
漱
石
の
エ
ピ
ソ
ー
ド 

夏
目
漱
石
は
、
数
々
の
名
作
を
残
し
、
日
本
人
が
最
も
愛
す
る
作
家
の
一
人
で
す
。

英
文
学
者
だ
っ
た
漱
石
の
文
章
は
美
し
く
、
だ
れ
も
が
親
し
み
、
若
い
人
び
と
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
漱
石
は
、
倫

理
感
の
強
い
芸
術
家
で
し
た
。
常
に
自
己
批
判
を
し
な
が
ら
、
人
間
の
生
き
る
道
を
考
え
続
け
ま
し
た
。 

一
八
六
七
年
、
夏
目
家
に
八
番
め
の
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
赤
ん
坊
が
、
漱
石
、
夏
目
金
之
助
で
し
た
。 

夏
目
家
の
兄
、
大
一
は
英
語
が
得
意
で
し
た
。
金
之
助
は
、
漢
文
が
大
好
き
で
し
た
。
大
一
は
金
之
助
に
英
語
の

勉
強
を
す
す
め
、
毎
日
時
間
を
決
め
て
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
兄
は
、
「
こ
れ
か
ら
は
間
違
い
な
く
英
語
の
時
代
に

な
る
。
西
洋
文
明
は
、
英
語
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
、
大
学
に
入
る
な
ら
、

英
語
は
欠
か
せ
な
い
。」
と
言
い
ま
し
た
。 

 

あ
る
日
、
兄
の
大
一
が
仕
事
か
ら
戻
っ
て
く
る
と
、
玄
関
口
で
、
金
之
助
が
古
本
屋
に
本
を
売
り
渡
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
し
た
。
お
び
た
だ
し
い
数
の
本
が
、
山
積
み
に
さ
れ
て
い
ま
す
。「
お
い
お
い
、
一
体
ど
う
す
る
気
だ
い
？
」

「
は
い
、
好
き
な
漢
文
の
本
が
そ
ば
に
あ
る
と
、
気
に
な
っ
て
英
語
に
身
が
は
い
り
ま
せ
ん
か
ら
、
み
ん
な
売
っ
て

し
ま
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
心
を
落
ち
つ
け
て
英
語
の
勉
強
が
で
き
ま
す
。」
と
、
金
之
助
は
答
え
ま
し
た
。 

大
一
は
、
弟
の
思
い
切
り
の
良
さ
に
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
強
い
決
意
を
も
っ
て
、
一
生
懸
命
英
語
の
勉
強
を
し

た
の
で
、
金
之
助
は
、
望
み
通
り
大
学
予
備
門(

今
の
東
京
大
学
教
養
学
部)

に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

金
之
助
は
、
住
み
こ
み
で
塾
の
先
生
を
し
ま
し
た
。
彼
は
、
ま
じ
め
に
働
き
、
勉
強
し
て
、
成
績
は
ぐ
ん
ぐ
ん
あ

が
り
、
卒
業
す
る
ま
で
ず
っ
と
首
席
で
通
し
ま
し
た
。 

金
之
助
の
友
だ
ち
が
、
実
家
に
よ
く
遊
び
に
来
ま
し
た
。
何
人
か
友
だ
ち
が
集
ま
る
と
、
将
来
の
希
望
や
、
選
ぶ

学
科
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
す
。
金
之
助
は
、
い
ろ
い
ろ
考
え
た
す
え
、
建
築
科
へ
い
こ
う
と
決
心
し
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
友
だ
ち
の
米
山
保
三
郎
に
大
反
対
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

「
自
分
だ
け
の
生
活
の
こ
と
を
考
え
る
な
ん
て
、
君
ら
し
く
な
い
よ
。
人
間
の
生
活
な
ん
て
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
だ
。

君
は
得
意
な
文
学
を
選
ぶ
べ
き
だ
。
い
い
文
学
作
品
な
ら
、
ず
っ
と
人
び
と
の
心
に
生
き
つ
づ
け
る
じ
ゃ
な
い
か
。」 

金
之
助
は
、
米
山
の
言
葉
に
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
は
な
に
よ
り
も
文
学
の
好
き
な
金
之
助
で
す
。
少
年

の
頃
か
ら
小
説
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
ほ
ど
で
す
。
「
本
当
は
、
ぼ
く
も
文
学
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
た

の
だ
。
あ
り
が
と
う
、
な
ん
だ
か
勇
気
が
出
て
き
た
。」 

こ
う
し
て
、
小
説
家
に
な
る
決
心
を
し
た
金
之
助
は
、
英
文
科
に
進
み
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
文
学
の
勉
強
を

 



は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
金
之
助
は
、
漱
石
と
い
う
名
を
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
し
ま
し
た
。「
が
ん
こ
も
の
」「
へ
そ
ま

が
り
」
と
い
う
意
味
で
す
。 

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
い
う
、
人
間
や
社
会
を
猫
の
目
か
ら
見
て
批
評
し
た
愉
快
な
作
品
が
評
判
に
な
る
と
、

金
之
助
は
、
大
変
喜
び
ま
し
た
。
小
説
家
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
自
信
を
得
た
か
ら
で
す
。
小
説
家
と
し
て
の
出
発

は
、
遅
か
っ
た
の
で
す
が
、
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
か
ら
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
『
倫
敦
塔
』 

『
虞
美
人
草
』『
三
四
郎
』『
そ
れ
か
ら
』『
こ
こ
ろ
』
『
道
草
』
な
ど
の
名
作
を
、
相
次
い
で
生
み
出
し
ま
し
た
。 

夏
目
漱
石
の
名
は
、
す
ご
い
勢
い
で
日
本
中
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
大
正
五
年
に
金
之
助
は
亡
く
な
り
ま
し

た
が
、
数
か
ず
の
作
品
は
、
漱
石
の
名
と
と
も
に
生
き
つ
づ
け
て
い
ま
す
。 

児
童
生
徒
に
伝
え
、
考
え
さ
せ
た
い
こ
と 

◎ 

自
分
の
夢
と
希
望
を
も
つ
。 

 

◎ 

友
だ
ち
や
家
族
の
助
言
を
大
切
に
し
て
、
冷
静
に
自
分
の
進
路
・
職
業
を
決
め
る
。 

 

◎ 

努
力
し
夢
を
実
現
す
る
。 

○ 

「
漱
石
」
の
名
前
の
由
来 

故
事
「
漱
石
枕
流
」
は
、
負
け
惜
し
み
の
強
い
こ
と
な
ど
を
意
味
し
ま
す
。
中
国
西
晋
の
孫
楚

そ

ん

そ

は
「
石

に
枕
し
流
れ
に

漱
く
ち
す
す

ぐ
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
「
石
に
漱
ぎ
流
れ
に
枕
す
」
と
言
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
誤
り
を
指
摘
さ
れ
る
と
、
「
石
に
漱
ぐ
の
は
歯
を
磨
く
た
め
、
流
れ
に
枕
す
る
の
は
耳
を
洗
う

た
め
だ
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。 

資
料 

漱
石
誕
生
の
地 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

黒い御影石製の 

生誕 100年記念碑 
 

(昭和 41 年 2 月 9 日) 

漱石は 慶応３年1867年１月5日 牛込

馬場下横町に生まれました。現在名 

は喜久井町１番地。喜久井町は夏目家の

紋章（井げたに菊）にちなみます。 

「夏目漱石誕生の地」 
と刻まれています。 

文字は遺弟子 

阿倍能成氏の揮号 

 

 

   

 

 



 

漱
石
山
房
（そ
う
せ
き
さ
ん
ぼ
う
）  

夏
目
漱
石
は
、
明
治
四
〇
年
九
月
、
早
稲
田
南
町
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。
朝
日
新
聞
に
専
属
小
説
記
者
と
し
て
入

社
し
て
半
年
、
第
一
作
「
虞
美
人
草

ぐ

び

じ

ん

そ

う

」
を
書
き
上
げ
た
頃
の
こ
と
で
す
。
漱
石
は
、
こ
こ
で
十
年
間
、
多
く
の
名
作

『
三
四
郎
』『
そ
れ
か
ら
』『
門
』『
彼
岸
過
迄
』『
こ
ゝ
ろ
』
な
ど
を
生
み
出
し
、
大
正
五
年
、
四
九
歳
で
「
明
暗
」
の

執
筆
中
に
亡
く
な
る
ま
で
住
み
ま
し
た
。
漱
石
が
晩
年
を
過
ご
し
た
こ
の
家
と
地
を
「
漱そ

う

石
山
房

せ
き
さ
ん
ぼ
う

」
と
い
い
ま
す
。 

 

「
漱
石
山
房
」
は
、
ベ
ラ
ン
ダ
式
回
廊
の
あ
る
広
い
家
で
、
庭
に
は
背
た
け
を
越
す
芭
蕉

ば
し
ょ
う

が
そ
よ
ぎ
、
と
く
さ
が

繁
っ
て
い
ま
し
た
。
前
所
有
者
は
医
者
で
、
奥
の
十
畳
は
板
敷
き
の
洋
間
で
診
察
室
と
し
て
使
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

漱
石
は
こ
の
洋
間
に
絨
毯

じ
ゅ
う
た
ん

を
敷
き
、
紫
檀

し

た

ん

の
机
を
置
い
て
書
斎
と
し
て
使
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

机
は
意
外
に
小
さ
く
て
、
漱
石
が
小
柄
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
よ
う
で
す
。 

書
斎
手
前
の
十
畳
が
応
接
間
で
し
た
。
漱
石
に
は
、
門
下
生
や
新
聞
関
係
者
な
ど
、 

面
会
者
が
と
て
も
多
か
っ
た
の
で
、
面
会
日
を
毎
週
木
曜
日
に
決
め
て
午
後
か
ら 

応
接
間
を
開
放
し
、
訪
問
者
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
木
曜
会
」
の
始
ま
り 

で
し
た
。
「
木
曜
会
」
は
、
近
代
日
本
で
は
珍
し
い
文
豪
サ
ロ
ン
と
し
て
、
若
い
文
学 

者
た
ち
の
集
い
の
場
所
と
な
り
、
漱
石
没
後
も
彼
ら
の
精
神
的
な
砦

と
り
で

と
な
り
ま
し
た
。 

                

 

 

富永直樹作（平成 3年建立） 

碑面には『則天去私』の碑文が 

あります。 

 

 

 

新宿歴史博物館展示 漱石山房復元模型 

右端が漱石の書斎・すぐ左の部屋が応接間 

木
曜
会
の
メ
ン
バ
ー 

森
鴎
外
・
鈴
木
三
重
吉
・
寺
田
寅
彦
・
阿
部 

次
郎
・
安
倍
能
成
・
芥
川
龍
之
介
・
久
米
正
雄
・

松
岡
譲
・
菊
池
寛
・
武
者
小
路
実
篤
・
内
田 

百
閒
・
有
島
武
郎 

ほ
か 

則
天
去
私 

エ
ゴ
を
超
越
し
て
、
自
然
の
叡
智
に
従
っ
て 

生
き
る
と
い
う
理
想
を
掲
げ
ま
し
た
。 

  

山房の記録写真 

左手に芭蕉の大きな葉がみえます。 

 

下は公園内に復元された山房の回廊 

 
 



                          

 
 

     
 
 

 

 
 

  

 

道 草 庵 

道草庵では漱石や漱石山房に関するパ

ネルを展示しています。 区では、「道草

をするように、みなさまどうぞお気軽に

お立ち寄りください」と広報しています。 

展
示
物 

漱
石
宅
の
回
廊
図
や
復
刻
さ
れ
た
資
料
等 

が
所
狭
し
と
展
示
さ
れ
、
と
て
も
楽
し
め 

る
ス
ペ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

猫 

塚 
 

我
が
輩
は
猫
で
あ
る
の
猫
の
お
墓
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
昭
和
二
八
年
に
復
元
さ
れ
た
塚
で
す
。
石

塔
は
漱
石
が
亡
く
な
っ
た
後
に
遺
族
が
家
で
飼
っ

て
い
た
犬
、
猫
、
小
鳥
の
供
養
の
た
め
に
建
て
た

も
の
で
す
。
そ
れ
が
猫
塚
と
し
て
有
名
に
な
り
ま

し
た
。 

                

 

 

漱
石
山
房
に
あ
っ
た
芭
蕉
は
、
バ
シ
ョ
ウ
科
バ
シ
ョ
ウ
属
の
多
年
草
で
す
。

草
は
、
三
、
四
メ
ー
ト
ル
に
も
な
り
見
上
げ
る
ほ
ど
の
高
さ
に
な
り
ま
す
。 

葉
は
大
き
く
破
れ
や
す
い
の
で
す
が
、
最
近
は
観
賞
用
と
し
て
育
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
葉
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
生
薬
で
も
「
芭
蕉
」
と
い
い
、
利
尿
・
解
熱

の
薬
効
が
あ
る
そ
う
で
す
。（
下
左
の
写
真
は
漱
石
公
園
に
植
栽
さ
れ
た
芭
蕉
） 

 

江
戸
時
代
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
、
こ
の
芭
蕉
を
「
ム
サ
・
バ
シ
ョ
ウ
」
と
い
う

学
名
で
発
表
し
ま
し
た
。
「
ム
サ
」
と
は
バ
ナ
ナ
の
仲
間
を
意
味
す
る
学
名
で
、

そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
芭
蕉
の
こ
と
を
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
バ
ナ
ナ
と
呼
ん

で
い
ま
し
た
（
実
際
バ
ナ
ナ
に
似
た
小
さ
な
実
が
付
き
ま
す
）
。 

 

江
戸
時
代
の
俳
人
松
尾
芭
蕉
は
、
深
川
の
自
宅
の
庭
に
あ
っ
た
芭
蕉
か
ら
、 

自
分
の
名
前
を
芭
蕉
と
し
た
そ
う
で
す
。 

 

 
 

 

バナナに似た実がなる 

http://www.nippon-shinyaku.co.jp/assets/images/herb/flower/03_01/photo01.jpg


虞
美
人
草 

  
 

  
 

  

 

夏
目
漱
石
は
、
こ
の
本
が
発
行
さ
れ
た
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
は
、
す
で
に
大
流
行
作
家
で

し
た
。
「
虞
美
人
草
」
だ
け
で
は
な
く
、
夏
目
漱
石
の
小
説
は
、
い
ず
れ
も
装
丁
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
こ
の
本
ほ
ど
贅
沢
な
造
本
は
他
に
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

漱
石
の
作
品
を
出
版
す
る
と
き
は
、
著
名
な
図
案
家
や
画
家
の
作
品
を
惜
し
げ
も
な
く
装
丁
に
使
用
し

て
い
ま
す
。
虞
美
人
草
は
菊
判
上
製
帙
（
ち
つ
）
入
り
で
す
。
帙 ち

つ

と
い
う
の
は
、
本
来
、
和
と
じ
本
を
何

冊
か
ま
と
め
て
保
存
す
る
こ
と
が
目
的
の
も
の
で
す
。
書
物
の
損
傷
を
防
ぐ
た
め
に
包
む
覆
い
で
、
厚
紙

を
芯(

し
ん)

と
し
、
表
に
布
を
は
っ
て
作
り
ま
す
。
帙 ち

つ

は
手
作
り
な
の
で
大
量
生
産
は
効
き
ま
せ
ん
。
書

物
に
目
を
通
す
こ
と
を
繙

ひ
も
と

く
と
い
う
の
は
、
帙 ち

つ

の
紐 ひ

も

を
解 と

く
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。 

 

明
治
・
大
正
・
昭
和
時
代
、
書
物
は
知
識
の
泉
と
し
て
、
大
変
貴
重
な
扱
い
を
受
け
ま
し
た
。
作
る
方

も
読
む
方
も
決
し
て
粗
末
に
扱
っ
た
り
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
の
世
ま
で
残
さ
れ
読
ま
れ
る
こ
と
を
考

え
て
、
堅
牢

け
ん
ろ
う

に
作
り
ま
し
た
。
様
々
な
技
術
と
創
造
力
を
駆
使
し
た
工
芸
品
で
も
あ
り
ま
す
。
価
値
が
高

い
か
ら
こ
そ
書
棚
に
並
べ
た
い
し
、
手
放
し
た
く
も
な
い
の
で
す
。 

 

現
在
の
よ
う
に
、
読
み
捨
て
を
予
想
し
て
作
ら
れ
た
本
、
読
め
れ
ば
い
い
だ
け
の
ｅ
‐
ブ
ッ
ク
に
は
な

い
堅
実
な
思
想
で
す
。 

ち
な
み
に
「
こ
こ
ろ
」
（
一
九
一
四
年
）
の
装
丁
な
ど
は
、
漱
石
自
身
が
行
い
ま
し
た
。 

     

虞美人草 

（ひなげし） 

 

 

 
早稲田小学校 

の漱石文庫 

 

  

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こころ 

「
こ
こ
ろ
」
の
本
は
、
序

文
・
表
紙
・
題
字
・
み
か

え
し
・
と
び
ら
・
お
く
づ

け
・
朱
印
・
検
印
・
箱
の

全
部
を
私
が
執
筆
、
考
案

し
ま
し
た
。 

明治４１年発刊 


