
『
人
間
失
格
』
　
論

大

内

君

子

　
卒
業
研
究
で
太
宰
治
研
究
を
行
な
う
こ
と
は
、
以
前
か
ら
決
め

て
い
た
こ
乏
で
は
あ
る
が
、
『
人
間
失
格
』
に
的
を
し
ぼ
っ
た
の

は
、
時
期
的
に
お
し
つ
ま
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
作
品
分
析

を
始
め
て
み
る
と
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
ば
か
り
で
．
最
後
の
ま

と
め
の
段
階
で
は
、
分
析
結
果
を
総
合
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
で
き

な
か
っ
た
。
分
析
は
、
罪
・
他
者
・
故
郷
・
女
性
・
芸
術
と
い
う

五
つ
の
テ
ー
マ
を
設
け
て
、
葉
蔵
の
生
き
方
を
探
っ
て
み
た
。
こ

こ
に
掲
げ
る
の
は
、
『
人
聞
失
格
』
の
万
法
と
、
分
析
結
果
を
、

大
ざ
っ
ぱ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
一
、

　
『
人
聞
失
格
』
は
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
～
五
月
に
か
け
て
書

か
れ
て
い
る
。
太
宰
治
が
入
水
目
殺
し
た
の
が
、
同
年
の
六
月
十

三
日
。
雑
誌
「
展
望
」
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、
六
月
号
か
ら
三
回

に
わ
け
て
で
あ
る
か
ら
、
死
の
直
前
に
完
成
し
、
死
を
中
途
に
は

さ
ん
で
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
形
式
の
上
で
は
、
　
「
は
し
が

き
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
主
人
公
大
庭
葉
蔵
の

手
記
（
そ
れ
は
、
バ
ア
の
マ
ダ
ム
か
ら
「
私
」
に
与
え
ら
れ
た
）

の
体
裁
を
と
り
虚
構
性
を
持
つ
。
そ
の
手
記
の
背
景
と
な
っ
て
い

る
時
代
は
、
昭
和
五
・
六
年
で
あ
り
、
太
宰
の
晩
年
の
時
代
と
は

異
な
っ
て
い
る
が
、
東
北
の
大
地
主
の
子
、
左
翼
運
動
・
数
回
の

目
殺
未
遂
事
件
な
ど
の
事
実
と
照
合
し
て
み
る
と
、
虚
構
性
は
あ

る
も
の
の
、
か
な
り
の
目
盛
的
要
素
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
し
か
し
、
目
塗
主
義
的
手
法
に
よ
る
「
私
小
説
」
と
は
か

な
り
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
は
し
が
き
」
、
第

一
・
第
二
・
第
三
の
手
記
、
　
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
素
材
と

し
て
は
、
太
宰
目
身
の
生
活
体
験
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
な
が

ら
、
事
実
そ
の
も
の
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
た
せ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
事
実
を
再
構
成
し
て
、
新
た
な
、
完
全

な
虚
構
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

太
宰
は
、
『
人
間
失
格
』
に
お
い
て
、
事
実
そ
の
も
の
を
描
い
た

の
で
は
な
く
、
事
実
に
対
す
る
心
情
、
太
宰
の
解
釈
を
語
っ
た
と
9

い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
処
女
作
『
思
ひ
出
』
（
％
）
と

の
相
違
は
著
し
い
。
『
思
ひ
出
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
目
己
の

幼
い
時
の
経
験
に
即
し
た
素
直
さ
の
よ
う
な
も
の
は
、
　
「
人
間
失
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格
」
に
お
い
て
は
み
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
は
、

一
歩
離
れ
た
場
所
か
ら
、
目
己
の
内
面
を
冷
た
く
鋭
く
し
か
も
暗

澹
と
し
た
目
で
観
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
手
の
こ
ん
だ
作
品
構
成

で
、
太
宰
は
、
昌
己
の
面
前
に
、
そ
の
内
面
像
で
あ
る
葉
蔵
を
つ

か
み
出
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
葉
蔵
が
、
中
学
時

代
の
友
人
竹
一
に
し
か
見
せ
な
か
っ
た
「
目
分
で
も
ぎ
ょ
っ
と
し

た
ほ
ど
陰
惨
な
絵
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
、

胸
底
に
ひ
た
隠
し
に
隠
し
て
み
る
目
分
の
正
体
な
の
だ
」
　
（
第
二

の
手
記
）
と
い
う
そ
の
陰
惨
な
目
画
像
を
、
太
宰
自
身
の
手
で
、

目
虐
的
に
作
品
化
し
た
の
が
、
『
人
間
失
格
』
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　
　
二
、

　
と
こ
ろ
で
、
胸
底
に
ひ
た
隠
し
に
隠
し
て
い
た
正
体
i
主
人
公

大
庭
愛
蔵
は
、
ど
の
よ
う
な
人
聞
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
葉
蔵
は
、
世
俗
の
人
聞
世
界
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
、
題
名

の
表
わ
す
よ
う
な
人
間
失
格
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
幼
年
時
代
、
停
車
場
の
ブ
リ
ッ
ヂ

や
地
下
鉄
、
枕
カ
ゥ
ァ
、
敷
布
等
生
活
実
用
的
な
も
の
を
装
飾
晶

と
し
て
認
識
し
、
食
事
の
時
間
さ
え
も
苦
痛
に
感
じ
る
、
と
い
う

人
間
世
界
に
適
応
で
き
な
い
性
格
を
持
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
端
を

発
し
て
い
る
。
葉
蔵
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
鋭
い
感
受
性
に
よ
っ

て
、
幼
時
よ
り
見
せ
つ
け
ら
れ
た
人
間
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
し
不

信
を
抱
き
、
人
間
を
恐
怖
す
る
。
や
が
て
彼
は
、
東
北
の
い
な
か
囁
．

か
ち
、
東
京
に
出
て
．
そ
の
都
会
に
お
い
て
、
様
々
な
悲
惨
な
目

に
合
い
、
つ
い
に
、
　
「
人
間
・
失
格
し
と
い
う
意
識
を
持
つ
に
到

る
の
で
あ
る
。
彼
が
、
そ
の
意
識
を
持
つ
に
到
る
の
に
は
、
．
次
の
よ
う
な
原

閃
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
東
北
の
い
な
か
か
ら
出
て
都
会
で
暮
ら
す
こ

と
に
よ
る
故
郷
喪
失
、
幼
児
か
ら
の
母
の
欠
落
、
ま
た
数
々
の
女
性
・
た
ち

佐
の
交
渉
の
末
の
母
性
へ
の
絶
望
、
．
真
の
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
し
ょ
う

と
じ
て
醐
家
を
夢
み
る
が
、
結
局
く
だ
ら
な
い
漫
画
家
に
し
か
な
れ
な
い

芸
術
家
ど
し
て
の
失
格
、
ま
た
世
間
に
し
ば
ら
れ
、
自
分
の
内
に
絶
対
者

を
見
出
せ
な
い
絶
望
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
、
彼
の
精
神
を
が
ん

じ
が
ら
め
に
し
て
、
人
間
失
格
者
の
道
を
歩
ま
せ
る
の
で
あ
る
。

内
に
絶
対
者
を
求
め
ら
れ
ず
、
又
、
帰
り
ゆ
く
母
の
、
故
郷
の
ふ

と
こ
ろ
を
持
た
な
い
、
つ
ま
り
、
存
在
の
根
を
持
た
な
い
根
無
草

と
し
て
、
触
出
は
、
廃
人
と
し
て
さ
ま
よ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　
太
宰
は
、
こ
の
よ
う
な
主
人
公
葉
蔵
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

何
を
問
い
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
間
が
も
は
や
人
間

で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
人
間
が
人
間
に
な

る
条
件
の
は
ば
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
人
間
に
な
ろ

う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
逆
に
人
間
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
悲
劇
の
申
に
追
い
こ
ま
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
太
宰
が
真
の
自
己
に
な
ろ
う
と
す
れ
は
す
る
ほ
ど
、
奇
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妙
な
目
虐
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
っ
た
原
因
は
、
太
宰
目
身
の
中
に

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
葉
蔵
の
、
　
「
恥
の
多
い
生
涯
を
送

っ
て
き
ま
し
た
」
　
（
第
一
の
手
記
）
と
い
う
言
葉
の
裏
に
あ
る
の

は
．
原
罪
的
な
恥
の
意
識
で
あ
る
が
、
太
宰
目
附
も
又
、
そ
の
意

識
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
識
は
、
太
宰
個
人
の
問

題
で
な
く
、
我
々
の
社
会
が
人
間
に
強
い
て
い
る
根
強
い
因
習
の

よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
太
宰
は
つ
い
に
、
社
会
と
個
人
と
い
う
相
関
関
係
の
中
で
目
己

を
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
葉
手
は
た
え
ず
人
間
を

恐
怖
し
て
い
る
が
、
そ
の
人
間
恐
怖
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
太
宰
．

に
お
い
て
、
世
間
が
恐
ろ
し
い
と
い
う
意
識
で
は
な
か
っ
た
か
。

む
ろ
ん
太
宰
は
、
世
間
の
眼
と
い
う
も
の
の
虚
妄
性
に
気
付
い
て

は
い
た
ろ
う
。

　
　
（
そ
ん
な
事
を
す
る
と
、
世
間
か
ら
ひ
ど
い
め
に
逢
ふ
ぞ
。
）
）

　
　
（
世
間
ぢ
勲
な
い
。
あ
な
た
で
せ
う
？
）

　
　
（
い
ま
に
世
闇
か
ら
葬
ら
れ
る
。
）

　
　
（
世
間
ぢ
や
な
い
。
葬
る
の
は
、
あ
な
た
で
せ
う
。
）

　
　
汝
は
、
汝
個
人
の
お
そ
ろ
し
さ
、
怪
奇
・
悪
辣
・
古
狸
性
・

　
　
妖
婆
性
を
知
れ
／

　
　
（
中
略
・
筆
者
）

　
　
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
以
来
、
目
分
は
、
　
（
世
間
と
は
個
人
ぢ

　
　
や
な
い
か
し
と
い
う
、
思
想
め
い
た
も
の
を
持
つ
や
う
に
な

っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
の
手
記
）

太
宰
は
し
、
世
間
と
は
個
人
で
は
な
い
か
と
判
断
し
た
が
、
そ
れ

は
ま
だ
正
し
い
判
断
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
世
間

と
い
う
意
識
を
裏
が
え
し
に
す
る
と
、
「
家
」
と
い
う
も
の
が
常
に

潜
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
太
宰
も
又
、
　
「
家
」
の
秩
序
に
圧

さ
れ
た
人
間
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
「
私
は
政
治
運
動
に
は
興
味
が
な

い
。
目
分
の
性
格
が
そ
れ
に
向
か
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
依
っ

て
目
分
が
救
は
れ
る
と
思
っ
て
み
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
目
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
の
　
　
り
　
　
む
　
　
り
　
　
り
　
　
り
　
　
こ
　
　
む
　
　
リ
　
　
サ

は
、
う
っ
た
う
し
い
許
り
だ
。
私
の
視
線
は
、
い
つ
も
人
間
の
、

鱒
　
。
　
。
　
。
　
。
　
。
　
。
　
●
　
。
　
。
　
。
　
。

『
家
』
の
は
う
に
向
い
て
み
る
じ
　
（
『
家
庭
の
幸
福
』
傍
点
筆
者
）

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
世
間
と
家
と
い
う
相
関
関
係
の
中
で
し

か
人
間
を
考
え
ら
れ
な
い
時
、
そ
こ
か
ら
は
、
社
会
と
個
人
と
い

う
認
識
は
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
「
家
」

世
間
こ
そ
、
三
蔵
が
、
太
宰
が
、
真
実
の
人
間
に
な
る
こ
と
を
は

ば
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
　
三
、

　
『
人
間
失
格
』
に
お
い
て
、
世
間
に
し
ば
ら
れ
、
そ
し
て
、
世

間
に
敗
れ
た
人
間
が
見
出
し
た
安
ら
ぎ
の
場
所
は
、
結
局
、
淫
売

婦
や
日
蔭
者
．
非
合
法
運
動
の
世
界
で
あ
っ
た
。
太
宰
は
、
そ
う

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
秩
序
や
論
理
、
そ
の
か
た
い
殻
の
下

に
ひ
そ
ん
で
い
る
非
合
理
的
な
生
へ
の
目
由
な
願
望
を
と
り
あ
げ
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て
い
る
と
い
う
見
方
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
太
宰
に
と
っ
て
、
生
と

は
、
現
実
生
活
、
実
社
会
を
力
強
く
生
き
ぬ
い
て
い
く
人
間
、
目

的
意
識
に
つ
ら
ぬ
か
れ
、
論
理
で
現
実
と
い
う
も
の
を
は
か
る
人
、

間
た
ち
の
生
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
太
宰
の
鋭
敏
な
感
受
性
は
、

そ
れ
と
反
対
側
に
あ
る
、
非
合
法
、
非
論
理
的
な
生
を
さ
ぐ
の
あ

て
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
非
合
法
。
目
分
に
は
、
そ
れ
が
幽
か
に
楽
し
か
っ
た
の
で
す
。

　
　
む
し
ろ
、
居
心
地
が
よ
か
っ
た
の
で
す
。
世
の
中
の
合
法
と

　
　
い
ふ
も
の
の
は
う
が
、
か
へ
っ
て
お
そ
ろ
し
く
、
　
（
そ
れ
に

　
　
は
底
知
れ
ず
強
い
も
の
が
予
感
せ
ら
れ
ま
す
）
そ
の
か
ら
く

　
　
り
が
不
可
解
で
、
と
て
も
そ
の
窓
の
な
い
、
底
冷
え
の
す
る

　
　
部
屋
に
は
座
っ
て
を
ら
れ
ず
、
外
は
非
合
法
の
海
で
あ
っ
て

　
　
も
、
そ
れ
に
飛
び
込
ん
で
泳
い
で
、
や
が
て
死
に
到
る
は
う

　
　
が
、
目
分
に
は
、
い
っ
そ
気
楽
の
や
う
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
の
手
記
）

目
己
の
あ
る
べ
き
場
所
は
、
そ
の
よ
う
な
所
に
見
出
し
た
太
宰
の

奥
底
で
、
彼
を
支
配
し
て
い
る
も
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
感
覚
で

あ
っ
た
。
彼
の
、
生
活
者
と
し
て
の
行
為
の
否
定
は
、
感
覚
の
支

配
す
る
世
界
に
彼
を
引
き
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

支
配
さ
れ
て
生
き
る
時
、
太
宰
の
人
生
の
様
相
は
、
全
く
姿
を
変

え
て
し
ま
う
。
太
宰
の
目
に
は
、
実
社
会
の
実
利
的
な
も
の
、
実

人
生
、
現
実
生
活
は
、
完
全
に
皮
相
な
も
の
と
し
て
映
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
感
覚
的
世
界
へ
の
依
存
は
、
目

己
の
存
在
や
ま
わ
り
の
世
界
を
、
主
体
的
に
つ
く
り
あ
げ
る
と
い

う
方
向
を
生
み
出
さ
な
い
。
そ
こ
に
、
太
宰
が
、
最
後
に
は
、
目

己
否
定
に
よ
っ
て
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
理
由
も
あ
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
太
宰
が
、
社
会
と
個
人
と
い
う
認
識
を
持
て
な
か

っ
た
の
も
、
そ
の
理
由
に
も
よ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
『
人
間
失
格
』
が
、
我
々
を
打
つ
の
は
、
太
宰
が
生
涯
の

お
わ
り
に
描
い
た
、
罪
や
神
・
愛
∵
あ
る
い
は
、
前
述
し
た
よ
う

な
、
非
合
理
な
生
へ
の
願
望
の
リ
ア
リ
テ
ィ
…
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
も
人
目
に
触
れ
さ
せ
た
く
な

い
部
分
を
、
彼
独
特
の
目
虐
の
視
点
に
よ
っ
て
、
白
日
の
下
に
さ

ら
け
出
し
た
こ
と
、
ま
た
同
時
に
、
世
間
を
の
が
れ
よ
う
と
し
た
、

不
合
理
な
、
非
合
法
の
世
界
へ
の
暗
い
願
望
が
、
読
む
者
に
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
一
歩
離
れ
て
『
人
間
失
格
』
を
み
て
み
る
な
ら
ば
、

ふ
と
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
人
は
、
人
生
を
生
き
る
う
え

で
、
様
々
な
経
験
を
し
、
そ
の
経
験
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び
、

成
長
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
社
会
に
生
き
る
人
間
と
し
て
。

し
か
し
、
葉
蔵
は
、
色
己
の
経
験
か
ら
決
し
て
学
ん
で
は
い
な
い
。

徹
底
し
た
人
間
不
信
感
か
ら
、
人
間
の
醜
悪
さ
に
対
し
て
、
真
向

か
ら
立
ち
あ
が
り
抗
議
し
、
闘
っ
て
い
こ
う
と
す
る
精
神
、
態
度

は
、
心
髄
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
特
有
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の
感
受
性
に
よ
る
の
で
あ
る
が
。
あ
く
ま
で
目
己
の
感
受
性
の
ま

ま
に
生
き
て
い
く
、
そ
れ
は
、
言
葉
を
変
え
る
な
ら
、
目
己
自
身

を
変
革
し
て
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
葉
蔵
は
お
そ
ら
く
、
万

年
青
年
と
も
言
う
べ
き
、
純
粋
さ
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
人
は
、
や
億
り
常
に
、
目
己
目
身
を
の
り
超
え
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
太
宰
の
人
生
へ
の
－

真
摯
さ
は
、
確
か
に
、
人
生
の
真
実
を
見
せ
て
く
れ
る
が
、
や
は

り
、
太
宰
は
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
葉
蔵
は
、
目
分
目
身
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
と
極
端
だ
が
、

よ
り
我
々
に
近
づ
け
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
う
い
っ
た
批
判
が
生

ま
れ
て
く
る
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
言
っ
て
も
、

我
々
は
、
葉
蔵
の
、
太
宰
の
生
き
方
を
、
真
向
か
ら
批
判
、
否
定

す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
彼
ら
の
生
き
方
も
又
、
人

間
の
真
実
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

．
へ
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