」

と
指
摘
し
ま
す
。
の
ち
に
子
規
は
、

発
句
集
や
俳
諧
連
歌
の
本
を
読
み
は

じ
め
、
俳
句
の
道
へ
進
み
ま
し
た
が
、

そ
れ
に
は
「
あ
る
理
由
」
が
あ
っ
た

と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
「
畏
友
」
と
し
て
尊
敬
す
る
漱
石

の
こ
と
ば
が
あ
っ
た
の
で
は
と
思
い

ま
す
。

　子
規
が
自
身
の
俳
論
を
「
俳
句
は

文
学
の
一
部
な
り
」
で
始
ま
る
「
俳

諧
大
要
」
に
ま
と
め
た
の
は
、
松
山

で
漱
石
と
過
ご
し
た
52
日
間
の
こ
と

で
し
た
。「
俳
諧
大
要
」
は
、
子
規

が
前
後
に
作
っ
た
俳
論
や
歌
論
と
比

べ
、
文
体
が
全
く
違
い
、
近
代
的
で

傑
出
し
た
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
そ
ば
で
厳
し

い
文
学
批
評
を
し
、
そ
し
て
励
ま
し

て
く
れ
た
漱
石
の
存
在
が
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　2
人
が
苦
闘
し
、
新
し
い
文
学
の

確
立
に
情
熱
を
注
い
で
い
た
52
日
間

を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
が
、
柳
原

極
堂
で
し
た
。
極
堂
は
、
子
規
が
起

こ
し
た
俳
句
の
熱
気
を
残
す
た
め
、
松

山
で
「
ほ
と

とゝ

ぎ
す
」
を
創
刊
、
子

規
没
後
に
は
東
京
で
も
「
雞け

い

頭と
う

」
を

創
刊
し
て
子
規
の
遺
志
を
受
け
継
ぎ

活
動
し
ま
す
。
極
堂
の
著
書
『
友
人

子
規
』
に
は
、
子
規
に
関
す
る
精
密

な
記
録
が
残
さ
れ
、
大
変
貴
重
で
す
。

　昭
和
17
年
、
松
山
に
帰
っ
た
極
堂

は
、
子
規
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
様

子
を
嘆
き
、「
松
山
子
規
会
」
を
設

立
、
ひ
た
む
き
に
子
規
の
顕
彰
活
動

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
子
規
の
足
跡

や
功
績
を
今
の
松
山
に
多
く
残
し
て

く
れ
た
点
で
、
極
堂
が
果
た
し
た
役

割
は
極
め
て
大
き
い
と
言
え
ま
す
。

　子
規
と
漱
石
が
親
し
く
な
り

始
め
た
の
は
、
２
人
が
東
京
大

学
予
備
門
に
入
学
し
て
お
よ
そ

４
年
後
の
明
治
22
年
。
あ
る
共

通
の
趣
味
を
通
じ
て
２
人
は
意

気
投
合
し
ま
す
。

　漱
石
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に

発
表
し
た
文
章
「
正
岡
子
規
」

の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

ま
す
。

　「彼
と
僕
と
交
際
し
始
め
た

も
一
つ
の
原
因
は
二
人
で
寄
席

の
話
を
し
た
時
先
生
も
大
に
寄

席
通
を
も
っ
て
任
じ
て
居
る
。

と
こ
ろ
が
僕
も
寄
席
の
事
を

知
っ
て
ゐい

た
の
で
話
す
に
足
る

と
で
も
思
っ
た
の
で
あ
らろ

う
。

其そ
れ

か
ら
大
に
近
よ
っ
て
来
た
」

　一
方
、子
規
は
漱
石
に
対
し
、

英
語
に
限
ら
ず
、
漢
文
に
も
抜

群
の
才
能
が
あ
る
こ
と
に
驚
き

「
君
は
千
万
人
中
の
一
人
な
り
」

と
褒
め
た
た
え
ま
し
た
。
以
後

２
人
は
互
い
の
才
能
を
認
め
合

い
、
生
涯
の
友
と
な
り
ま
す
。

　明
治
22
年
、
子
規
は
大
量
に

喀
血
、
肺
結
核
と
診
断
さ
れ
命

の
期
限
を
悟
り
ま
す
。
病
と
闘

　漱
石
は
熊
本
赴
任
後
、
文
部

省
に
命
じ
ら
れ
２
年
間
ロ
ン

ド
ン
に
留
学
し
ま
す
。
一
方
、

子
規
は
病
状
が
さ
ら
に
悪
化

し
つ
つ
も
、
東
京
根
岸
の
「
六

尺
の
病び

ょ
う

牀し
ょ
う」
で
果
敢
に
文
学
の

革
新
を
進
め
ま
す
。
そ
の
中
で

子
規
は
漱
石
に
手
紙
を
送
り

「
僕
ハ
モ
ー
ダ
メ
二
ナ
ツ
テ
シ

マ
ツ
タ
」
と
悩
み
や
苦
し
み
を

打
ち
明
け
ま
す
。
そ
れ
以
前
に

漱
石
も
子
規
に
手
紙
を
送
っ

て
、
異
国
で
の
生
活
の
様
子
を

　子
規
が
帰
郷
し
た
と
い
う

知
ら
せ
は
、
柳
原
極
堂
ら
松
山

に
住
む
子
規
の
俳
句
仲
間
に

伝
わ
り
ま
し
た
。
極
堂
は
子
規

に
俳
句
を
教
え
て
ほ
し
い
と

頼
み
、
子
規
は
彼
ら
の
申
し
出

を
快
諾
、
そ
の
後
子
規
が
暮
ら

し
て
い
た
１
階
に
は
、
極
堂
ら

俳
句
結
社
「
松
風
会
」
の
仲
間

が
連
日
の
よ
う
に
押
し
か
け

ま
し
た
。

　漱
石
は
後
に
、
そ
の
様
子
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　「僕
は
二
階
に
居
る
大
将
は
下

に
居
る
。
そ
の
う
ち
松
山
中
の

俳
句
を
遣
る
門
下
生
が
集
ま
っ

て
来
る
。
僕
が
学
校
か
ら
帰
っ

て
見
る
と
、
毎
日
の
よ
う
に
多

勢
来
て
居
る
。
僕
は
本
を
読
む

こ
と
も
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来

ん
。」（「
正
岡
子
規
」
よ
り
）

　し
か
し
そ
の
後
、
漱
石
も
一

連
日
の
句
会

2
人
で
散
策

事
細
か
に
記
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
短
編
小
説
ほ
ど
も
あ
る

文
量
で
、
西
洋
を
見
た
か
っ
た

子
規
は
大
い
に
喜
び
、
漱
石
の

手
紙
が
非
常
に
面
白
か
っ
た

こ
と
、
ま
た
手
紙
を
送
っ
て
ほ

し
い
こ
と
を
切
々
と
綴
り
ま

す
。
互
い
に
、
生
き
て
再
会
す

る
こ
と
は
な
い
と
感
じ
な
が

ら
。

糸へ
ち
ま瓜
咲
て
痰
の
つ
ま
り
し
佛
か
な

　明
治
35
年
、
子
規
は
辞
世
の

句
を
残
し
34
歳
の
生
涯
を
閉

じ
ま
し
た
。

「畏友」漱石の存在が俳人子規の原動力となった。
子規を後世に伝えた柳原極堂の存在は大きい。

※一部の文章は、当時の資料などをそのまま表現しています

　そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
ん
で
い
た
２
人
に
、
再
会
の
時
が
訪
れ
ま
し

た
。
そ
こ
は
松
山
の
「
愚
陀
佛
庵
」。
日
本
新
聞
社
の
従
軍
記
者
と

し
て
清
国
（
今
の
中
国
）
へ
赴
い
た
子
規
は
帰
国
後
に
入
院
。
須
磨

で
の
療
養
の
後
、
漱
石
の
松
山
で
の
下
宿
「
愚
陀
佛
庵
」
に
転
が
り

込
み
ま
す
。
子
規
が
１
階
を
使
い
、
漱
石
は
２
階
で
過
ご
す
共
同
生

活
が
始
ま
り
ま
す
。

学生時代の子規（左）・漱石（右）

２人が通った東京大学予備門

東京根岸・子規庵の子規（明治32年）

松山市立子規記念博物館
館長 竹田　美喜

道後温泉本館、右手は養生湯（明
治後期ごろ）

子規の顕彰に大きな功
績を残した柳原極堂
(1867-1957)
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2人の足跡と功績

子規と
漱石
子規と
漱石

一

　
寄
席
や
文
学
を
通
じ
て
知
り
合
い

互
い
の
才
能
を
認
め
合
う

松
山
・
愚
陀
佛
庵
で
の

共
同
生
活
〜
運
命
の
52
日
間
〜

二

　

子規・漱石
生誕150年

出会い友情

病
牀
六
尺
と
ロ
ン
ド
ン
留
学

〜
2
人
の
世
界
〜

三

　

別れ

新
し
い
文
学
を
切
り
開
い
た

2
人
が
松
山
に
残
し
た
も
の

四

　

功績

─あしら2人で
　日本の新しい文学を興そう─

　東京で出会い文学を語り、共に過
ごした子規と漱石。2人はやがて日本
の文学史に名を刻む偉人となります。
そこで「出会い」「友情」「別れ」「功績」
をキーワードに、2人の足跡を見つめ
ていきます。
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緒
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、

以
後
、
本
格
的
に
俳
句
を
作
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

愚
陀
佛
は
主
人
の
名
な
り
冬
籠

　「愚
陀
佛
」
は
漱
石
の
俳
号

で
、
子
規
か
ら
熱
心
に
俳
句
を

学
び
ま
し
た
。

　漱
石
も
、
親
友
の
子
規
に
俳

句
を
教
わ
り
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　子
規
と
漱
石
は
一
緒
に
周
辺

の
散
策
に
も
出
掛
け
ま
し
た
。

道
後
温
泉
周
辺
を
歩
い
て
子
規

は
俳
句
を
作
り
、
宝
厳
寺
の
山

門
に
２
人
で
腰
を
掛
け
、
そ
こ

か
ら
広
が
る
景
色
を
眺
め
ま
し

た
。
そ
の
後
、
漱
石
の
提
案
で

大
街
道
に
あ
っ
た
芝
居
小
屋「
新

栄
座
」
で
当
時
流
行
し
た
「
照て

る

葉は

狂
言
」
を
観
覧
し
て
い
ま
す
。

柿
の
木
に
と
り
ま
か
れ
た
る
温い

で

ゆ泉
哉か

な

　子規・漱石が過ごし
た愚陀佛庵での52日間
を再現ドラマを交えて
紹介した番組をウェブ
で配信中。（14分）

　漱
石
と
道
後
を
訪
れ
た
際
に

子
規
が
詠
ん
だ
句
で
す
。
２
人

で
散
策
し
な
が
ら
「
日
本
の
新

し
い
文
学
を
興
そ
う
」
と
誓
い

合
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　子
規
が
東
京
に
帰
る
際
、
送

別
会
で
漱
石
は
こ
の
よ
う
な
句

を
詠
み
ま
し
た
。

御
立
ち
や
る
か

　御
立
ち
や
れ
新
酒
菊
の
花

　「気
を
付
け
て
出
発
な
さ
い
」

と
い
う
漱
石
の
子
規
に
対
す
る

惜
別
の
情
が
に
じ
ん
で
い
ま

す
。　松

山
で
文
学
を
語
り
合
っ
た

２
人
。
そ
の
後
、
子
規
の
俳
句

は
柳
原
極
堂
ら
に
よ
っ
て
全
国

に
広
が
り
、
漱
石
は
熊
本
で
も

精
力
的
に
俳
句
を
作
り
ま
し

た
。
運
命
の
52
日
間
で
、
２
人

は
新
た
な
日
本
文
学
の
創
造
へ

と
歩
き
始
め
ま
す
。

　漱
石
は
熊
本
赴
任
後
、
文
部

省
に
命
じ
ら
れ
２
年
間
ロ
ン

ド
ン
に
留
学
し
ま
す
。
一
方
、

子
規
は
病
状
が
さ
ら
に
悪
化

し
つ
つ
も
、
東
京
根
岸
の
「
六

尺
の
病び

ょ
う

牀し
ょ
う」
で
果
敢
に
文
学
の

革
新
を
進
め
ま
す
。
そ
の
中
で

子
規
は
漱
石
に
手
紙
を
送
り

「
僕
ハ
モ
ー
ダ
メ
二
ナ
ツ
テ
シ

マ
ツ
タ
」
と
悩
み
や
苦
し
み
を

打
ち
明
け
ま
す
。
そ
れ
以
前
に

漱
石
も
子
規
に
手
紙
を
送
っ

て
、
異
国
で
の
生
活
の
様
子
を

筒
袖
や
秋
の
棺
に
し
た
が
は
ず

　漱
石
が
子
規
の
死
を
知
っ

た
と
き
、
ロ
ン
ド
ン
で
詠
ん
だ

追
悼
句
で
す
。「
筒
袖
」
は
、

洋
服
を
着
た
漱
石
自
身
を
表

し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　漱
石
と
の
再
会
を
夢
見
な

　子
規
が
帰
郷
し
た
と
い
う

知
ら
せ
は
、
柳
原
極
堂
ら
松
山

に
住
む
子
規
の
俳
句
仲
間
に

伝
わ
り
ま
し
た
。
極
堂
は
子
規

に
俳
句
を
教
え
て
ほ
し
い
と

頼
み
、
子
規
は
彼
ら
の
申
し
出

を
快
諾
、
そ
の
後
子
規
が
暮
ら

し
て
い
た
１
階
に
は
、
極
堂
ら

俳
句
結
社
「
松
風
会
」
の
仲
間

が
連
日
の
よ
う
に
押
し
か
け

ま
し
た
。

　漱
石
は
後
に
、
そ
の
様
子
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　「僕
は
二
階
に
居
る
大
将
は
下

に
居
る
。
そ
の
う
ち
松
山
中
の

俳
句
を
遣
る
門
下
生
が
集
ま
っ

て
来
る
。
僕
が
学
校
か
ら
帰
っ

て
見
る
と
、
毎
日
の
よ
う
に
多

勢
来
て
居
る
。
僕
は
本
を
読
む

こ
と
も
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来

ん
。」（「
正
岡
子
規
」
よ
り
）

　し
か
し
そ
の
後
、
漱
石
も
一

2
人
で
散
策

事
細
か
に
記
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
短
編
小
説
ほ
ど
も
あ
る

文
量
で
、
西
洋
を
見
た
か
っ
た

子
規
は
大
い
に
喜
び
、
漱
石
の

手
紙
が
非
常
に
面
白
か
っ
た

こ
と
、
ま
た
手
紙
を
送
っ
て
ほ

し
い
こ
と
を
切
々
と
綴
り
ま

す
。
互
い
に
、
生
き
て
再
会
す

る
こ
と
は
な
い
と
感
じ
な
が

ら
。

糸へ
ち
ま瓜
咲
て
痰
の
つ
ま
り
し
佛
か
な

　明
治
35
年
、
子
規
は
辞
世
の

句
を
残
し
34
歳
の
生
涯
を
閉

じ
ま
し
た
。

子規さんと漱石さんに力をもらった。
２人がおもしろがることをやってみせたい。

が
ら
旅
立
っ
た
子
規
は
、
34
年

の
生
涯
で
俳
句
を
は
じ
め
と

す
る
新
し
い
文
学
を
切
り
開

き
、
そ
の
志
は
柳
原
極
堂
ら
多

く
の
仲
間
に
受
け
継
が
れ
て

い
き
ま
し
た
。

　一
方
、
帰
国
し
た
漱
石
は
生

前
の
子
規
に
手
紙
を
送
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
悔
い
、
出
来
上

が
っ
た
小
説
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
を
子
規
の
墓
前
に
さ
さ
げ

ま
し
た
。
そ
の
後
近
代
日
本
の

文
豪
と
し
て
世
に
送
り
出
し

た
数
々
の
作
品
は
、
友
に
送
れ

な
か
っ
た
手
紙
の
続
き
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　２
人
が
生
ま
れ
て
１
５
０

年
、
今
松
山
に
は
、
子
規
文
学

の
顕
彰
、
研
究
拠
点
で
あ
る
子

　俳
句
で
母
親
と
妹
を
養
い
、
自

ら
残
し
た
墓
誌
銘
に
月
給
を
刻
ん

だ
よ
う
に
、
俳
句
を
仕
事
に
し
た

子
規
さ
ん
の
生
き
方
は
、
同
じ
俳

句
を
仕
事
に
活
動
す
る
私
に
と
っ

て
、
力
に
な
り
、
勇
気
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。

　俳
句
の
仕
事
を
は
じ
め
た
30
年

前
、子
規
さ
ん
が
残
し
た
「
た
か
ら
」

が
朽
ち
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
い
う
危
機
感
を
抱
き
、「
子
規
さ

ん
が
お
も
し
ろ
が
る
こ
と
を
絶
対

や
っ
て
み
せ
た
い
」
と
い
う
思
い

が
、
私
の
俳
句
の
種
ま
き
運
動
の

力
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
、

子
規
さ
ん
と
漱
石
さ
ん
が
親
友

だ
っ
た
と
知
っ
た
と
き
は
、
驚
き

ま
し
た
。
仲
良
し
に
な
り
そ
う
に

な
い
２
人
が
ど
う
し
て
親
友
だ
っ

た
の
か
、そ
れ
は
き
っ
と
「
こ
と
ば
」

と
い
う
、
シ
ン
プ
ル
か
つ
奥
深
い

も
の
が
結
ん
だ
に
違
い
な
い
と
思

い
、
私
の
活
動
の
支
え
に
な
り
ま

し
た
。

　松
山
に
は
、
２
人
の
思
い
、
志
、

言
霊
が
今
も
生
き
て
い
ま
す
。
子

規
さ
ん
は
上
京
す
る
と
き
「
四
国

の
山
猿
が
東
京
で
お
も
し
ろ
い
こ

と
を
や
る
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、

私
も
松
山
で
、
子
規
さ
ん
が
ゲ
ラ

ゲ
ラ
笑
っ
て
お
も
し
ろ
が
り
、「
ワ

シ
も
仲
間
に
い
れ
て
」
と
い
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て

み
せ
た
い
、そ
れ
が
「
俳
句
甲
子
園
」

や
「
俳
句
対
局
」
の
試
み
に
つ
な

が
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
子
ど

も
た
ち
も
多
く
参
加
す
る
「
句
会

ラ
イ
ブ
」
は
、
仲
間
と
の
座
学
が

好
き
だ
っ
た
子
規
さ
ん
や
寄
席
好

き
で
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
漱
石
さ

ん
も
き
っ
と
喜
ん
で
く
れ
て
い
る
、

と
思
い
な
が
ら
毎
回
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　こ
れ
か
ら
も
、
２
人
の
思
い
を

大
切
に
し
、
日
本
中
、
世
界
中
の

人
た
ち
に
「
お
も
し
ろ
い
こ
と
は

『
俳
都
松
山
』
で
な
い
と
味
わ
え
な

い
」
っ
て
伝
え
て
い
き
た
い
で
す

ね
。

規
記
念
博
物
館
、
２
人
が
生
き

た
時
代
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
、
多
く
の
句
碑
や
観
光
俳

句
ポ
ス
ト
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
文

学
賞
」「
俳
句
甲
子
園
」
な
ど
、

２
人
の
志
に
導
か
れ
た
多
く

の
宝
が
残
っ
て
い
ま
す
。

再現映像で2人の足跡を紹介
松山市政広報テレビ特別番組

宝厳寺山門前、松ヶ枝町の風景
（明治末期）

２人が住んだ愚陀佛庵

２人が観覧した
「新栄座」

小説『坊っちやん』原稿（複製）

時間内に句を作りあう「俳句対局」

俳人・俳都松山大使
夏井　いつき さん

宝厳寺山門に腰掛ける子規（右）と漱石（松山市政広報テレビ特別番組より）
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