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人
物
の
善
悪
を
定
め
ん
に
は
我
に
極
美
（
ア
イ
デ
ア
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
小
説
の
是
非
を
評
せ
ん
に
は
我
に

　
　
　
　
　
　
　
　
定
義
な
か
る
可
ら
ず
。
さ
れ
ば
今
書
生
気
質
の
批
評
を

　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
に
も
予
め
主
人
の
小
説
本
義
を
御
風
聴
し
て
置
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ば
な
ら
ず
。
本
義
な
ど
と
い
う
者
は
到
底
面
白
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
の
な
ら
ね
ば
読
む
お
方
に
も
退
屈
な
れ
ば
書
く
主
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
も
迷
惑
千
万
、
結
句
な
い
方
が
ま
し
か
も
知
ら
ね
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
是
も
事
の
順
序
な
れ
ば
全
く
省
く
訳
に
も
ゆ
か
ず
。
因

　
　
　
　
　
　
　
　
て
成
る
べ
く
端
折
っ
て
記
せ
ば
暫
時
の
御
辛
抱
を
願
う

　
　
　
　
　
　
　
　
に
な
ん
。
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凡
そ
形
（
フ
ホ
ー
ム
）
あ
れ
ば
茲
に
意
（
ア
イ
デ
ア
）
あ
り
。
意
は
形
に

依
っ
て
見
わ
れ
形
は
意
に
依
っ
て
存
す
。
物
の
生
存
の
上
よ
り
い
わ
ば
、
意

あ
っ
て
の
形
形
あ
っ
て
の
意
な
れ
ば
、
孰
い
ず
れを
重
と
し
孰
を
軽
と
も
し
が
た
か

ら
ん
。
さ
れ
ど
其
持
前
の
上
よ
り
い
わ
ば
意
こ
そ
大
切
な
れ
。
意
は
内
に
在

れ
ば
こ
そ
外
に
形あら
わ
れ
も
す
る
な
れ
ば
、
形
な
く
と
も
尚
在
り
な
ん
。
さ
れ

ど
形
は
意
な
く
し
て
片
時
も
存
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
意
は
己
の
為
に
存

し
形
は
意
の
為
に
存
す
る
も
の
ゆ
え
、 

厳  

敷 

き
び
し
く

い
わ
ば
形
の
意
に
は
あ
ら
で

意
の
形
を
い
う
可
き
な
り
。
夫
の
米べー
リ
ン
ス
キ
ー
魯
国
の
批
評
家
が
世
間
唯

一
意
匠
あ
り
て
存
す
と
い
わ
れ
し
も
強
ち
に
出
放
題
に
も
あ
る
ま
じ
と
思
わ

る
。
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形
と
は
物
な
り
。
物
動
い
て
事
を
生
ず
。
さ
れ
ば
事
も
亦
形
な
り
。
意
物

に
見あら
わ
れ
し
者
、
之
を
物
の
持
前
と
い
う
。
物
質
の
和
合
也
。
其
事
に
見
わ

れ
し
も
の
之
を
事
の
持
前
と
い
う
に
、
事
の
持
前
は
猶
物
の
持
前
の
如
く
、

是
亦
形
を
成
す
所
以
の
も
の
な
り
。
火
の
形
に
熱
の
意
あ
れ
ば
水
の
形
に
も

冷
の
意
あ
り
。
さ
れ
ば
火
を
見
て
は
熱
を
思
い
、
水
を
見
て
は
冷
を
思
い
、

梅
が
枝
に
囀さえ
ず
る
鶯
の
声
を
聞
と
き
は
長
閑
の
ど
か
に
な
り
、
秋
の
葉
末
に
集すだ
く
虫

の
音
を
聞
と
き
は
哀
を
催
す
。
若
し
此
の
如
く
我
感
ず
る
所
を
以
て
之
を
物

に
負
わ
す
れ
ば
、
豈あ
に
天
下
に
意
な
き
の
事
物
あ
ら
ん
や
。

　
斯
く
い
え
ば
と
て
、
強
ち
に
実
際
に
あ
る
某
の
事
某
の
物
の
中
に
某
の
意

全
く
見
わ
れ
た
り
と
思
う
べ
か
ら
ず
。
某
の
事
物
に
は
各
其
特
有
の
形
状
備

り
あ
れ
ば
、
某
の
意
も
之
が
為
に
隠
蔽
せ
ら
る
る
所
あ
り
て
明
白
に
見
わ
れ
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が
た
し
。
之
を
譬
う
る
に
張
三
も
人
な
り
、
李
四
も
亦
人
な
り
。
人
に
二
な

け
れ
ば
差
別
あ
る
べ
き
筈
な
し
。
然
る
に
此
二
人
の
も
の
を
見
て
我
感
ず
る

所
に
差
別
あ
る
は
何
ぞ
や
。
人
の
意
尽
く
張
三
に
見
わ
れ
た
り
と
い
わ
ん
か

夫
の
李
四
を
如
何
。
若もし
李
四
に
見
わ
れ
た
り
と
い
わ
ん
か
夫
の
張
三
を
如
何
。

し
て
見
れ
ば
張
三
も
李
四
も
人
は
人
に
相
違
な
け
れ
ど
、
是
れ
人
の
一
種
に

し
て
真
の
人
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
未
だ
全
く
人
の
意
を
見
わ
す
に
足
ら
ず
。

蓋けだ
し
人
の
意
は
我
脳
中
の
人
に
於
て
見
わ
る
る
も
の
な
れ
ど
、
実
際
箇
々
の

人
に
於
て
全
く
見
わ
る
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
其
故
如
何
と
尋
る
に
、
実
際
箇

々
の
人
に
於
て
は
各
々
自
然
に
備
わ
る
特
有
の
形
あ
り
て
、
夫
の
人
の
意
も

之
が
為
に
妨
げ
ら
れ
遂
に
全
く
見
わ
れ
難
き
に
よ
る
な
り
。
故
曰
、
形
は
偶

然
の
も
の
に
し
て
変
更
常
な
ら
ず
、
意
は
自
然
の
も
の
に
し
て
万
古
易
ら
ず
。
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易
ら
ざ
る
者
は
以
て
当あて
に
す
べ
し
、
常
な
ら
ざ
る
者
豈あに
当あて
に
な
ら
ん
や
。

　
偶
然
の
中
に
於
て
自
然
を
穿
鑿
し
種
々
の
中
に
於
て
一
致
を
穿
鑿
す
る
は
、

性
質
の
需
要
と
て
人
間
に
は
な
く
て
叶
わ
ぬ
も
の
な
り
。
穿
鑿
と
い
え
ど
為し

方かた
に
両
様
あ
り
。
一
は
智
識
を
以
て
理
会
す
る
学
問
上
の
穿
鑿
、
一
は
感
情

を
以
て
感
得
す
る
美
術
上
の
穿
鑿
是
な
り
。

　
智
識
は
素
と
感
情
の
変
形
、
俗
に
所
謂
智
識
感
情
と
は
、
古
参
の
感
情
新

参
の
感
情
と
い
え
る
こ
と
な
り
な
ん
ぞ
と
論
じ
出
し
て
は
面
倒
臭
く
、
結
句

 

迷  

惑 

ま
ご
つ
き

の
種
を
蒔
く
よ
う
な
も
の
。
そ
こ
で
使
い
な
れ
た
智
識
感
情
と
い
え

る
語
を
用
い
て
い
わ
ん
に
は
、
大
凡
世
の
中
万
端
の
事
智
識
ば
か
り
で
も
ゆ

か
ね
ば
又
感
情
ば
か
り
で
も
埒
明
か
ず
。
二
二
　

 

ン
が
四
と
い
え
る
こ
と
は
智

識
で
こ
そ
合
点
す
べ
け
れ
ど
、
能
く
人
の
言
う
こ
と
な
が
ら
、 

清  

元 

き
よ
も
と

は
意
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気
で
常
磐
津

と
き
わ
ず

は
身み
が
あ
る
と
い
え
る
こ
と
は
感
情
な
ら
で
は
解わか
ら
ぬ
こ
と
な

り
。
智
識
の
眼
よ
り
見
る
と
き
は
、
清
元
に
も
あ
れ
常
磐
津
に
も
あ
れ
凡
そ

唱
歌
と
い
え
る
も
の
は
皆
人
間
の
声
に
調
子
を
付
け
し
も
の
に
て
、
其
調
子

に
身
の
有
る
も
の
は
常
磐
津
と
な
り
意
気
な
も
の
は
清
元
と
な
る
と
、
先
ず

斯
様
に
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
。
さ
れ
ど
若
し
其
の
身
の
あ
る
調
子
と
か
意
気

な
調
子
と
か
い
う
も
の
は
如
何
な
も
の
で
御
座
る
、
拙
者
未
だ
之
を
食
う
た

こ
と
は
御
座
ら
ぬ
と
、
剽
軽
者
あ
っ
て
問
を
起
し
た
ら
ん
に
は
、
よ
し
や
富ふ

婁る
那な
の
弁
あ
り
て
一
年
三
百
六
十
日
饒
舌
し
ゃ
べ
り
続
け
に
饒
舌
り
し
と
て
此
返
答

は
為し
切き
れ
ま
じ
。
さ
る
無
駄
口
に 
暇  
潰 

ひ
ま
つ
ぶ

さ
ん
よ
り 

手 

取 

疾 

て
っ
と
り
ば
や
く
清
元
と
常

磐
津
と
を
語
り
較
べ
て
聞
か
す
が
可よ
し
。
其
人
聾
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
手

を
拍
っ
て
ナ
ル
と
い
わ
ん
は
必
定
。
是
れ
必
竟
す
る
に
清
元
常
磐
津
直
接
に
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聞
手
の
感
情
の
下
に
働
き
、
其
人
の
感
動
（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
喚

起
し
、
斯
く
て
人
の
扶
助
を
待
た
ず
し
て
自
ら
能
く
説
明
す
れ
ば
な
り
。
之

を
某
学
士
の
言
葉
を
仮
り
て
い
わ
ば
、
是
れ
物
の
意
保
合
の
中
に
見
わ
れ
し

も
の
と
い
う
べ
き
乎
。

　
然
る
に
意
気
と
身
と
い
え
る
意
は
天
下
の
意
に
し
て
一
二
唱
歌
の
私
有
に

は
あ
ら
ず
。
但
唱
歌
は
天
下
の
意
を
採
っ
て
之
に
声
の
形
を
付
し
以
て
一
箇

の
現
象
と
な
ら
し
め
し
ま
で
な
り
。
さ
れ
ば
意
の
未
だ
唱
歌
に
見
わ
れ
ぬ
前

に
は
宇
宙
間
の
森
羅
万
象
の
中
に
あ
る
に
は
相
違
な
け
れ
ど
、
或
は
偶
然
の

形
に
妨
げ
ら
れ
或
は
他
の
意
と
混
淆
し
あ
り
て
容
易
に
は
解わか
る
も
の
に
あ
ら

ず
。
斯
程
か
ほ
ど
解
ら
ぬ
無
形
の
意
を
只
一
の
感
動
（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
に

由
っ
て
感
得
し
、
之
に
唱
歌
と
い
え
る
形
を
付
し
て
尋
常
の
人
に
も
容
易
に

9



感
得
し
得
ら
る
る
よ
う
に
な
せ
し
は
、
是
れ
美
術
の
功
な
り
。
故
曰
、
美
術

は
感
情
を
以
て
意
を
穿
鑿
す
る
も
の
な
り
。

　
小
説
に
勧
懲
摸
写
の
二
あ
れ
ど
、
云
々
の
故
に
摸
写
こ
そ
小
説
の
真
面
目

な
れ
。
さ
る
を
今
の
作
者
の
無
智
文
盲
と
て
古
人
の
出
放
題
に
誤
ら
れ
、
痔

持
の
療
治
を
す
る
よ
う
に
矢
鱈
無
性
に
勧
懲
々
々
と
い
う
は
何
事
ぞ
と
、
近

頃
二
三
の
学
者
先
生
切
歯
は
が
み
を
し
て
も
ど
か
し
が
ら
れ
た
る
は
御
尤
千
万
と
お

ぼ
ゆ
。
主
人
の
美
術
定
義
を
拡
充
し
て
之
を
小
説
に
及
ぼ
せ
ば
と
て
同
じ
事

な
り
。
抑
々
小
説
は
浮
世
に
形あら
わ
れ
し
種
々
雑
多
の
現
象
（
形
）
の
中
に
て

其
自
然
の
情
態
（
意
）
を
直
接
に
感
得
す
る
も
の
な
れ
ば
、
其
感
得
を
人
に

伝
え
ん
に
も
直
接
な
ら
で
は
叶
わ
ず
。
直
接
な
ら
ん
と
に
は
摸
写
な
ら
で
は

叶
わ
ず
。
さ
れ
ば
摸
写
は
小
説
の
真
面
目
な
る
こ
と
明
白
な
り
。
夫
の
勧
懲
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小
説
と
は
如
何
な
る
も
の
ぞ
。
主
実
主
義
（
リ
ア
リ
ズ
ム
）
を
卑
ん
じ
て
二

神
教
（
ヂ
ュ
ア
リ
ズ
ム
）
を
奉
じ
、
善
は
悪
に
勝
つ
も
の
と
の
当あて
推
量
を
定

規
と
し
て
世
の
現
象
を
説
ん
と
す
。
是
れ
教
法
の
提
灯
持
の
み
、
小
説
め
い

た
説
教
の
み
。
豈あ
に
呼
で
真
の
小
説
と
な
す
に
た
ら
ん
や
。
さ
は
い
え
摸
写

々
々
と
ば
か
り
に
て
如
何
な
る
も
の
と  

論    

定  

ろ
ん
じ
さ
だ

め
て
お
か
ざ
れ
ば
、
此
方

に
も
胡
乱
う
ろ
ん
の
所
あ
る
と
い
う
も
の
。
よ
っ
て
試
に
其
大
略
を
陳のべ
ん
に
、
摸
写

と
い
え
る
こ
と
は
実
相
を
仮
り
て
虚
相
を
写
し
出
す
と
い
う
こ
と
な
り
。
前

に
も
述
し
如
く
実
相
界
に
あ
る
諸
現
象
に
は
自
然
の
意
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、

夫
の
偶
然
の
形
に
蔽
わ
れ
て
判
然
と
は
解
ら
ぬ
も
の
な
り
。
小
説
に
摸
写
せ

し
現
象
も
勿
論
偶
然
の
も
の
に
は
相
違
な
け
れ
ど
、
言
葉
の
言
廻
し
脚
色
の

摸
様
に
よ
り
て
此
偶
然
の
形
の
中
に
明
白
に
自
然
の
意
を
写
し
出
さ
ん
こ
と
、
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是
れ
摸
写
小
説
の
目
的
と
す
る
所
な
り
。
夫
れ
文
章
は
活イキ
ん
こ
と
を
要
す
。

文
章
活
ざ
れ
ば
意
あ
り
と
雖
も
明
白
な
り
難
く
、
脚
色
は
意
に
適
切
な
ら
ん

こ
と
を
要
す
。
適
切
な
ら
ざ
れ
ば
意
充
分
に
発
達
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
意
は

実
相
界
の
諸
現
象
に
在
っ
て
は
自
然
の
法
則
に
随
っ
て
発
達
す
る
も
の
な
れ

ど
、
小
説
の
現
象
中
に
は
其
発
達
も
得
て
論
理
に
適
わ
ぬ
も
の
な
り
。
譬
ば

恋
情
の
切
な
る
も
の
は
能
く
人
を
殺
す
と
い
え
る
こ
と
を
以
て
意
と
為
し
た

る
小
説
あ
ら
ん
に
、
其
の
本
尊
た
る
男
女
の
も
の
共
に
浮
気
の
性
質
に
て
、

末
の
松
山
浪
越
さ
じ
と
の 

誓  
文 

せ
い
も
ん

も 
悉  

皆 
し
っ
か
い

鼻
の
端
の
嘘
言
一
時
の
戯
な
ら

ん
と
せ
ん
に
、
末
に
至
っ
て
外
に
仔
細
も
な
け
れ
ど
も
、
只
親
仁
の
不
承
知

よ
り
手
に
手
を
執
っ
て
淵
川
に
身
を
沈
む
る
と
い
う
段
に
至
り
、
是
で
は
ど

う
や
ら
洒
落
に
命
を
棄
て
見
る
如
く
聞
え
て
話
の
条
理
わ
か
ら
ぬ
類
は
、
是
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れ
所
謂
意
の
発
達
論
理
に
適
わ
ざ
る
も
の
に
て
、
意
あ
り
と
雖
も
無
に
同
じ
。

之
を
出
来
損
中
の
出
来
損
と
す
。

　
夫
れ
一
口
に
摸
写
と
曰
う
と
雖
も
豈
容
易
の
事
な
ら
ん
や
。
羲ぎ
之し
の
書
を

デ
モ
書
家
が
真
似
し
た
と
て
其
筆
意
を
取
ら
ん
は
難
く
、
金
岡
の
画
を
三
文

画
師
が
引
写
に
し
た
れ
ば
と
て
其
神
を
伝
ん
は
難
し
。
小
説
を
編
む
も
同
じ

事
也
。
浮
世
の
形
を
写
す
さ
え
容
易
な
こ
と
で
は
な
き
も
の
を
況まし
て
や
其
の

意
を
や
。
浮
世
の
形
の
み
を
写
し
て
其
意
を
写
さ
ざ
る
も
の
は
下
手
の
作
な

り
。
写
し
て
意
形
を
全
備
す
る
も
の
は
上
手
の
作
な
り
。
意
形
を
全
備
し
て

活
た
る
如
き
も
の
は
名
人
の
作
な
り
。
蓋
し
意
の
有
無
と
其
発
達
の
功
拙
と

を
察
し
、
之
を
論
理
に
考
え
之
を
事
実
に
徴
し
、
以
て
小
説
の
直
段
ね
だ
ん
を
定
む

る
は
是
れ
批
評
家
の
当
に
力
む
べ
き
所
た
り
。
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（
明
治
十
九
年
四
月
「
中
央
学
術
雑
誌
」
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
平
凡
・
私
は
懐
疑
派
だ
」
講
談
社
文
芸
文
庫
、
講
談
社

　
　
　1997
（
平
成9

）
年12

月10

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
二
葉
亭
四
迷
全
集
」
筑
摩
書
房

　
　
　1984

（
昭
和59
）
年11

月
〜1991

（
平
成3

）
年11

月

入
力
：
長
住
由
生

校
正
：
は
や
し
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
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館
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文
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ラ
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皆
さ
ん
で
す
。
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