
正岡子規が眠る東京北区田端の
大龍寺山門。

正岡子規の墓（中）。右は母の八重の墓、左は政岡家の累代の墓。
大龍寺山門脇に建つ「子規居士墓所の碑」。

俳
句
に
熱
中
す
る
も

体
を
病
魔
が
襲
う

言
わ
ず
も
が
な
、
現
代
日
本
語
の
基
礎

が
作
ら
れ
た
の
が
、
わ
ず
か
一
〇
〇
年
前

の
明
治
時
代
の
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
基

礎
を
築
い
た
立
役
者
の
一
人
が
正
岡
子
規

だ
っ
た
。

子
規
は
慶
応
三
年
（
１
８
６
７
）、伊
予

国
（
愛
媛
県
）
生
ま
れ
た
。
本
名
は
常
規
。

ち
ょ
ん
ま
げ
が
散
切
り
に
な
り
、
鹿
鳴
館

で
は
舞
踏
会
が
華
や
か
に
繰
り
広
げ
ら
て

い
た
、
ま
さ
に
文
明
開
化
の
時
代
だ
っ
た
。

幼
い
こ
ろ
か
ら
祖
父
の
塾
で
漢
学
を
学

び
、
中
学
に
入
る
と
自
由
民
権
運
動
の
影

響
で
政
治
家
に
あ
こ
が
れ
た
子
規
は
、
明

治
十
六
年
（
１
８
８
３
）、叔
父
を
頼
っ
て

上
京
。
翌
年
十
八
歳
で
帝
国
（
東
京
）
大

学
予
備
門
に
入
学
、
そ
こ
で
西
洋
の
政
治

や
法
律
、
哲
学
な
ど
を
学
び
、
同
窓
の
夏

目
漱
石
ら
と
と
も
に
日
々
文
学
に
つ
い
て

熱
く
語
り
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。

加
え
て
、
彼
を
熱
中
さ
せ
た
の
が
俳
句

だ
っ
た
。
貸
本
屋
で
俳
句
に
出
合
っ
た
子

規
は
、
た
っ
た
一
七
文
字
の
詩
の
中
に
あ

る
不
思
議
な
世
界
に
魅
了
さ
れ
、
試
験
勉

強
も
そ
っ
ち
の
け
で
俳
句
作
り
に
没
頭
し

て
い
く
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
子
規
を
病
が
襲
っ

た
。
明
治
二
十
二
年
（
１
８
８
９
）
五
月
、

突
然
吐
血
し
た
子
規
は
そ
の
後
一
週
間
に

わ
た
り
喀
血
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
病
名

は
肺
結
核
。
二
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

当
時
、
結
核
は
〝
不
治
の
病
〟
と
言
わ

れ
た
。
子
規
は
自
身
の
状
況
を
こ
う
詠
ん

で
い
る
。

卯
の
花
の
散
る
ま
で
啼
く
か
子ホ
ト
ト
ギ
ス規

ホ
ト
ド
ギ
ス
は
口
の
中
が
赤
い
。
血
を

吐
き
続
け
る
自
分
は
、
ま
さ
に
卯
の
花
が

散
る
ま
で
鳴
き
続
け
て
い
る
よ
う
だ
―
―
。

そ
し
て
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
表
す
俳
号
と
し

て
「
子
規
」
と
名
乗
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
皮
肉
に
も
結
核
と
い
う
病
が
、

俳
人
・
正
岡
子
規
を
誕
生
さ
せ
、
彼
に
現

代
日
本
語
の
礎
を
築
く
第
一
歩
を
踏
み
出

さ
せ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
、
す
な
わ
ち

病
が
正
岡
子
規
の
一
大
事
と
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
残
り
少
な
い
人
生
を

ど
う
生
き
る
べ
き
か
！
」
を
苦
悩
し
た
末
、

決
意
し
た
の
が
自
分
の
命
を
す
べ
て
文
学

に
捧
げ
る
こ
と
だ
っ
た
。

大
学
を
中
退
。

新
聞
記
者
へ

子
規
は
当
時
の
心
境
を
『
病び

ょ
う
し
ょ
う
せ
ん
ご

牀
譫
語
』

に
こ
う
綴
っ
て
い
る
。

〈
政
治
家
と
な
ろ
う
か
、
文
学
家
と
な
ろ

う
か
、
我
は
文
学
者
を
選
ぼ
う
。
政
治
家

と
い
う
の
は
四
十
歳
を
越
え
な
け
れ
ば
天

下
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
朝
夕
の

命
の
定
ま
ら
な
い
身
で
、
ど
う
し
て
四
十

歳
を
待
つ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
、

文
学
は
そ
う
で
も
な
い
。
四
十
歳
を
待
た

ず
、
三
十
歳
を
待
た
ず
〉

子
規
の
新
た
な
る
挑
戦
が
始
ま
っ
た
。

明
治
二
十
五
年
（
１
８
９
２
）、二
十
六

歳
に
な
っ
た
子
規
は
大
学
を
中
退
。
日
本

新
聞
社
に
入
社
後
、
文
芸
記
者
と
な
っ
た

彼
は
同
社
が
発
行
す
る
「
日
本
」
に
俳
句

批
評
を
発
表
。
決
ま
り
き
っ
た
言
葉
し
か

使
わ
な
い
俳
句
を
「
平
句
凡
調
」、新
鮮
味

が
な
い
陳
腐
な
俳
句
を
「
月
並
」
と
一
刀

両
断
し
、
旧
態
依
然
と
し
た
俳
句
の
世
界

に
革
新
と
い
う
風
を
吹
き
込
ん
だ
。

と
同
時
に
俳
句
の
新
た
な
道
を
探
す
た

め
各
地
を
旅
し
て
ま
わ
り
、
そ
こ
で
出

会
っ
た
西
洋
画
家
た
ち
か
ら
目
に
映
る
も

の
を
そ
の
ま
ま
描
く
と
い
う
「
写
生
」
と

い
う
手
法
を
学
ぶ
と
、
こ
れ
を
俳
句
に
も

取
り
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。

明
治
二
十
七
年（
１
８
９
４
）根
岸
に
転

居
し
た
の
ち
は
目
に
留
ま
る
自
然
を
、
写

生
す
る
よ
う
に
一
つ
ひ
と
つ
を
言
葉
に
し

て
い
く
。
そ
の
中
で
確
信
し
た
。
自
然
に

は
形
式
も
月
並
み
な
組
み
合
わ
せ
も
な
い
。

写
生
こ
そ
、
天
然
を
映
す
新
し
い
俳
句
を

生
み
出
す
手
法
だ
。
そ
れ
が
、
子
規
が
求

め
て
い
た
答
え
だ
っ
た
。

だ
が
、
子
規
の
身
体
に
は
再
び
病
魔
が

忍
び
寄
っ
て
い
た
。
明
治
二
十
八
年
（
１

８
９
５
）
に
日
清
戦
争
の
従
軍
記
者
と
し

て
中
国
大
陸
に
渡
っ
た
子
規
は
、
帰
り
の

船
で
再
び
激
し
く
吐
血
。
帰
国
後
、
故
郷

の
松
山
で
静
養
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
松
山
に
は
、
か
つ
て
の
同
級

生
・
漱
石
が
英
語
教
師
と
し
て
赴
任
し
て

い
た
。
そ
こ
で
子
規
は
漱
石
の
下
宿
「
愚

陀
仏
庵
」
で
漱
石
と
同
居
す
る
こ
と
に
な

り
、
し
ば
し
仲
間
と
俳
句
を
詠
む
日
々
を

送
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
新
聞
に

俳
句
論
を
連
載
。

だ
が
、
病
は
深
刻
に

そ
れ
は
束
の
間
の
休
息
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
東
京
に
戻
っ
た
子
規
は
日
本
新
聞
に

俳
句
論「
俳
諧
大
要
」の
連
載
を
開
始
。
し

か
し
、
子
規
を
さ
ら
な
る
病
が
襲
う
。
結

核
菌
が
骨
を
冒
す
結
核
性
カ
リ
エ
ス
に
よ

り
左
足
か
ら
全
身
に
激
し
痛
み
が
出
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

子
規
は
随
筆
に
こ
う
綴
っ
て
い
る
。

〈
叫
ぶ
か
、
泣
く
か
、
又
は
黙
っ
て
こ
ら

え
て
い
る
か
す
る
。
盛
ん
に
う
め
き
、
盛

ん
に
叫
び
、
盛
ん
に
泣
く
と
、
少
し
痛
み

が
減
す
る
〉（『
黒
汁
一
滴
』
よ
り
）

月
日
を
経
る
た
び
に
、
子
規
の
病
状
は

悪
化
。
や
が
て
一
歩
も
歩
け
な
い
身
体
に

な
っ
た
子
規
は
、
自
身
を
横
た
え
る
布
団

を
敷
い
た
だ
け
の
空
間
を
「
病
床
六
尺
」

と
呼
び
、
死
が
迫
る
中
、
こ
の
小
さ
な
世

界
か
ら
新
し
い
日
本
語
を
探
す
た
め
最
後

ま
で
挑
戦
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

痛
み
を
こ
ら
え
、
庭
を
見
つ
め
る
彼
の

視
線
の
先
に
は
草
花
や
虫
な
ど
〝
た
だ
一

度
き
り
〟の
見
慣
れ
た
風
景
が
あ
っ
た
。子

規
は
傍
ら
に
い
る
高
浜
虚
子
に
筆
を
執
ら

せ
、
こ
う
口
述
し
た
。

〈
余
は
病
気
に
な
っ
て
以
来
、
今
朝
ほ
ど

安
ら
か
な
頭
を
持
っ
て
静
か
に
こ
の
庭
を

眺
め
た
こ
と
は
な
い
。
糸
爪
の
葉
が
一
枚

二
枚
だ
け
ひ
ら
ひ
ら
動
く
〉

こ
の
文
章
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
発
表

さ
れ
た
五
日
後
の
明
治
三
十
五
年
（
１
９

０
２
）
九
月
十
九
日
、
子
規
は
永
眠
。
三

十
五
年
の
生
涯
だ
っ
た
。

子
規
の
墓
は
、
北
区
田
端
の
真
言
宗
大

龍
寺
に
あ
る
。「
子
規
居
士
墓
所
」と
記
さ

れ
た
石
碑
を
過
ぎ
本
堂
脇
の
墓
地
に
入
る

と
、
右
に
は
母
「
正
岡
八
重
墓
」、
左
に

は
「
正
岡
氏
累
世
之
墓
」
が
あ
る
。
だ
が
、

昭
和
九
年
の
三
十
三
回
忌
の
折
、
墓
石
の

前
の
墓
碑
銘
碑
は
銅
板
で
作
ら
れ
た
も
の

の
何
者
か
に
よ
り
盗
難
に
遭
い
、
そ
の
後
、

石
に
刻
み
直
さ
れ
た
そ
う
だ
。

子
規
が
提
唱
し
た
「
写
生
文
」
は
、
誰

に
で
も
書
け
る
平
易
な
日
本
語
と
し
て
浸

透
、
や
が
て
近
代
日
本
文
学
の
礎
に
な
っ

た
。
子
規
が
そ
の
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
の

は
不
治
の
病
発
症
か
ら
わ
ず
か
十
年
足
ら

ず
の
こ
と
だ
っ
た
。

文＝椛
かば

木
き

倫
りん

太
た

郎
ろう

正
岡
子
規
が
日
本
人
に
与
え
た
影
響
は
俳
句
だ
け
で
は
な
い
。

我
々
が
親
し
み
続
け
て
き
た
野
球
と
密
接
に
関
係
あ
る
。

ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
を
「
野
球
」と
訳
し
た
の
は
教
育
家
の
中ち

ゅ
う
ま
ん
か
な
え

馬
庚
だ
が
、

子
規
は
そ
れ
以
前
の一
時
期
、自
分
の
幼
名
〝
升の

ぼ
る

〟に
ち
な
ん
で
、

雅
号
を
〝
野の

ぼ
ー
る球
〟と
し
た
。

バッ
タ
ー
＝
打
者
、ラ
ン
ナ
ー
＝
走
者
、フ
ァ
ア
ボ
ー
ル
＝
四
球
、

ス
ト
レ
ー
ト
＝
直
球
も
子
規
の
訳
語
だ
っ
た
。

子
規
も
中
馬
も
、こ
う
し
た
貢
献
か
ら
野
球
殿
堂
入
り
し
て
い
る
。

子
規
な
か
り
せ
ば
、打
者
な
し
…
…
。こ
れ
も
歴
史
で
あ
っ
た
。

和
光
山
興
源
院
大
龍
寺  

正
岡
子
規

墓
が
語
る

二
十
八

まさおかしき●慶応3年（1867）9月17日（10月14日）現愛
媛県松山市花園町に松山藩士正岡常尚と八重の長男と
して生まれる。明治16年（1883）上京し、翌年に東大予備
門（のち一高）入学。予備門では夏目漱石、南方熊楠らと
同窓。その後、帝大（東大）哲学科、国文科で学び、「子
規」と号して句作を開始。大学を中退し、明治25年（1892）
「日本新聞」の記者となる。ここを文芸活動の拠点として
俳句の革新運動を開始。日清戦争では従軍記者。戦争終
結で帰国に付くが船中で吐血。以後、病と闘いながら俳
句、短歌の革新に努めた。病床で書き上げた『病牀六尺』
は精神を客観視して写生した秀逸な人生記録として評
価が高い。明治35年（1902）9月19日死去。享年34。
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