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夏
目
漱
石
「
趣
味
の
遺
伝
」
論

│
〈
遺
伝
〉
と
文
学
│

河　

田　

和　

子

　

夏
目
漱
石
の
小
説
に
「
趣
味
の
遺
伝
」
と
い
う
変
わ
っ
た

タ
イ
ト
ル
の
短
編
が
あ
る
。
日
露
戦
争
終
結
後
、
凱
旋
部
隊

の
様
子
が
新
聞
や
号
外
で
報
道
さ
れ
て
い
た
時
期
に
書
か
れ

た
も
の
で
、明
治
三
九
年
一
月
「
帝
国
文
学
」
に
発
表
し
、『
漾

虚
集
』（
大
蔵
書
店
、明
治
三
九
・
五
）
に
収
録
さ
れ
た
。
従
来
、

こ
の
小
説
は
漱
石
の
戦
争
表
象
や
日
露
戦
争
に
対
す
る
意
識

が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
が1

、
こ
こ
で
は
小
説
の
タ
イ
ト
ル
と

関
係
す
る
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
説
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
た
い
。

語
り
手
の
「
余
」
は
「
学
者
」
で
あ
っ
て
「
文
士
」
で
は
な

い
が
、
自
ら
見
聞
き
し
た
こ
と
を
「
小
説
め
い
た
事
」
と
し

て
書
い
て
お
り
、
こ
の
小
説
は
メ
タ
小
説
の
構
造
に
な
っ
て

い
る2

。「
余
」の
展
開
す
る〈
趣
味
の
遺
伝
〉説
に
つ
い
て
は
、「
唐

突
」
で
「
荒
唐
無
稽
」
の
感
が
ぬ
ぐ
え
ぬ
も
の
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
き
た
が3

、
何
故
作
者
＝
漱
石
が
「
趣
味
の
遺
伝
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
殆
ど
触
れ
ら

れ
な
い
。「
余
」
の
遺
伝
説
が
そ
の
ま
ま
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
が
、「
余
」
が
小
説
め
い
た
も
の

を
書
く
意
図
と
漱
石
が
虚
構
の
小
説
と
し
て
「
趣
味
の
遺
伝
」

を
書
い
た
そ
の
目
論
見
と
は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。〈
趣
味
の
遺
伝
〉
説
を
展
開
す
る
「
余
」
の

物
語
を
漱
石
が
何
故
書
い
た
の
か
、
そ
の
目
論
見
を
タ
イ
ト

ル
の
問
題
と
合
わ
せ
て
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
余
」
が
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
説
を
展
開
し
た
所
の
問

題
と
経
緯
を
整
理
し
て
お
く
。「
余
」
は
、
新
橋
で
将
軍
ら
の

凱
旋
を
眼
に
し
、
旅
順
で
戦
死
し
た
亡
友
・
浩
さ
ん
（
河
上

浩
一
）
の
事
を
追
想
し
て
寂
光
院
へ
行
っ
た
時
、
墓
参
り
を

し
て
い
た
「
花
の
様
な
佳
人
」
と
遭
遇
し
、
そ
の
女
と
浩
さ

ん
と
の
関
係
を
探
ろ
う
と
す
る
。「
余
」
は
、
浩
さ
ん
の
陣
中

日
記
を
読
み
、
出
兵
前
に
郵
便
局
で
偶
然
出
会
い
夢
に
ま
で

み
る
女
性
が
居
た
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
が
果
た
し
て
寂
光
院
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の
女
な
の
か
、
そ
れ
と
も
別
人
な
の
か
分
か
ら
ず
、「
遺
伝
で

解
け
る
問
題
」
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
「
余
」
が
考
え
出
し

た
の
が
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
＝
「
父
母
未
生
以
前
に
受
け
た
記

憶
と
情
緒
が
、
長
い
時
間
を
隔
て
ゝ
脳
中
に
再
現
す
る
」
と

い
う
も
の
で
、「
浩
さ
ん
の
先
祖
と
、
あ
の
女
（
筆
者
注
、
寂

光
院
の
女
）
の
先
祖
の
間
に
何
事
か
あ
つ
て
、
其
の
因
果
で
」

相
思
の
情
も
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
。

「
余
」
は
、
そ
の
仮
説
を
証
明
す
る
為
、
浩
さ
ん
の
祖
父
と
寂

光
院
の
女
（
工
学
博
士
小
野
田
の
妹
）
の
祖
母
の
間
に
あ
っ

た
因
縁
（
相
思
相
愛
の
仲
で
あ
っ
た
が
悲
恋
で
終
わ
る
）
を

つ
き
と
め
、
先
祖
の
恋
愛
感
情
が
そ
の
子
孫
に
遺
伝
す
る
と

い
う
自
説
が
実
証
出
来
た
と
考
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
日
記
の
女
と
寂
光
院
の
女
（
＝
小
野
田
の
妹
）

が
本
当
に
同
一
人
物
か
は
疑
問
が
残
る
所
で
、
小
説
の
最
後

で
は
、
浩
さ
ん
の
母
親
の
希
望
で
小
野
田
の
妹
と
引
き
合
わ

せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
話
は
「
端
折
つ
て
簡
略
」
に
述

べ
ら
れ
る
。
浩
さ
ん
の
母
親
の
話
で
は
、
仲
良
く
な
っ
た
小

野
田
の
妹
に
日
記
を
見
せ
た
所
「
そ
れ
だ
か
ら
私
は
御
寺
参

を
し
て
居
り
ま
し
た
」
と
答
え
た
と
い
う
が
、「
そ
れ
」
の
指

す
内
容
も
曖
昧
で
、「
余
」
が
当
人
に
た
ず
ね
て
確
認
し
た
わ

け
で
な
い
。
そ
の
点
で
「
余
」
の
書
い
た
文
章
に
は
空
白
部

分
が
あ
る
。
も
し
、
日
記
の
女
と
小
野
田
の
妹
が
別
人
な
ら

「
余
」
の
仮
説
も
崩
れ
る
為
、
そ
れ
を
恐
れ
て
小
野
田
の
妹
に

日
記
の
当
人
か
ど
う
か
を
た
ず
ね
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い4

。

　
「
余
」
が
「
小
説
め
い
た
」
も
の
を
書
い
た
の
も
、
戦
死
し

た
浩
さ
ん
を
弔
い
追
悼
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う

が
、
小
説
の
終
わ
り
の
方
で
は
、「
学
問
上
（
筆
者
注　

遺
伝

の
説
）
か
ら
考
へ
て
相
当
の
説
明
が
つ
く
と
云
ふ
道
行
き
が

読
者
の
心
に
合
点
出
来
れ
ば
此
一
篇
の
主
意
は
済
」
む
と
い

う
よ
う
に
、〈
趣
味
の
遺
伝
〉
説
を
実
証
す
る
為
に
書
い
て
き

た
か
の
よ
う
に
述
べ
る
。
が
、「
余
」
自
身
、
生
物
学
者
や
医

者
で
は
な
い
。『
マ
ク
ベ
ス
』
等
の
西
洋
文
学
を
例
に
「
諷
語
」

の
説
明
を
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
西
洋
文
学
の
学
者
だ
ろ
う

が5

、
そ
の
「
余
」
が
遺
伝
の
問
題
に
こ
だ
わ
る
の
は
ど
う
し

て
な
の
か
。

　

注
意
し
た
い
の
は
、「
余
」
の
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
説
の
特
徴

と
し
て
、
か
な
り
文
学
的
性
格
の
強
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る6

。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
、
自
説
を
実
証
す
る
も
の
と

し
て
文
学
作
品
の
登
場
人
物
の
恋
愛
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
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と
か
ら
も
言
え
る
。

余
が
平
生
主
張
す
る
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
を
証
拠
立

て
る
に
完
全
な
例
が
出
て
来
た
。
ロ
メ
オ
が
ジ
ユ
リ
エ
ツ

ト
を
一
目
見
る
、
さ
う
し
て
此
女
に
相
違
な
い
と
先
祖
の

経
験
を
数
十
年
の
後
に
認
識
す
る
。
エ
レ
ー
ン
が
ラ
ン
ス

ロ
ツ
ト
に
始
め
て
逢
ふ
、
こ
の
男
だ
ぞ
と
思
ひ
詰
め
る
、

や
は
り
父
母
未
生
以
前
に
受
け
た
記
憶
と
情
緒
が
、
長
い

時
間
を
隔
て
ゝ
脳
中
に
再
現
す
る
。

　
「
余
」
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
』
や
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
の
登
場
人
物
に
見
ら
れ
る
一
目
惚

れ
の
心
理
を〈
趣
味
の
遺
伝
〉説
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
。「
余
」

は
「
二
十
世
紀
の
人
間
」
と
い
う
自
負
か
ら
、
一
目
惚
れ
の

文
学
的
題
材
も
科
学
的
に
遺
伝
の
問
題
と
結
び
付
け
て
解
釈

す
る
。

　

元
々
、「
余
」
が
男
女
の
恋
愛
を
遺
伝
の
問
題
と
し
て
考
え

た
の
も
、
前
か
ら
遺
伝
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
、
専

門
知
識
が
な
い
だ
け
に
好
奇
心
を
そ
そ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ

が
、
遺
伝
の
起
原
発
達
史
や
「
最
近
の
学
説
」
を
調
べ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
「
ふ
と
し
た
事
」
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

遺
伝
と
云
ふ
問
題
に
関
し
て
専
門
上
の
智
識
は
無
論
有
し

て
居
ら
ぬ
。
有
し
て
居
ら
ぬ
所
が
余
の
好
奇
心
を
挑
発
す

る
譯
で
、
近
頃
ふ
と
し
た
事
か
ら
此
問
題
に
関
し
て
其
起

原
発
達
の
歴
史
や
ら
最
近
の
学
説
や
ら
を
一
通
り
承
知
し

た
い
と
云
ふ
希
望
を
起
し
て
、
そ
れ
か
ら
此
研
究
を
始
め

た
の
で
あ
る
。（
略
）段
々
調
べ
て
見
る
と
複
雑
な
問
題
で
、

是
丈
研
究
し
て
居
て
も
充
分
生
涯
の
仕
事
は
あ
る
。
メ
ン

デ
リ
ズ
ム
だ
の
、
ワ
イ
ス
マ
ン
の
理
論
だ
の
、
ヘ
ッ
ケ
ル

の
議
論
だ
の
、其
弟
子
の
ヘ
ル
ト
ウ
イ
ツ
ヒ
の
研
究
だ
の
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
心
理
説
だ
の
と
色
々
の
人
が
色
々
の

事
を
云
ふ
て
居
る
。

　
「
ふ
と
し
た
事
」
の
内
容
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
、「
余
」
は
、

メ
ン
デ
リ
ズ
ム
や
ワ
イ
ス
マ
ン
等
の
遺
伝
理
論
を
読
ん
で
い

る
。
だ
が
、〈
趣
味
の
遺
伝
〉
説
自
体
、
ど
の
理
論
に
基
づ
く

も
の
で
も
な
い
。
一
柳
廣
孝
「｢

理
科｣

と
漱
石
―
「
趣
味
の

遺
伝
」
か
ら
」（「
国
文
学
」
平
成
九
・
五
）
の
指
摘
通
り
、
進

化
論
に
基
づ
く
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
遺
伝
学
の
延
長
上
に
自

ら
の
理
論
を
組
み
立
て
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
そ

こ
か
ら
の
逸
脱
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
」
な
理
論
で
あ
る
。

そ
れ
も
文
学
的
題
材
に
基
づ
く
形
で
考
え
ら
れ
た
も
の
だ
か

ら
当
然
だ
が
、
気
に
な
る
の
は
、
明
治
三
〇
年
代
当
時
、
遺
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伝
と
文
学
と
を
結
び
つ
け
る
の
な
ら
、
当
然
想
起
さ
れ
て
も

い
い
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
の
名
が
作
中
に
全
く
出
て
こ
な
い
こ

と
だ
。「
余
」
が
文
学
関
係
の
学
者
で
遺
伝
に
興
味
を
持
つ
の

な
ら
、
ゾ
ラ
の
名
も
出
し
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
逆

に
意
識
し
て
い
る
か
ら
「
近
頃
ふ
と
し
た
事
か
ら
」
と
ぼ
か

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
よ
う
に
推
察
し
た
の
も
、
ゾ
ラ
の
小
説
『
パ
ス
カ
ル

博
士
』（
一
八
九
三
年
）
に
、
前
の
引
用
を
想
起
さ
せ
る
、
次

の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

パ
ス
カ
ル
博
士
を
と
り
わ
け
遺
伝
法
則
に
の
め
り
こ
ま
せ

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
妊
娠
に
つ
い
て
の
研
究
だ
っ

た
。（
略
）
自
分
の
一
族
を
分
析
対
象
に
す
え
、
実
験
の

主
要
な
場
に
す
る
と
、
き
わ
め
て
正
確
で
完
全
な
事
例
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。（
略
）
彼
は
す
べ
て
を
証
明
で
き
る

綜
合
的
な
遺
伝
理
論
の
樹
立
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
略
）
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ジ
ェ
ミ
ュ
ー
ル
や
パ
ン
ゲ
ネ
シ
ス

か
ら
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
ベ
リ
ゲ
ネ
シ
ス
へ
と
た
ど
り
、
ゴ
ー

ル
ド
ン
の
ス
タ
ー
プ
も
検
討
し
た
。
仮
は
ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン

が
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
理
論
が
い
ず
れ
優
勢
に
な
る

の
を
予
感
し
て
（
略
）、
こ
の
（
筆
者
注
、
生
殖
質
の
）

伝
達
は
世
代
を
経
て
も
常
に
不
変
で
あ
る
と
い
う
意
見
を

取
り
入
れ
た
。

（『
ル
ー
ゴ
ン
＝
マ
ッ
カ
ー
ル
叢
書
』
第
二
〇
巻
、論
創
社
、

平
成
一
七
・
九
）

　

医
師
・
パ
ス
カ
ル
博
士
は
、
先
人
の
遺
伝
理
論
を
取
り
込

み
な
が
ら
、「
す
べ
て
を
説
明
で
き
る
綜
合
的
な
遺
伝
理
論
」

の
樹
立
を
目
指
し
、
や
が
て
「
ル
ー
ゴ
ン
＝
マ
ッ
カ
ー
ル
家

系
樹
」
を
ま
と
め
る
。
パ
ス
カ
ル
博
士
自
身
、「
考
え
て
も
尽

き
る
こ
と
の
な
い
主
題
」
と
し
て
「
遺
伝
こ
そ
が
世
界
を
作

っ
て
」
い
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
著
作
を
漱
石
が
読
ん
で

い
た
か
は
不
明
だ
が
、
英
訳
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら7

、
読

ん
だ
可
能
性
も
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
余
」
が
遺
伝
に
つ

い
て
調
べ
て
い
る
所
な
ど
『
パ
ス
カ
ル
博
士
』
の
パ
ロ
デ
ィ

と
し
て
書
か
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。

　

漱
石
が
『
パ
ス
カ
ル
博
士
』
を
読
ん
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
蔵
書
に
英
訳
本
の
『
居
酒
屋
』（
原
著
一
八
七
六
年
、

英
訳
一
九
〇
七
年
）
や
『
ナ
ナ
』（
原
著
一
八
七
九
年
、
英
訳

の
出
版
年
は
不
明
）、
及
び
『
ロ
ー
マ
』（
原
著
一
八
九
六
年
）

が
あ
り8

、
そ
の
著
作
に
は
目
を
通
し
て
い
た
。「
余
」
が
ゾ
ラ

を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
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も
漱
石
は
、
ゾ
ラ
を
意
識
し
て
こ
の
小
説
を
書
い
た
の
で
は

な
い
か
。

　
　
　
　

＊
＊

　

ゾ
ラ
の
小
説
は
、
漱
石
門
下
の
物
理
学
者
・
寺
田
寅
彦
も

読
ん
で
い
た
ら
し
い
。
漱
石
の
明
治
三
八
年
八
月
六
日
野
村

伝
四
宛
書
簡
に
は
、
寺
田
が
「
葉
書
の
つ
ゞ
き
も
の
ゝ
小
説
」

と
し
て
「
夫
婦
の
中
に
子
な
き
を
憂
ひ
て
大
磯
へ
貝
を
食
ひ

に
行
く
と
い
ふ
趣
向
」
の
も
の
を
書
い
て
き
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
「
ゾ
ラ
君
の
翻
案
」
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、

岩
波
書
店
『
寺
田
寅
彦
全
集
』
全
三
〇
巻
（
平
成
八
年
〜

一
一
年
）
を
見
て
も
そ
れ
に
該
当
す
る
小
説
や
書
簡
は
な
く
、

原
典
の
ゾ
ラ
の
小
説
も
未
詳
だ
が
、
漱
石
は
そ
の
ゾ
ラ
の
小

説
に
目
を
通
し
た
の
だ
ろ
う
。「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」（
明

治
四
〇
年
四
月
二
〇
日
東
京
美
術
学
校
で
の
講
演
、「
東
京
朝

日
新
聞
」
同
年
五
月
四
日
〜
六
月
四
日
掲
載
）
で
、
ゾ
ラ
の

同
小
説
を
例
に
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

探
偵
が
探
偵
と
し
て
職
務
に
か
ゝ
つ
た
ら
、
只
事
実
を

あ
げ
る
と
云
ふ
よ
り
外
に
彼
等
の
眼
中
に
は
何
も
な
い
。

（
略
）
ま
ず
彼
ら
の
職
業
の
本
分
を
云
ふ
と
、
尤
も
下
劣

な
意
味
に
於
て
真
を
探
る
と
申
し
て
も
差
支
な
い
で
せ

う
。（
略
）
現
代
の
文
学
者
を
以
て
探
偵
に
比
す
る
の
は

甚
だ
失
礼
で
あ
り
ま
す
が
、
唯
真
の
一
字
を
標
榜
し
て
、

其
他
の
理
想
は
ど
う
な
つ
て
も
構
は
な
い
と
云
ふ
意
味
な

作
物
を
公
然
発
表
し
て
得
意
に
な
る
な
ら
ば
、
其
作
家
は

個
人
と
し
て
は
、
い
ざ
知
ら
ず
、
作
家
と
し
て
陥
欠
の
あ

る
人
間
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
病
的
と
云
は
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。（
略
）
ゾ
ラ
と
モ
ー
パ
サ
ン
の
例
に
至

つ
て
は
殆
ん
ど
探
偵
と
同
様
に
下
品
な
気
持
が
し
ま
す
。

　

引
用
の
前
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
主
義
作
家
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
と
ゾ
ラ
の
小
説
の
粗
筋
を
紹
介
し
、「
真
の
一
字
を
偏
重

視
」
す
る
「
現
代
文
学
者
」
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
講
演
で

漱
石
は
、「
文
芸
家
の
理
想
」
と
し
て
四
種
の
理
想
＝
「
美
的

理
想
」「
真
に
対
す
る
理
想
」「
愛
に
対
す
る
理
想
及
び
道
義

に
対
す
る
理
想
」「
荘
厳
に
対
す
る
理
想
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら

は
「
相
冒
す
べ
き
も
の
で
な
」
い
為
「
真
の
一
字
を
標
榜
し
て
、

そ
の
他
の
理
想
は
ど
う
な
つ
て
も
構
は
な
い
」
と
い
う
傾
向

の
文
学
を
「
病
的
」
と
難
じ
て
い
る
。

　

こ
の
漱
石
の
批
判
は
、
日
本
の
自
然
主
義
文
学
に
お
け
る

事
実
偏
重
の
傾
向
を
難
ず
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
注
意
し

た
い
の
は
、「
真
の
一
字
を
偏
重
」
す
る
作
家
と
「
下
劣
な
意
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味
に
於
て
真
を
探
る
」「
探
偵
」
を
同
類
と
見
な
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。「
趣
味
の
遺
伝
」
で
は
、「
探
偵
」
の
語
が
四
カ

所
見
ら
れ
、「
余
」
は
探
偵
を
「
下
等
な
」
者
と
し
て
軽
蔑
す

る
一
方
、
寂
光
院
で
遭
遇
し
た
女
の
行
く
先
を
見
届
け
よ
う

と
し
、
女
の
素
性
と
浩
さ
ん
と
の
関
係
を
探
ろ
う
と
し
て
「
丸

で
探
偵
」
の
よ
う
な
事
を
し
て
い
る
。「
探
偵
的
態
度
」
で
も

っ
て
事
物
に
あ
た
る
自
分
に
呆
れ
つ
つ
も
、「
余
」
は
浩
さ
ん

と
小
野
田
の
娘
の
先
祖
が
恋
仲
だ
っ
た
こ
と
を
「
家
令
」
の

老
人
か
ら
聞
き
出
す
。
河
上
家
の
墓
に
見
知
ら
ぬ
美
し
い
女

が
来
て
い
た
こ
と
を
「
寂
光
院
事
件
」
と
称
し
、
謎
解
き
し

て
い
く
こ
と
自
体
、「
余
」
の
「
探
偵
的
態
度
」
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
探
偵
的
態
度
」
に
よ
っ
て
「
余
」
は
、

自
ら
考
え
出
し
た
遺
伝
理
論
に
基
づ
く
仮
説
を
実
証
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
り
、
浩
さ
ん
と
寂
光
院
の
女
の
祖
先
、「
両
人

の
血
統
」
を
調
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
探
偵
を
軽
蔑
し
つ
つ
も
、

探
偵
的
態
度
で
自
ら
の
遺
伝
論
を
展
開
し
て
い
く
語
り
手
＝

書
き
手
を
設
定
し
た
漱
石
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、「
探
偵
と

同
様
に
下
品
な
気
持
」
が
す
る
と
難
じ
た
ゾ
ラ
そ
の
人
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
〈
遺
伝
〉
の
語
が
付
さ
れ
て

い
れ
ば
、
読
者
は
ゾ
ラ
の
小
説
を
想
起
し
や
す
か
っ
た
だ
ろ

う
。
ゾ
ラ
の
名
が
日
本
の
文
学
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
知

れ
る
所
と
な
っ
た
の
は
明
治
二
〇
年
代
か
ら
だ
が
、
特
に

三
〇
年
代
に
は
、
永
井
荷
風
（『
地
獄
の
花
』
金
港
堂
、
明

治
三
五
・
九
）
や
小
杉
天
外
『
は
や
り
唄
』（
春
陽
堂
、
明
治

三
五
・
一
）
等
に
よ
っ
て
環
境
と
遺
伝
を
重
視
す
る
ゾ
ラ
イ
ズ

ム
が
紹
介
さ
れ
、
翻
訳
も
な
さ
れ
る
。
一
九
〇
二
年
＝
明
治

三
五
年
に
ゾ
ラ
は
逝
去
し
、
そ
の
後
の
数
年
間
、
新
聞
や
雑

誌
で
ゾ
ラ
関
連
の
記
事
が
度
々
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
帝
国
文

学
」
明
治
三
六
年
一
月
号
に
は
「
海
外
騒
壇　

エ
ミ
ー
ル
・

ゾ
ラ
」
が
掲
載
さ
れ
、そ
の
生
涯
や
著
作
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

同
記
事
で
は
、
生
理
学
者
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
著
書

（『
実
験
医
学
序
説
』
一
八
六
五
年
）
に
よ
り
「
科
学
的
精
神

を
啓
発
せ
ら
れ
た
り
し
ゾ
ラ
は
世
間
の
問
題
た
ら
ん
と
す
る

遺
伝
説
を
骨
子
と
し
て
新
企
画
に
着
手
」
し
、
彼
の
ま
と
め

た
ル
ー
ゴ
ン
・
マ
ッ
カ
ー
ル
叢
書
二
〇
巻
は
、「
千
八
百
五
十

年
乃
至
七
十
年
頃
迄
仏
蘭
西
に
行
は
れ
し
遺
伝
説
の
立
場
よ

り
観
察
し
た
る
ゾ
ー
ラ
の
社
会
観
人
生
観
を
包
容
す
る
」
も

の
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
毎
日
新
聞
」
掲
載
の
「
仏
国

文
豪
ゾ
ラ
（
一
）
〜
（
九
）」（
明
治
三
五
年
一
〇
月
一
日
〜
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一
一
日
）
で
は
、
そ
の
生
涯
と
功
績
を
紹
介
し
つ
つ
、
次
の

よ
う
な
批
判
を
し
て
い
た
。

家
族
よ
り
受
け
た
る
素
質
を
遺
伝
的
に
継
承
し
て
、
之
に

境
遇
の
変
化
が
絆
縁
し
て
、
幾
多
の
悲
劇
を
生
ず
る
に
至

る
て
ふ
一
貫
の
思
想
を
書
か
ん
と
欲
す
、（
略
）
余
ハ
此

に
遺
伝
と
境
遇
の
二
者
を
精
細
に
研
究
し
て
、
一
人
の
他

人
を
生
ず
る
関
係
を
教
育
的
に
叙
せ
ん
と
欲
す
る
な
り

と
、（
略
）
然
し
其
の
理
論
を
遺
憾
な
く
実
現
せ
し
め
て

居
る
丈
け
、
矢
張
り
如
何
し
て
も
器
械
的
な
る
を
免
れ
な

い
、
何
と
な
れ
バ
一
体
遺
伝
の
法
則
の
如
き
、
未
だ
学

術
上
の
一
仮
定
説
た
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
、
直
に
取

つ
て
以
て
既
に
確
定
せ
る
真
理
な
る
か
の
如
く
吹
聴
す

る
さ
へ
頗
ぶ
る
奇
怪
で
（
略
）
矢
張
り
不
自
然
た
る
を

免
れ
な
い
の
で
あ
る
。（「
仏
国
文
豪
ゾ
ラ
（
八
）」
明
治

三
五
・
一
〇
・
一
〇
）

　

こ
の
記
事
の
執
筆
者
は
不
明
だ
が
、ゾ
ラ
の
み
な
ら
ず
、「
未

だ
学
術
上
の
一
仮
定
説
に
過
ぎ
な
い
」
遺
伝
学
を
「
既
に
確

定
せ
る
真
理
な
る
か
の
如
く
吹
聴
す
る
」「
奇
怪
」
さ
は
、「
余
」

の
態
度
に
も
見
て
取
れ
、
こ
の
批
判
自
体
、〈
趣
味
の
遺
伝
〉

説
を
説
く
「
余
」
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
動
物
学
者
・

丘
浅
次
郎
の
『
最
新
遺
伝
論
』（
六
盟
館
、
大
正
八
・
七
）
で

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
遺
伝
と
遺
伝
で
な
い
も
の
と

の
間
に
判
然
た
る
境
界
を
定
め
る
こ
と
は
頗
る
困
難
」
で
、「
今

日
遺
伝
に
関
し
て
学
者
間
に
盛
ん
に
闘
は
さ
れ
て
居
る
議
論

の
如
き
も
（
略
）
遺
伝
と
云
ふ
文
字
の
使
い
方
が
人
々
に
よ

り
違
ふ
の
に
基
づ
い
て
居
る
」
状
況
が
あ
っ
た
し
、
遺
伝
論

も
学
術
上
の
一
仮
説
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
漱
石
は
意
識
し
て
い

た
。
だ
か
ら
、「
余
」
の
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
説
も
、
曖
昧
さ
の

残
る
（
小
野
田
の
妹
が
日
記
の
女
な
の
か
実
際
の
所
は
っ
き

り
し
な
い
）
書
き
方
に
な
っ
て
お
り
、
ゾ
ラ
を
皮
肉
る
よ
う

な
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
、〈
遺
伝
〉
と
結
び
つ
け
ら
れ

た
〈
趣
味
〉
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
漱
石
自
身
、

明
治
三
九
年
二
月
一
三
日
森
田
米
松
宛
書
簡
で
、「
趣
味
の
遺

伝
」
の
「
趣
味
は
男
女
相
愛
す
る
と
い
ふ
趣
味
の
意
味
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
余
」
の
遺
伝
説
の
「
趣
味
」
の

説
明
で
あ
る
。「
余
」
が
小
説
め
い
た
も
の
を
書
く
二
重
構
造

の
小
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
タ
イ
ト
ル
の
「
趣
味
」

に
は
二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
は
、『
文
学
評

論
』（
春
陽
堂
、
明
治
四
二
・
三
）
で
、「
文
学
は
吾
人
の
趣
味
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の
表
現
」、即
ち
「
好
悪
を
表
は
す
も
の
」
で
「
趣
味
」
自
体
「
未

来
の
行
為
言
動
を
幾
分
で
も
支
配
す
る
傾
向
を
帯
び
た
も
の
」

と
述
べ
て
い
る
。
作
中
「
余
」
が
、「
好
奇
獣
と
も
称
す
べ
き

代
物
」
と
な
っ
て
寂
光
院
の
女
の
手
掛
か
り
を
探
り
、
専
門

知
識
の
異
な
る
遺
伝
の
問
題
は
「
好
奇
心
を
挑
発
す
る
」
も

の
と
述
べ
た
り
す
る
の
も
、
そ
の
言
動
は
好
悪
の
感
情
、
好

奇
心
に
基
づ
く
。
要
す
る
に
、〈
趣
味
の
遺
伝
〉
説
も
、「
余
」

の
趣
味
＝
好
悪
の
感
情
、
特
に
好
奇
心
を
反
映
し
た
形
で
思

案
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
小
説
で
遺
伝
の
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ
た

こ
と
自
体
、
漱
石
は
暗
に
ゾ
ラ
を
意
識
し
て
書
い
た
所
が
あ

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
漱
石
の
文
学
理
論
、
方
法
と
関
係
し
て

い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
漱
石
は
「
真
に
対
す
る
理
想
」

を
持
つ
も
の
と
し
て
自
然
主
義
文
学
、
ゾ
ラ
の
小
説
を
意
識

し
て
い
た
し
、『
文
学
論
』（
大
倉
書
店
、明
治
四
〇
・
五
）
で
は
、

「
現
今
の
一
派
」
は
「
文
学
に
お
い
て
も
人
生
の
真
を
発
揮
す

る
こ
と
を
以
て
小
説
の
理
想
と
な
す
」
が
、「
然
れ
ど
も
人
生

の
真
と
は
趣
味
よ
り
見
た
る
標
準
（
筆
者
注　

基
準
）
の
一

に
過
ぎ
ず
」、「
現
在
の
潮
流
が
好
悪
の
推
移
を
受
け
て
吾
人

を
し
て
、
し
ば
ら
く
此
理
想
に
停
在
せ
し
む
」
も
の
と
書
い

て
い
る
。「
現
今
の
一
派
」
＝
自
然
主
義
の
文
学
者
達
が
重
視

す
る
「
人
生
の
真
」
も
、
趣
味
＝
好
悪
の
感
情
に
基
づ
い
て

捉
え
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
漱
石
は
認
識
し
て

い
た
。
そ
れ
故
、
遺
伝
の
問
題
も
、
文
学
専
門
の
学
者
「
余
」

の
〈
趣
味
〉
と
結
び
つ
け
た
形
で
、
遺
伝
学
を
援
用
し
た
（
＝

科
学
的
真
理
を
求
め
た
）
ゾ
ラ
の
小
説
を
相
対
化
す
る
よ
う

な
小
説
を
書
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
タ
イ
ト
ル
「
趣
味

の
遺
伝
」
も
、
そ
う
し
た
漱
石
の
目
論
見
、
問
題
意
識
を
表

出
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
文
学
動
向
を
意

識
し
つ
つ
、自
ら
の
文
学
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
点
で
、「
趣

味
の
遺
伝
」
は
、
漱
石
に
と
っ
て
の
〈
実
験
小
説
〉
だ
っ
た

と
言
え
よ
う
。

（
付
記
）「
趣
味
の
遺
伝
」
ほ
か
漱
石
の
著
作
は
、
岩
波
書
店

版
『
漱
石
全
集
』（
夏
目
金
之
助
著
）
全
三
〇
冊
（
一
九
九
三

〜
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
、
引
用
も
同
全
集
に
よ
る
。

１　

大
岡
昇
平
「
漱
石
と
国
家
意
識
―
「
趣
味
の
遺
伝
」
を

め
ぐ
っ
て
―
」（「
世
界
」
昭
和
四
八
・
二
）
を
は
じ
め
、

佐
藤
泉
「「
趣
味
の
遺
伝
」
―
旅
順
上
空
、
三
次
元
の
眼
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に
つ
い
て
」（「
国
文
学
」
平
成
六
・
一
）、堀
井
一
摩
「〈
銃

後
〉
の
戦
争
表
象
―
夏
目
漱
石
「
趣
味
の
遺
伝
」
―
」（「
社

会
文
学
」
平
成
二
二
・
六
）
等
を
参
照
。

２　

戸
松
泉
「「
小
説
家
小
説
」
と
し
て
の
「
趣
味
の
遺
伝
」

―
自
己
韜
晦
す
る
語
り
手
「
余
」
の
物
語
言
説
―
」（「
文

学
」
平
成
二
〇
・
九
）
も
、「
メ
タ
小
説
」
と
し
て
考
察
し

て
い
る
。

３　

神
田
祥
子
「
趣
味
は
遺
伝
す
る
か
―
夏
目
漱
石
「
趣
味

の
遺
伝
」
論
」（「
日
本
近
代
文
学
」
平
成
一
九
・
五
）
を

参
照
。

４　

元
々
小
野
田
の
妹
は
、
先
祖
の
因
縁
を
知
っ
て
墓
参
り

に
来
て
い
た
の
か
も
し
れ
ず
、
日
記
を
見
た
時
も
、
浩
さ

ん
の
母
を
気
遣
っ
て
（
別
人
だ
っ
た
と
し
て
も
）
話
を
合

わ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
。

５　

前
出
の
戸
松
論
も
「
余
」
の
「
専
門
領
域
は
ど
う
考
え

て
も
西
欧
文
学
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

６　

斉
藤
恵
子
「『
趣
味
の
遺
伝
』
の
世
界
」（「
比
較
文
学
研

究
」
昭
和
四
八
・
九
）
で
は
、
ウ
オ
ッ
ツ
・
ダ
ン
ト
ン
『
エ

イ
ル
ウ
ィ
ン
』（
一
八
九
八
年
）
の
恋
愛
感
情
の
遺
伝
と

い
う
テ
ー
マ
の
影
響
を
指
摘
す
る
。

７　
〝D

octor Pascal" translated by M
ary J. Serrano 

（ International A
ssociation of N

ew
spapers and 

A
uthors

） 1901

８　
『
漱
石
全
集
』
第
二
七
巻
の
「
漱
石
山
房
蔵
書
目
録
」
を

参
照
。


