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子
規
画
「
左
千
夫
像
」

（
明
治33
年
頃
）

　
吾
が
正
岡
先
生
は
、
俳
壇
の
偉
人
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
歌
壇
の
偉
人
で
あ
る
。
万
葉
集
以
降
千
有

余
年
間
に
、
た
だ
一
人
あ
る
と
こ
ろ
の
偉
人
で
あ
る
の
だ
。

　
し
か
る
に
先
生
が
俳
壇
の
偉
人
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、
天
下
知
ら
ざ
る
も
の
な
き
程
で
あ
り
な
が
ら
、

歌
壇
の
偉
人
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
も
の
は
、
天
下
幾
人
も
無
い
と
云
う
に
至
っ
て
は
実
に

遺
憾
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
先
生
の
訃
音
が
一
度
伝
わ
れ
ば
、
東
都
の
新
紙
は
異
口
同
音
に
哀
悼
の
意
を
表
し
、
一
斉
に
先
生
が
俳

壇
に
お
け
る
偉
業
を
讃
し
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
当
然
の
事
で
あ
え
て
間
然
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
た
だ

一
人
と
し
て
先
生
の
歌
壇
に
お
け
る
功
績
に
片
言
も
序
し
及
ば
な
か
っ
た
の
は
い
か
に
も
物
足
ら
ぬ
感
に

堪たえ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
先
生
の
俳
句
に
お
け
る
成
功
は
、
始
め
近
親
数
人
に
及
ぼ
し
遂
に
天
下
に
広
充
し
た
の
で
、
北
は
北
海

道
の
果
て
よ
り
、
南
は
九
州
の
隅
に
至
る
ま
で
、
い
や
し
く
も
文
学
に
志
す
者
で
日
本
派
の
俳
句
、
子
規
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派
の
俳
句
を
知
ら
ぬ
者
は
な
い
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
俳
句
を
知
ら
ぬ
人
で
も
そ
の
実
績
の
上
か
ら
、
先

生
が
俳
壇
の
偉
人
で
あ
る
と
云
う
事
は
知
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
歌
の
方
で
あ
る
と
根
岸
派
の
歌
と
云
う
て

も
、
区
域
が
極
め
て
狭
い
の
で
、
真
に
歌
を
解
せ
ぬ
素
人
の
眼
か
ら
、
そ
の
偉
大
な
る
こ
と
の
分
ら
ぬ
の

も
、
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
、
し
か
し
ま
た
一
歩
進
ん
で
考
え
て
み
る
と
、
世
人
が
、
日
本
文
学
の
精

粋
と
歌
わ
る
る
歌
に
対
し
て
解
釈
力
の
欠
乏
せ
る
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
い
自
ら
作
る

と
云
う
こ
と
は
出
来
な
く
と
も
、
そ
の
議
論
を
み
て
そ
の
製
作
を
み
た
な
ら
ば
、
是
非
の
判
断
く
ら
い
は

つ
き
そ
う
な
も
の
じ
ゃ
あ
る
ま
い
か
。
世
上
多
く
の
文
士
が
先
生
の
俳
人
た
る
価
値
を
の
み
解
し
て
、
歌

人
た
る
の
価
値
を
少
し
も
解
せ
ぬ
と
云
う
に
至
っ
て
は
、
吾
々
は
多
大
な
る
不
平
が
包
み
き
れ
ぬ
の
で
あ

る
。

　
先
生
の
俳
句
に
お
け
る
成
功
と
歌
に
お
け
る
成
功
と
先
生
一
個
身
の
上
よ
り
せ
ば
、
成
功
の
価
値
に
少

し
の
相
違
も
な
い
の
で
あ
る
。
一
は
成
功
の
余
沢
を
広
く
他
に
及
ぼ
し
、
一
は
未
だ
広
く
余
沢
を
及
ぼ
さ

ぬ
と
云
う
に
過
ぎ
ぬ
、
俳
句
は
そ
の
流
れ
を
酌
む
人
が
多
い
か
ら
偉
大
で
歌
は
そ
の
流
れ
を
酌
む
人
が
少

い
か
ら
注
意
に
価
せ
ぬ
と
は
あ
ま
り
に
浅
薄
な
る
批
評
眼
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
し
か
ら
ば
、
正
岡
が
歌
壇
の
偉
人
で
あ
る
と
い
う
は
ど
う
云
う
わ
け
か
と
云
う
問
が
起
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
答
は
、
俳
壇
の
偉
人
を
説
明
す
る
様
に
簡
単
で
な
い
。
実
績
に
乏
し
き
歌
壇
の
偉
人
を
説
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明
し
よ
う
に
は
勢
い
歌
そ
の
も
の
に
依
っ
て
判
断
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
そ
の
作
歌
及
び
歌
論
に
つ

い
て
価
値
を
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
か
く
の
ご
と
き
こ
と
を
な
す
は
今
そ
の
場
合
で
な
い
と

思
う
。

　
先
生
が
歌
の
研
究
を
始
め
た
の
は
、
た
し
か
明
治
二
十
九
年
の
夏
か
ら
で
あ
る
。
年
を
経
る
僅
か
に
七

年
一
室
に
病
臥
し
て
、
自
宅
十
歩
の
庭
で
さ
え
充
分
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
身
を
以
て
、
俳
壇
を
支
配

す
る
の
余
力
を
以
て
、
今
日
の
成
功
を
見
た
る
実
に
偉
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
親
し
く
教
え
を
受
け
て
研

究
に
預
れ
る
は
僅
か
に
七
八
人
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
も
こ
の
七
八
人
の
根
岸
派
同
志
が
今
日
の
歌
壇
に
い
か

に
重
き
を
な
す
か
、
成
功
の
確
然
た
る
も
の
が
な
く
て
、
ど
う
し
て
し
か
る
こ
と
を
得
べ
き
か
。

　
国
家
と
そ
の
起
源
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
歌
は
、
ま
た
皇
家
と
そ
の
隆
替
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

皇
威
衰
え
て
歌
も
ま
た
衰
え
た
、
万
葉
以
降
歌
の
奮
わ
ぬ
と
云
う
の
も
、
考
え
て
み
る
と
不
思
議
と
思
う

程
で
あ
る
。
思
う
に
世
道
人
心
と
深
く
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
相
違
な
い
の
で
あ
ろ
う
、
帝
皇
の
稜
威
が
、

全
く
上
代
に
復
し
て
、
歌
壇
に
偉
人
の
顕
れ
た
と
云
う
も
、
偶
然
の
よ
う
で
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

　
先
生
に
は
一
人
の
愛
子
が
あ
っ
た
。
当
年
二
十
四
歳
の
男
で
歌
詠
う
た
よ
み
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
あ
ま
り
出
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し
抜
け
で
人
の
驚
く
の
も
無
理
は
な
い
。
十
年
病
に
臥
し
て
妻
と
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん
妻
ら
し
い
も
の

も
無
か
っ
た
先
生
に
子
の
あ
ろ
う
筈
が
な
い
。
が
、
そ
れ
も
真
面
目
す
ぎ
た
話
で
我
輩
の
子
と
い
う
の
は

そ
ん
な
血
統
的
の
話
で
は
な
い
。
そ
の
関
係
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
交
わ
り
の
親
密
さ
と
い
う
の
が
ど
う

し
て
も
親
子
と
し
か
思
わ
れ
な
い
点
か
ら
、
予
は
理
想
的
に
先
生
の
愛
子
じ
ゃ
と
云
う
た
訳
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
だ
れ
だ
、
下
総
結
城
の
人
長
塚
節
タ
カ
シで
あ
る
。
節
は
ま
た
最
も
予
と
も
親
し
い
の
で
、
先
生
と
節

と
の
関
係
は
予
が
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
様
で
、
そ
れ
は
と
に
か
く
そ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
何
が
面
白
い

か
と
思
う
人
も
あ
ろ
う
か
ら
ち
ょ
っ
と
前
が
き
が
い
る
。

　
ど
っ
ち
か
と
云
う
と
、
先
生
は
理
性
的
の
人
で
あ
っ
た
。
い
や
そ
う
で
な
い
、
情
的
方
面
は
尋
常
で
理

性
の
方
面
は
非
常
で
あ
る
か
ら
、
誰
の
眼
に
も
そ
の
理
性
の
強
い
方
面
ば
か
り
す
ぐ
分
る
の
で
、
非
常
に

理
性
の
勝
っ
た
人
で
全
く
智
的
の
人
の
様
に
受
け
取
ら
れ
た
様
だ
。
明
敏
精
察
で
そ
し
て
沈
着
冷
静
と
い

う
態
度
で
、
常
に
人
に
接
す
る
か
ら
逢
う
人
は
必
ず
畏
敬
の
念
を
起
す
と
同
時
に
容
易
に
近
づ
く
事
の
出

来
ぬ
と
い
う
趣
が
あ
っ
た
。
か
く
い
う
吾
輩
も
、
こ
の
人
は
師
と
し
て
交
わ
る
べ
き
人
で
友
と
し
て
交
わ

る
こ
と
は
容
易
に
出
来
ぬ
人
で
あ
る
な
ど
と
思
う
た
こ
と
は
幾
度
か
あ
っ
た
。
先
生
自
ら
も
そ
の
性
質
を

ち
ゃ
ん
と
承
知
し
て
お
ら
れ
、
或
る
時
女
郎
買
い
話
が
出
て
大
い
に
笑
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
先
生
い
う
、

僕
も
書
生
時
分
に
は
月
に
一
回
位
は
往
か
ね
ば
な
ら
ぬ
様
に
往
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
同
じ
奴
の
所
へ
二
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度
往
っ
た
こ
と
は
無
か
っ
た
。
ど
う
し
て
そ
う
か
と
云
う
と
僕
は
ゆ
き
な
り
そ
の
奴
を
観
察
し
て
し
ま
う

の
で
、
す
ぐ
に
愛
情
が
つ
き
て
も
う
二
度
ゆ
く
気
に
な
れ
ぬ
云
々
。

　
先
生
が
理
性
の
強
か
っ
た
こ
と
は
こ
の
一
言
で
分
る
。
そ
ん
な
訳
で
あ
る
か
ら
、
遠
く
に
先
生
を
敬
慕

し
た
人
は
も
ち
ろ
ん
非
常
に
多
か
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
近
づ
い
て
親
密
に
し
た
人
は
割
合
に
す
く
な
い
。

そ
れ
に
は
病
気
や
何
か
で
い
ろ
い
ろ
な
事
情
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
非
常
に
理
性
に
勝すぐ
れ
た
せ
い
で
は
あ
る

ま
い
か
。
し
か
し
前
に
も
云
う
た
通
り
情
的
方
面
も
尋
常
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
無
情
酷
薄
な

人
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
人
物
評
や
作
物
評
に
は
、
精
察
で
峻
励
と
い
う
常
筆
法
で
や
ら
れ
た
ゆ
え
、

往
々
酷こく
に
過
ぎ
る
な
き
や
と
思
わ
れ
た
事
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
無
情
は
有
情
の
極
と
い
う
こ
と
も

あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
は
酷
と
思
う
方
が
無
理
で
あ
ろ
う
。

　
世
間
の
普
通
か
ら
い
う
と
理
性
の
著
し
く
ま
さ
っ
た
人
は
情
に
薄
い
の
が
当
り
前
で
あ
る
の
に
、
一
人

先
生
は
普
通
以
上
で
あ
る
と
い
う
証
拠
と
し
て
、
長
塚
節
が
出
て
き
た
次
第
じ
ゃ
。
赤
の
他
人
で
あ
っ
て

親
の
様
に
思
わ
れ
子
の
様
に
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
情
な
人
の
夢
に
も
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
、
先

生
と
長
塚
と
の
間
柄
は
親
子
と
し
て
は
あ
ま
り
に
理
想
的
で
、
師
弟
と
し
て
は
あ
ま
り
に
情
的
で
あ
る
、

ゆ
え
に
予
は
こ
れ
を
理
想
的
愛
子
と
名
附
け
た
。
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節
が
始
め
て
先
生
に
逢
う
た
の
は
明
治
三
十
二
年
の
初
夏
、
根
岸
庵
の
杉
屏
の
若
芽
が
ふ
い
た
頃
で
あ

る
。
節
は
そ
の
以
前
か
ら
「
日
本
」
の
愛
読
者
で
先
生
に
対
し
て
は
見
ぬ
恋
に
こ
が
れ
て
お
っ
た
と
の
こ

と
で
、
夢
に
見
た
先
生
と
逢
っ
て
見
た
先
生
と
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
て
当
時
節
は
し
き
り
に
そ
れ
を

不
思
議
に
し
て
い
た
。

　
長
塚
が
始
め
て
先
生
に
逢
っ
た
時
、
長
塚
は
先
生
の
俳
句
及
び
歌
の
、
自
分
が
面
白
く
感
じ
た
数
十
首

を
こ
と
ご
と
く
記
臆
し
て
い
て
こ
れ
を
暗
誦
し
た
の
に
は
、
先
生
も
一
驚
を
喫
し
た
そ
う
で
、
一
体
長
塚

は
記
臆
の
よ
い
男
で
あ
る
が
、
先
生
を
慕
う
こ
と
深
く
な
け
れ
ば
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
も
の

で
な
い
。
第
一
回
の
会
見
既
に
尋
常
で
な
い
。
長
塚
が
渾
身
情
的
無
邪
気
に
児
供
こ
ど
も
ら
し
き
に
対
し
て
は
、

さ
す
が
の
先
生
も
理
性
を
な
げ
う
ち
精
察
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ら
し
い
。
長
塚
は
し
ば
ら
く
滞
京

し
て
毎
日
の
様
に
先
生
の
所
へ
往
っ
て
い
る
。
吾
輩
の
所
へ
も
や
っ
て
き
た
の
で
相
携
え
て
ま
た
根
岸
庵

へ
往
っ
た
。
先
生
と
長
塚
と
は
も
う
一
朝
一
夕
の
交
わ
り
の
様
で
な
い
、
先
生
に
逢
う
て
だ
れ
で
も
起
る

と
こ
ろ
の
、
そ
の
憚
は
ば
かる
べ
き
畏
る
べ
き
感
じ
と
云
う
も
の
が
、
長
塚
に
は
毫
末
も
な
い
様
で
あ
っ
た
。

　
こ
ん
な
こ
と
は
先
生
に
は
異
例
で
あ
る
様
だ
が
、
無
邪
気
な
長
塚
に
対
し
た
か
ら
と
云
う
ば
か
り
で
な

く
、
や
は
り
先
生
が
決
し
て
冷
性
な
人
で
な
い
と
云
う
と
こ
ろ
か
ら
出
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
爾
来
長
塚
は
東
京
に
在
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
郷
里
に
あ
る
時
で
も
一
日
も
先
生
と
い
う
こ
と
は
脳
中
を
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離
れ
ぬ
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
郷
里
は
汽
車
場
ま
で
は
七
八
里
も
あ
る
と
い
う
辺
鄙
へ
ん
ぴ
で
あ
り
な
が
ら
、
絶
え

ず
何
か
を
贈
っ
て
い
る
。
旅
に
出
れ
ば
ま
た
必
ず
旅
先
か
ら
土
産
を
贈
っ
て
く
る
。
で
あ
る
か
ら
根
岸
庵

で
は
節
の
噂
は
た
え
ぬ
の
で
あ
る
。
節
が
出
京
す
る
と
云
う
て
く
る
先
生
は
い
か
に
も
そ
れ
を
待
ち
楽
し

ん
だ
様
で
あ
っ
た
。
或
る
時
な
ど
予
が
訪
問
す
る
と
、
一
昨
日
長
塚
が
き
て
今
日
は
君
が
く
る
日
だ
か
ら

ま
た
参
る
と
云
う
て
帰
っ
た
、
今
に
来
る
だ
ろ
う
と
い
う
て
、
何
か
妹
さ
ん
な
ど
呼
ん
で
用
意
を
命
じ
た

様
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
し
た
か
長
塚
が
こ
の
日
つ
い
に
き
な
か
っ
た
。
こ
の
時
の
先
生
の
長
塚
を
待
っ
た

な
ど
そ
れ
は
非
常
で
あ
っ
た
。
長
塚
が
こ
な
い
を
十
何
遍
繰
返
し
た
ろ
う
。

　
先
生
が
節
に
教
ゆ
る
は
歌
の
上
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
間
と
云
う
も
の
の
総
て
の
上
に
つ
い
て
噛
ん
で

含
め
る
様
に
教
え
た
様
で
あ
っ
た
。
随
分
叱
り
飛
ば
す
こ
と
も
あ
る
。
長
塚
が
先
生
に
物
を
乞
う
こ
と
が

あ
る
書
画
し
ょ
が
な
ど
、
こ
ん
な
物
を
何
す
る
と
叱
る
、
し
ば
ら
く
し
て
先
生
貰
っ
て
も
え
で
し
ょ
う
と
い
う
、

馬
鹿
と
叱
る
、
ま
た
し
ば
ら
く
す
る
と
先
生
貰
っ
て
も
え
で
し
ょ
う
と
い
う
、
そ
の
無
邪
気
な
る
に
は
先

生
も
敵
し
か
ね
て
つ
い
に
持
っ
て
ゆ
け
と
や
っ
て
し
ま
う
と
云
う 

塩  

梅 

あ
ん
ば
い

で
あ
る
。
も
っ
と
も
お
か
し
か

っ
た
の
は
、
つ
い
逝
去
以
前
三
十
日
ば
か
り
の
こ
と
、
長
塚
か
ら
ツ
ク
芋
を
贈
っ
て
き
た
、
そ
れ
に
大
和

芋
と
さ
も
珍
し
そ
う
に
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
先
生
は
驚
い
た
様
子
で
長
塚
も
こ
れ
ほ
ど
児
供
で
は
仕
方

が
な
い
、
ツ
ク
芋
も
知
ら
な
い
様
で
は
と
い
う
の
で
大
い
に
心
配
し
た
。
半
枚
の
原
稿
も
人
に
か
か
せ
る
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時
に
、
自
ら
原
稿
紙
三
枚
ほ
ど
書
い
て
、
叱
っ
た
り
教
え
た
り
し
た
そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
長
塚
は
真
の
児
供
か
と
云
う
に
決
し
て
そ
う
で
な
い
。
歌
も
同
人
間
に
一
頭
地
を
抜
い
て
い

る
。
処
世
の
道
に
お
い
て
も
、
親
父
な
る
人
の
少
し
く
失
敗
し
家
産
の
整
理
に
任
じ
て
処
理
を
誤
ら
ぬ
様

で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
先
生
が
長
塚
を
愛
し
た
の
も
唯
情
一
辺
で
な
い
こ
と
も
分
る
。
去
年
の
秋
で
あ
っ

た
、
長
塚
と
予
と
折
よ
く
会
合
し
た
時
に
先
生
か
ら
長
塚
に
や
っ
た
歌
は
、
よ
く
両
者
の  

情    

合  

じ
ょ
う
あ
い

を
尽

く
し
て
い
る
。

　
　
　

　
　
　
喜
節
見
訪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
の
里
人

　
　
　

　
　
　

　
　
下
総
の
た
か
し
来
た
れ
り
こ
れ
の
子
は
蜂
屋
大
柿
吾
に
く
れ
し
子

　
　
下
ふ
さ
の
た
か
し
は
よ
き
子
こ
れ
の
子
は
虫
喰
栗
を
あ
れ
に
く
れ
し
子

　
　
春
こ
と
に
た
ら
の
木
の
芽
を
お
く
り
く
る
結
城
の
た
か
し
吾
は
忘
れ
ず

　
多
く
の
場
合
に
人
に
畏
敬
せ
ら
れ
た
先
生
に
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
の
有
っ
た
の
は
世
人
も
少
し
く
意
外

に
感
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（
歌
人
・
作
家
）

　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
』
明
治35

・10

・
３
、
４
／
『
子
規
全
集
・
別
巻
２
』
講
談
社
、75

・
９
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
正
岡
子
規
」K

A
W

A
D

E

道
の
手
帖
、
河
出
書
房
新
社

　
　
　2010
（
平
成22

）
年10

月30

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
子
規
全
集
　
別
卷
二
　
回
想
の
子
規
一
」
講
談
社

　
　
　1975

（
昭
和50
）
年9

月18

日
第1

刷
発
行

初
出
：
「
日
本
」
日
本
新
聞
社

　
　
　1902

（
明
治35

）
年9
月27

日
、10

月3

日
、10

月4

日

※
誤
植
を
疑
っ
た
箇
所
を
、
底
本
の
親
本
の
表
記
に
そ
っ
て
、
あ
ら
た
め
ま
し
た
。

※
本
文
末
の
初
出
情
報
に
は9/27

が
抜
け
落
ち
て
お
り
ま
し
た
が
、
初
出
情
報
は
底
本
の
親
本
の
表
記
に

そ
っ
て
、
記
載
し
ま
し
た
。

※
初
出
時
の
署
名
は
「
左
千
夫
」
で
す
。

入
力
：
高
瀬
竜
一

校
正
：
き
り
ん
の
手
紙

2019

年9

月27

日
作
成
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青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら

れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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