
  

 
 

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い

　
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
は
私
が
生
ま
れ
て
は
じ
め
て

自
分
の
小
遣
い
で
買
っ
た
文
庫
本
で
あ
る
。
短
編
集
の
タ

イ
ト
ル
が
『
羅
生
門
』
に
な
っ
て
い
た
。
田
舎
の
中
学
校

の
修
学
旅
行
で
京
都
へ
行
っ
た
と
き
、
入
手
し
た
も
の
だ

が
、
期
待
に
反
し
て
面
白
く
な
か
っ
た
。

　
或
る
日
の
暮
れ
方
の
事
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の

下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
る
。
下
人
は
主
人
か
ら
、
四
、

五
日
前
に
暇
を
出
さ
れ
た
。
餓
死
す
る
か
、
盗
人
に
な
る

よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
と
思
い
つ
め
て
い
る
。

　
や
が
て
、
下
人
は
急
な
梯
子
を
、
い
ち
ば
ん
上
の
段
ま

で
這
う
よ
う
に
し
て
上
り
つ
め
、
羅
生
門
の
楼
の
内
を
覗

い
て
見
た
。
猿
の
よ
う
な
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
い

て
い
る
、
「
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね
ば
、
餓
死
を
す
る

じ
ゃ
て
、
仕
方
が
な
く
す
る
事
じ
ゃ
わ
い
の
」
と
い
う
。

　
　
下
人
は
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
と
っ
た
。
足
に
し
が
み

つ
こ
う
と
す
る
老
婆
を
、
手
荒
く
死
骸
の
上
へ
蹴
倒
し
、

着
物
を
わ
き
に
か
か
え
て
、
急
な
梯
子
を
夜
の
底
へ
か
け

下
り
た
。
外
に
は
、
唯
、
黒
洞
々
た
る
夜
が
あ
る
ば
か

り
。
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

　
陰
惨
で
、
暗
い
、
後
味
の
悪
い
話
だ
。
救
い
が
な
い
。

心
が
豊
か
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
こ

ん
な
小
説
が
す
ぐ
れ
た
文
学
と
評
価
さ
れ
る
の
か
。
中
学

生
の
私
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。 

 
 

し
か
し
、
大
人
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
現

実
の
人
生
で
あ
り
得
る
こ
と
だ
。
世
の
中
と
は
こ
ん
な
も

の
だ
と
い
う
こ
と
を
中
学
生
に
教
え
、
免
疫
力
を
つ
け
さ
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　せ
る
た
め
の
予
防
注
射
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
の
は
、
そ
の
頃
、
黒
澤
明
監
督
の

映
画
『
羅
生
門
』
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
国
際
映
画
賞
の
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
し
て
話
題
に
な
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
映

画
の
原
作
は
『
羅
生
門
』
と
い
う
よ
り
『
藪
の
中
』
だ
。

　
都
に
近
い
山
中
で
死
体
が
発
見
さ
れ
、
身
元
は
若
狭
の

金
沢
武
弘
と
い
う
武
士
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の

件
に
つ
い
て
木
樵
（
こ
）
り
、
旅
法
師
、
放
免
、
媼
（
お

う
な
）
の
陳
述
に
続
い
て
、
下
手
人
の
多
襄
丸
が
犯
行
を

白
状
し
、
武
士
の
妻
の
真
砂
も
証
言
す
る
が
、
多
襄
丸
と

真
砂
の
言
う
こ
と
が
食
い
違
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
巫
女

（
み
こ
）
の
口
を
借
り
た
金
沢
武
弘
の
証
言
も
違
う
。
誰

の
い
う
こ
と
が
真
実
だ
か
わ
か
ら
な
い
。

 
 

つ
ま
り
、
何
が
真
実
か
は
、
視
点
に
よ
っ
て
異
な
る
。

観
客
は
誰
の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
。

ま
っ
た
く
救
い
が
な
い
話
だ
が
、
映
画
で
は
さ
さ
や
か
な

救
い
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　
羅
生
門
に
捨
て
ら
れ
た
赤
ん
坊
の
産
着
を
下
人
が
剥
ぎ

取
っ
て
逃
げ
た
後
で
、
木
樵
り
が
「
わ
し
に
は
六
人
が
い

る
。
六
人
育
て
る
も
七
人
育
て
る
も
苦
労
は
同
じ
だ
」
と

い
っ
て
赤
ん
坊
を
引
き
取
る
。

　
観
客
は
ホ
ッ
と
す
る
が
、
原
作
の
ラ
ス
ト
は
「
下
人
の

行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
」
で
あ
る
。
作
者
の
初
案
で
は

「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を

働
き
に
急
ぎ
つ
ヽ
あ
っ
た
」
だ
っ
た
と
い
う
。

　
羅
生
門
地
震
辻
風
火
事
飢
饉
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