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広報 4

　
芥
川
龍
之
介
は
明
治
25
年
（
１
８
９
２
）、

現
在
の
東
京
都
中
央
区
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
小
説
家
と
し

て
活
躍
し
、『
羅
生
門
』『
鼻
』『
藪
の
中
』『
地

獄
変
』『
蜘
蛛
の
糸
』
な
ど
多
く
の
代
表
作

が
あ
り
ま
す
。

　
芥
川
は
大
正
３
年
（
１
９
１
４
）
と
大
正

５
年
（
１
９
１
６
）
の
２
度
、一
宮
を
訪
れ
、

２
度
目
の
際
に
一
宮
館
の
離
れ
に
滞
在
し
ま

し
た
。
現
在
こ
の
建
物
は
「
芥
川
荘
」
と
呼

ば
れ
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い

ま
す
。
２
度
目
の
滞
在
の
際
に
は
こ
こ
か
ら

の
ち
に
妻
と
な
る
塚
本
文
に
求
婚
の
手
紙
を

送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、写
真
の
よ
う
な「
芥

川
龍
之
介
愛
の
碑
」
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す

（
昭
和
49
年
建
立
）。

　
芥
川
が
一
宮
に
来
る
き
っ
か
け
は
、
一
高

（
現
在
の
東
京
大
学
教
養
学
部
等
の
前
身
）

時
代
の
一
年
先
輩
で
あ
る
堀
内
利
器
に
誘
わ

れ
て
の
も
の
と
い
い
ま
す
。
利
器
は
一
宮
藩

士
で
あ
っ
た
堀
内
家
の
出
身
で
す
。
利
器
の

故
郷
で
あ
り
、
別
荘
地
・
避
暑
地
と
し
て
栄

え
て
い
た
一
宮
に
、
涼
を
求
め
て
訪
れ
た
、

【
問
合
せ
】
教
育
課
　
☎
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集

　「
一
宮
町
ゆ
か
り
の
人
々
㉒
」

芥
川
龍
之
介（
１
８
９
２
〜
１
９
２
７
）

だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
が
、
な
か
な
か
皆
様
と
お
会
い
で
き

ず
、
考
え
を
す
り
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
、
住
民
の
皆
様
と
、
行
政
の
間
に
、
隔

た
り
が
生
じ
て
し
ま
い
、
誤
解
を
生
み
出
す

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
不
適
切
な

行
政
の
遂
行
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
不
健
康

な
状
態
で
、
な
ん
と
し
て
も
避
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
皆
様
に
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。

今
後
、
わ
た
く
し
は
、
余
裕
の
あ
る
と
き
を

利
用
し
て
、
皆
様
の
お
住
ま
い
へ
、
感
染
防

止
に
気
を
つ
け
な
が
ら
お
伺
い
し
よ
う
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
折
に
は
、
ど

う
ぞ
率
直
な
ご
意
見
を
伺
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
現
在
、
町
長
室
開
放
日
は
、
中

止
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
今
後
、
面
会
時

の
密
の
回
避
に
特
段
に
留
意
し
つ
つ
、
再
開

し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
限
ら
ず
、
随

時
、
な
に
か
あ
れ
ば
、
役
場
町
長
室
に
お
出

か
け
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。
わ
た
く
し
が
お

目
に
か
か
っ
て
、
お
話
を
伺
わ
せ
て
頂
き
ま

す
。こ

う
し
た
回
路
を
通
じ
て
、
皆
様
と
ご
一

緒
に
、
コ
ロ
ナ
後
に
向
け
て
、
更
に
住
み
よ

い
一
宮
町
を
築
い
て
ゆ
き
た
い
と
存
じ
ま

す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
一
旦

は
感
染
拡
大
に
歯
止
め
が
か
か
っ
た
よ
う
に

見
え
ま
し
た
が
、
再
び
感
染
者
が
大
幅
に
拡

大
し
、
全
国
で
陽
性
者
が
多
数
確
認
さ
れ
る

に
至
っ
て
い
ま
す
。
一
宮
町
の
行
政
で
も
、

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
各
種
の
会
合
な

ど
は
、
可
能
な
限
り
控
え
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。
町
長
の
職
務
も
同
様
で
、
例
年
な

ら
ば
、
区
の
総
会
を
は
じ
め
、
各
種
行
事
や

会
合
に
頻
繁
に
出
か
け
る
と
こ
ろ
な
の
で
す

が
、
ほ
と
ん
ど
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

う
い
う
状
況
で
、
わ
た
く
し
は
少
々
不

安
を
覚
え
ま
す
。
町
民
の
皆
様
と
、
直
接
お

会
い
し
て
、
ご
意
見
を
伺
う
機
会
が
、
少
な

く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
れ
ま
で
の

四
年
間
、
曲
が
り
な
り
に
も
順
調
に
町
政
を

進
め
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
わ
た
く
し
が
不
断

に
町
の
皆
様
と
お
目
に
か
か
っ
て
、
多
く
の

方
か
ら
直
接
ご
意
見
を
賜
り
、
ま
た
わ
た
く

し
か
ら
町
の
立
場
を
ご
説
明
し
て
き
た
こ
と

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。
町
の
主
人
公
は
、
住
民
の
皆
様
で
す
。

そ
の
住
民
の
皆
様
と
、
信
頼
関
係
を
結
べ
て

こ
そ
は
じ
め
て
、
正
し
い
町
の
行
政
が
あ
り

え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
で
き
る

だ
け
多
く
の
皆
様
と
直
接
顔
を
合
わ
せ
て
、

意
見
を
交
換
す
る
こ
と
が
、
な
に
よ
り
大
事 No.49
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馬淵 昌也

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
１
度
目
の
来

訪
は
堀
内
と
共
に
町
家
に
滞
在
し
、
毎
日
海

水
浴
に
出
か
け
た
と
い
い
ま
す
。

　
２
度
目
は
友
人
で
、
の
ち
に
小
説

家
・
劇
作
家
と
し
て
活
躍
す
る
久
米
正
雄

（
１
８
９
１
〜
１
９
５
２
）
と
と
も
に
来
訪
、

大
正
５
年
８
月
17
日
か
ら
９
月
２
日
ま
で
、

先
述
し
た
よ
う
に
芥
川
荘
に
滞
在
し
ま
し

た
。

　
な
お
、
現
在
、
東
京
都
北
区
で
は
、
田
端

に
あ
る
芥
川
の
旧
居
跡
に
「（
仮
称
）
芥
川

龍
之
介
記
念
館
」
を
建
設
す
る
計
画
が
進
ん

で
い
ま
す
。
計
画
が
進
む
こ
と
で
、
資
料
が

新
発
見
さ
れ
、
研
究
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

（
教
育
委
員
会
　
江
澤
一
樹
） ▲ 芥川龍之介愛の碑（一宮海岸広場 船頭給 2512-81）


