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フ
ォ
ー
ク
ナ
I
と
批
評
傾
向

福

田

実

一
九
五

〇
年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
け
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
･
フ
ォ
ー
ク
ナ
I

W
i=
iam
F

au-kn
er
は
,

ヘ
ミ
ン
グ
ウ

ェ
イ
と
と
も
に

二
十
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
を
花
々
し
く
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
｡
こ
の
二
人
は
共
に

｢
失
わ
れ
た
世
代
｣
の
幻
滅
の
中
か
ら
そ
の
文

学
の
場
を
見
出
し
'
両
者
は
た
が
い
に
相
手
を
意
識
し
反
摸
し
て
'
全
く
対
鋲
的
な
文
学
を
築
き
上
げ
て
い
る
｡

へ
…
ン
グ
ウ

ェ
イ

の
抑
制
さ
れ
た
簡
潔
で
直
裁
な
文
体
'
純
粋
な
客
観
性
'
白
星
の
明
る
さ
'
行
動
力
･
反
伝
統
主
義
お
よ
び
非
地
方
主
義
に
た
い
し

て
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
難
渋
冗
長
な
文
体
と
複
雑
を
植
わ
め
る
構
成
'
決
定
的
な
観
念
性
と
主
観
性
､
黒
い
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ン
ス
の
恐

怖
の
暗
黒
さ
'
伝
統
主
義
お
よ
び
地
方
主
義
と
鋭
い
対
立
を
み
せ
て
い
る
｡
そ
れ
は
ま
た
,

ヘ
ミ
ン
グ
ウ

ェ
イ
が

一
般
読
者
に
広
く

愛
読
さ
れ
た
と
い
う
事
実
と
'
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
直
前
に
お
い
て
も
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
全
作
品
が
絶
版
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
事
実

の
対
照
で
も
あ
る
｡

｢
失
わ
れ
た
世
代
｣
の
英
雄
は

へ
-
ン
グ
ウ

ェ
イ
で
あ
り
､

へ
-
ン
グ
ウ

ェ
イ
文
学
の
業
績
は

一
九
五

〇
年
当

時
に
あ

っ
て
ひ
ろ
く

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
に
反
し
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
決
し
て
小
さ
い
存
在
で
は
な

か

っ
た
が
'
そ
の
文
学
の
評
価
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
｡
そ
の
評
価
の
振
幅
は
大
き
な
差
を
示
し
て
い
た
｡
し
か
し
フ
ォ

ー
ク
ナ
-
は

へ
-
ン
グ
ウ

ェ
イ
よ
り
も
早
く
受
賞
し
た
｡
そ
の
詮
衡
事
情
は
知
ら
な
い
が
'

一
般
的
に
こ
の
結
果
は
意
外
な
も
の
で
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あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
た
と
え
ば
,
か
な
り
公
平
だ
と
い
う
定
評
の
あ

っ
た
ブ
ラ

ン
ケ

ン
シ

ッ
プ

R
u
sse
=
B
-a
m
keロShip
の

｢
ア
メ
リ
カ
文
学
史
｣
A

m
erican
l
i-era-ule
aS
an
E
x
p
re
s
s
io
n

of
-he
N
a-ional
M
in
d

は
'
初
版
は

一
九
三

年
で

あ
る
が
,
四
九
年
の
改
訂
版
で
は

｢
失
わ
れ
た
世
代
｣
の
作
家
の
項
目
に
補
強
を
加
え
'

｢誰
が
た
め
に
鐘
は
鳴
る
｣

(
一
九
四

〇
)

を
ふ
く
め
て
､

ヘ
ミ
ン
グ
ウ

ェ
イ
は
マ
ー
ク

･
-
ウ

ェ
イ
ン
以
後
の
ア
メ
リ
カ
に
現
わ
れ
た
最
も
独
創
的
な
作
家
と
し
て
十
頁
余
り

の
ス
ペ
ー
ス
を
あ
た
え
ら
れ
,
そ
れ
に
つ
い
で
フ
イ
ッ
ツ
ジ

ェ
ラ
ル
ド
'
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
'
-
マ
ス
･
ウ
ル
フ
'

マ
ー
カ
ン
ト
'

フ
ァ
レ
ル
,
ド
ス
.
パ
ソ
ス
か
ら
ウ
ォ
レ
ン
に
至
る
ま
で
の
現
代
ア
メ
リ
カ
作
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ

の
翌
年
に
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
う
け
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に
つ
い
て
は
'
そ
の
名
前
す
ら
言
及
さ
れ
ず
'
完
全
に
抹
殺
さ
れ
て
い
る
｡
ス

チ

ュ
ア
1
-
教
授
に
よ
れ
ば
･
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
授
賞
さ
れ
る
と

｢
か
な
り
多
く
の
批
評
家
が
図
書
館
に
行

っ
て
'
彼
ら
が
か
つ
て

悪
口
を
い
っ
た
本
を
大
変
な
速
度
と
注
意
深
さ
と
で
読
み
は
じ
め
た
｣
の
だ

っ
た
0

実
際
,
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
評
価
は
長
い
あ
い
だ
戸
迷

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
完
全
な
黙
殺
か
ら
手
酷
し
い
非
難
ま
で
を
ふ
く
め
て
'

殊
に
ア
メ
リ
カ
で
の
批
評
は
か
な
り
痛
烈
な
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
か
つ
て
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の

｢
自
鯨
｣
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
が

全
く
理
解
さ
れ
ず

｢
狂
人
文
学
｣
(B
e
d
-am
l
i-era-ure)
と
罵
ら
れ
た
あ
の
悲
劇
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
｡
メ
ル
ヴ

-
ル
は
そ
の
よ
う
な
四
面
楚
歌
の
無
理
解
に
さ
ら
さ
れ
た
自
分
を
作
品

｢
ピ
エ
ー
ル
｣
の
中
で
､

｢元
気
を
出
せ
､
元
気
を
出
せ
'

お
お
,
パ
ル
キ
ン
-
ン
よ
!
暗
海
の
中
に
も
耐
え
忍
べ
'
半
神
よ
-
･お
前
が
大
洋
に
ほ
ろ
ぴ
る
そ
の
し
ぶ
き
か
ら
-

真
直
ぐ
に
お

前
の
神
格
は
立
ち
昇
る
の
だ
-
･｣
と
自
ら
を
励
ま
し
た
｡
し
か
し
･
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
は
た
だ
'

｢
批
評
家
と
文
学
界
全
体
を
無
関
心

と
軽
べ
つ
を
も

っ
て
な
が
め
始
め
て
い
た
｣
(R
･
C
ougE
an)
の
で
あ
る
｡

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
青
年
期
の
比
較
的
短
期
間
を
除
い
て
南
部
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
に
生
涯
を
定
住
L
t
彼
の
愛
す
る
南
部
の
物
語

(｢寓
話
｣
を
別
と
し
て
)
を
書
き
通
し
た
の
だ
が
･
南
部
の
人
々
自
身
が
彼
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
ノ
ー
ベ
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ル
賞
を
受
け
た
と
い
う
電
報
が
入

っ
た
と
き
'
南
部
の

｢
ジ
ャ
ク
ソ
ン
･
デ
ー
リ
ー
･
ニ
ュ
ー
ス
｣
紙
の
編
集
長
は
･

｢彼
は
頚
廃

の
宣
伝
者
で
あ
り
'
正
確
に
は
'
う
さ
ん
臭
い

(p
riv
y)
文
学
の
派
に
属
し
て
い
る
｣
と
書
い
た
｡

ハ
ベ
ル

J
ay
B
.
H
u
b
b
e
tt
に

ょ
る
と
'
元
々
'
南
部
の
保
守
的
な
読
者
は
自
然
主
義
的
な
小
説
よ
り
も

ロ
マ
ン
チ
-
ツ
ク
な
小
説
を
好
み
,
自
分
た
ち
の
土
地
と

人
間
を

ハ
リ
ス
J
o
e
t
C
h
an
dter
H
arris
(一
八
四
八
I

l
九
〇
八
｡
黒
人
'
農
園
主
'
貧
困
白
人
を
題
材
と
し
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
写
実
主
義
作

品
を
書
い
た
)
や
ペ
イ
ジ

T
h｡
m
as
N
e
-S｡
ロ
P
a
g
e
(
一
八
五
三
⊥

九
二
二
｡
南
部
生
活
を
美
し
く
描
写
し
た
)
の
眼
で
み
る
習
慣

が

ぁ

っ
た
の
で
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
｢
サ
ン
ク
チ

ュ
ア
リ
｣

SaロC-uary
は
､
彼
が
ひ
ね
く
れ
た
根
性
か
ら
か
,
あ
る
い
は
北
部
に
作
品

を
売
り

つ
け
る
た
め
に
'
自
分
の
お
国
を
中
傷
し
た
の
だ
と
誤
解
し
た
｡
南
部
の
人
々
は
'
シ
カ
ゴ
や
デ
ー
ロ
イ
ー
と
同
じ
に
犯
罪

や
暴
力
が
南
部
の
生
活
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
-
は
な
か

っ
た
｡
そ
れ
に
=
グ

ロ
問
題
に
つ
い
て
も
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
正
統

で
は
な
い
見
解
を
述
べ
て
い
る
と
み
ら
れ
た
｡
お
そ
ら
く
'
前
近
代
的
要
素
が
非
常
に
濃
厚
で
'
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
保
守

的
な
信
仰
を
根
強
く
持

つ
南
部
の
旧
世
代
に
と

っ
て
は
､
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
近
親
相
姦
の
観
念
'
キ
ャ
ン
デ
-
ス
の
性
的
無
秩
序
,

ポ
｡ハ
イ
の
暴
力
'
テ
ン
プ
ル
の
堕
落
'
白
黒
混
血
し
た
ジ

ョ
ウ
･
ク
リ
ス
マ
ス
の
犯
罪
'
無
力
な

ハ
イ
タ
ワ
ー
,
フ
ァ
シ
ス
-
的
残
忍

さ
の
グ
リ
ム
'
メ
ン
フ
ィ
ス
の
堕
落
し
た
町
な
ど
を
描
く
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
む
し
ろ
白
眼
視
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
オ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
の
町
の
人
々
は
'
町
の
名
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
名
前
と
関
連
し
て
人
の
口
に
の
ぼ
る
の
を
憤
慨
し
た
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
授
賞

さ
れ
た
と
き
'
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
町
で
は
町
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
へ'O
x
fo
rd

,home
o
f
O

teM
is
s."
に

"
an

d
W
iLtiam
F
autkner

"

を
加
え
よ
う
と
い
う
提
案
が
あ

っ
た
が
'
町
と
個
人
は
別
だ
と
い
う
反
対
意
見
が
出
て
流
れ
て
し
ま

っ
た
｡
や
は
り
フ
ォ
ー
ク
ナ
l

に
た
い
し
て
抱
い
た
南
部
の
人
々
の
先
入
観
は
根
強
か

っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
｡

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
ア
メ
リ
カ
で
か
な
ら
ず
L
も
例
外
で
は
な
い
が
極
端
な
批
評
の
両
極
に
立
た
さ
れ
た
作
家
で
あ
る
｡
現
在
で
は

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に
た
い
す
る
ア
メ
リ
カ
の
批
評
は

一
言
に
し
て
い
え
ば

｢
偉
大
な
作
家
｣
と
い
う
評
価
に
尽
き
て
い
る
｡
彼
の
現
代
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文
学
に
た
い
す
る
貢
献
の
程
度
'
そ
の
作
家
精
神
の
偉
大
さ
'
作
品
の
偉
大
さ
の
実
態
に
つ
い
て
は
､
じ
つ
に
多
く
の
実
証
と
評
価

が

一
九
五

〇
年
以
後
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
い
る

(
ス
チ

ュ
ア
1
-
教
授
に
よ
る
と
'

一
九
五
四
-
五
七
年
の
四
年
間
に
ア
メ
リ
カ

で
行
わ
れ
た
研
究
論
文
は
t

へ
-
ン
グ
ウ

ェ
イ
の
七
十
八
に
た
い
し
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
百
六
十
で
現
代
作
家
の
首
位
を
し
め
て
い

る
)
が
,
そ
の
多
く
は
現
代
ア
メ
リ
カ
の
生
ん
だ
偉
大
な
作
家
に
讃
歌
を
捧
げ
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
偉
大
さ
を
前
按
と
し
て
帰
納
的

方
法
を
行

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

一
九
五
六
年
に
オ
フ
ァ
オ
レ
イ
ン

S
ean
O
〉F
a｡-aiロ
が
行

っ
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批
判
は
'

カ
ウ
リ
ー
以
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批
評
を
背
景
と
し
て
外
部
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
L
t
お
そ
ら
く
今

後
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
論
議
が
ア
メ
リ
カ
の
内
外
か
ら
起

っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
｡

私
は
こ
こ
で
は
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批
評
の
現
在
に
い
た
る
概
要
を
書
き
留
め
て
お
-
0

(受
賞
に
至
る
ま
で
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批

評
の
経
緯
は

一
九
五

一
年
に
出
版
さ
れ
た
ホ
フ
マ
ン
教
授
編
集
の

W
iE
a
m
Fau-kロer
‥
T
w
｡
D
e
ca
d
e
s
｡
f
C
riticism

の
ホ

フ
マ
ン
教
授
の
序
文
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
'
本
稿
は
そ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
｡)

一
九
二
六
年
'
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド

･
ア
ン
ダ
ソ
ン
の
斡
旋
に
よ

っ
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
処
女
作

｢
兵
士
の
報
酬
｣

S
o-d
ie
r
が

P
a
y

が
出
版
さ
れ
'
こ
れ
は

｢
失
わ
れ
た
世
代
｣
に
属
す
る
審
美
的
傾
向
の
作
品
と
し
て

一
部
の
注
目
を
惹
い
た
が
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が

批
評
家
の
強
い
注
目
を
浴
び
は
じ
め
た
の
は
'

｢
響
き
と
怒
り
｣

So
u
n
d

and
F
u
ry

(1929
)
お
よ
び

S
anctu
a
ry
()93
1)
か

ら
で
あ

っ
た
｡
前
者
は
南
部
の
旧
家

コ
ン
プ
ソ
ン
家
の
敗
退
の
物
語
で
あ
り
'
た
え
ず
過
去
に
遡
上
る
複
雑
な
構
成
と
ジ

ョ
イ
ス
的

意
識
の
流
れ
を
用
い
た
独
特
な
文
体
と
に
よ

っ
て
四
人
の
兄
弟
の
救
い
の
な
い
醜
に
く
さ
と
苦
悩
が
語
ら
れ
る
｡
兄
ク
エ
ン
テ
ィ
ン

が
妹
キ
ャ
デ
ィ
の
不
身
持
に
悩
み
'
近
親
相
姦
の
妄
想
に
駆
ら
れ
て
自
殺
す
る
と
い
う
筋
書
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
｡
後
者
は
'
性

的
不
能
者
の
ポ
パ
イ
が
女
子
学
生
を
奇
妙
な
方
法
で
犯
す
事
件
に
か
ら
む
殺
人
事
件
と
そ
れ
に
関
係
の
あ
る
人
物
の
反
応
を
描
い
て

い
る
｡
差
し
障
り
な
く
そ
の
外
面
的
特
長
を
い
え
ば
'
こ
の
二
作
は
不
毛
の
苦
悩
､
存
在
の
無
意
味

(
前
者
の
複
名
の
出
典
は

｢
マ

110



フォー クナ～ と批評傾向

ク
ベ
ス
｣
の
有
名
な
人
生
無
意
味
の
独
白
)
近
親
相
姦
の
観
念
'
暴
力
と
悪
徳
'
性
的
倒
錯
'
南
部
の
堕
落
腐
敗
を
題
材
と
し
て
摂

っ
て
い
る
｡

｢
八
月
の
光
｣
L
igh
t
in
A
u
g
u
st
()932)
も
'
黒
人
の
血
が
混

っ
て
い
る
と
妄
執
す
る
ジ

ョ
ウ

･
ク
リ
ス
マ
ス
の

情
婦
殺
人
事
件
を
題
材
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
戦
懐
的
な
要
素
を
持

つ
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
文
学
に
た
い
し
て
'

一
九
三
〇
年
代
の

ア
メ
リ
カ
の
批
評
界
は
ど
の
よ
う
な
視
点
を
あ
た
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
｡

一
般
的
に
彼
の
作
品
の
暴
力
'
残
虐
､
性
的
倒
錯
は
非
難
の
的
と
な
っ
た
｡
そ

の

一
つ
の
批
評

は

マ
ク

コ
ー
ル

C
a
m
i〓
e
∫,

M
cC
o
-e
で
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
に
は
道
徳
的
な
も
の
が
全
-
な
-
'
プ

ロ
ッ
ー
の
順
序
は
救
い
が
た
く
混
乱
し
､
文
体
は
ひ

ど
く
ば
か
ば
か
し
い
も
の
で
あ
り
'
白
痴
や
変
質
に
た
い
す
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
堪
え
ら
れ
な
い
興
味
に
よ
っ
て
恐
怖
が
混
成
さ
れ

て
い
る
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
悪
徳
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
で
あ
り
'
残
虐
と
異
常
性
を
売
物
に
す
る
金
儲
け
主
義
の
売
文
業
者
で
あ
る
t

と
い
う
も
の
で
'
こ
れ
は

一
九
三
六
年
に
｢
カ
ー
リ
ッ
ク
世
界
｣
誌
に
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
批
評
な
ど
は
文
学
以
前
の
も
の
で
問
頓

に
な
ら
な
い
が
'
な
お
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に
た
い
す
る
一
般
的
見
解
を
代
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
新
人
本
主

義
の
-
ム
ソ
ン

A
-a
ロ
R
.
T
h
o
m
p
so
n
は
'
残
忍
は
人
性
に
生
得
の
も
の
で
あ
る
が
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
た
ち
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

残
忍
の
礼
賛
は

｢
悲
観
的
懐
疑
論
｣
に
基
い
て
い
る
も
の
で
'
こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
道
徳
と
向
上
心
は
風
習
と
夢
で
あ
る
に
す
ぎ

ず
'
世
界
は
非
人
間
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
作
家
の
作
品
は
ア
メ
リ
カ
の
自
然
主
義
作
家
が
導
い
て
き
た
盲
目
的
､

無
目
的
自
然
主
義
の
産
物
で
あ
る
に
他
な
ら
な
い
｡
恐
怖
と
い
う
も
の
は
'

エ
デ
ィ
プ
ス
王
や
リ
ア
王
の
悲
劇
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
'

一
つ
の
大
き
な
美
的
効
果
を
達
成
す
る
正
当
な
手
段
で
あ
る
が
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
純
粋
な
美
的
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
素
材
を

変
形
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
t
と
述
べ
て
い
る
｡
さ
ら
に

｢
人
本
主
義
批
判
｣

一
派
の
チ

ェ
ン
バ
レ
ン

Johロ
C
ham
beユ
aiロ

も
'
ド
ス
-
イ

ェ
フ
ス
キ
ー
は
恐
怖
と
高
揚
の
両
者
を
喚
起
す
る
が
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
喚
起
す
る
の
は
恐
怖
と
加
膚
的
な
残
忍
だ

け
で
高
揚
が
な
-
'
心
の
温
か
み
が
欠
け
て
い
る
と
い
い
'
キ
ャ
ン
ビ
ー

H
eロ
ry

S
.
C
aロ
b
y

は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に
み
ら
れ
る
腐
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放
し
た
病
的
な
主
題
の
惑
溺
は
'
無
限
の
多
様
性
を
持

つ
ア
メ
リ
カ
の
場
面
を
歪
曲
す
る
と
と
も
に
'
人
間
の
真
実
を
犠
牲
に
し
て

人
性
の
潜
在
力
を
誇
張
す
る
も
の
だ
と
非
難
し
て
い
る
｡
ま
た
'

ハ
1
-
ウ
イ
ッ
ク

H
a
rry
H
a
rtw
ic打
に
よ
る
と
'
自
然
主
義

の
心
底
に
は
人
生
に
同
情
と
温
情
が
持
た
れ
て
い
る
も
の
だ
が
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
意
地
の
悪
い
作
品
に
は
自
然
主
義
の
重
要
な
伝

統
が
失
わ
れ
て
い
て
'
病
的
な
快
楽
の
た
め
に
残
虐
行
為
が
利
用
さ
れ
て
い
る
｡
醜
悪
な
も
の
'
残
忍
な
も
の
に
た
い
す
る
唯

一
の

弁
明
で
あ
る

｢道
徳
的
関
心
｣
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に
は
な
い
の
で
'
そ
の
作
品
は

｢
精
神
的
共
鳴
｣
と
い
う
べ
き
も
の
を
欠
い
て
い

る
｡
こ
の
ハ
I
I
ウ
イ
ッ
ク
の
批
評
は
'
現
在
で
は
全
-
正
反
対
に
立
つ
評
価
に
よ
っ
て
覆
え
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡

左
翼
陣
営
の
批
評
家
と
し
て
一
九
三
〇
年
代
に
活
躍
し
'

｢
偉
大
な
伝
統
｣
を
著
し
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル

･
ヒ
ッ
ク
ス
は
'
ア
メ
リ

カ
文
学
の
伝
統
は
ア
メ
リ
カ
の
現
実
生
活
の
伸
展
に
生
命
的
な
希
望
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
'
病
的
'
肉
慾
的
で
残
忍

と
死
の
跳
梁
を
反
映
す
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
世
界
に
は
'
果
し
て
何
ら
か
の
新
し
い
個
性
的
な
人
生
観
が
存
在
し
て
い
る
か
と
い
う

反
問
を
か
か
げ
て
い
る
｡
ス
-
1
ン

G
e
o
苧

ey
Sto
ロ
e
は
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
の
強
烈
な
恐
怖
の
描
写
は
意
味
の
暗
示
が
漠

然
と
し
て
い
る
L
t
恐
怖
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
逃
避
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
｡

｢
危
機
の
作
家
｣
の
ガ
イ
ズ

マ
I

M
a
x
w
e
ll
G
eism
er
は

｢
響
き
と
怒
り
｣
を
か
な
り
綿
密
に
分
析
し
て
白
痴
ベ
ン
ジ
ー
の
あ
た
え
る
感
動
を
認
め
'
｢
わ
れ

わ
れ
の
幼
年
期
の
経
験
を
こ
の
作
品
以
上
に
呼
び
起
す
現
代
作
品
は
他
に
な
い
｣
と
評
し
た
が
'
し
か
し
南
部
の
過
去
に
と
り
つ
か

れ
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
は
'

｢
黒
人
と
現
代
的
女
性
｣
に
た
い
し
て
憎
悪
を
持

っ
て
'
こ
の
二
者
を
南
部
の
挫
折
の
悪
の
原
因
と
し
て

購
罪
の
山
羊
に
用
い
(
フ
ァ
シ
ス
-
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
た
い
し
た
よ
う
に
)
て
い
る
と
批
判
の
論
点
を
展
開
し
'
｢
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作

リ
ヴ
ア
-
ジ
ヨ
ナ
リ
-

ネ
オ
ペ
イ
ガ
ン

品
の
大
部
分
は
'
(
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
源
泉
で
あ
る
)
先

祖

返

へ

り

的
'
異

教

精

神
復
興
的
'
神
経
症
的
不
満
の
大
き
な
伝
統
に
立
つ
｣

も
の
で
あ
り
'

｢
八
月
の
光
｣
(L
ight
in
A
u
gust)
の
ジ
ョ
ウ

･
ク
リ
ス
マ
ス
に
み
ら
れ
る

｢
生

へ
の
憎
し
み
｣
を
根
本
観
念

と
し
て
持

つ
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
の
全
作
品
に
は

｢
大
い
な
る
憎
悪
｣
と
い
う
言
葉
が
該
当
す
る
t
と
結
論
し
て
い
る
｡
ガ
イ
ズ
マ
I
が
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当
時
の
全
体
主
義
的
精
神
状
況
の
パ
タ
ー
ン
を
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に
見
出
し
て
い
る
の
は
い
さ
さ
か
誇
張
的
見
解
で
あ
ろ
う
が
､
さ
ら

に
そ
の
基
底
に
は
'

｢
八
月
の
光
｣
の
ジ

ョ
ア
ナ

･
バ
ー
デ
ン
の
殺
害
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
私
刑
に
み
ら
れ
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
根
本

的
な
態
度
に
は
'
ア
メ
リ
カ
現
代
の
成
長
を
軽
視
し
'
拒
否
す
る
も
の
だ
と
い
う
視
点
が
横
た
わ

っ
て
い
る
｡

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
異
常
に
複
雑
な
仕
組
み
や
文
体
は
'
ま
た
こ
れ
ら
三

〇
年
代
の
批
評
家
の
非
難
の
的
と
な

っ
て
い
た
｡
ヒ
ッ
ク

ス
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
は
あ
ら
か
じ
め
普
通
の
形
式
で
物
語
を
作

っ
て
お
い
て
か
ら
､
そ
れ
を
故
意
に
歪
め
た
形
式
に
作
り
直

し
た
と
疑
わ
れ
る
節
も
あ
る
と
い
い
､
-
ム
ソ
ン
は
､
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
文
体
'
方
法
は
よ
-
見
て
リ
ー
ヴ
ィ
ス
の
い
う
道
徳
的
不

安
と
'
悪
-
い
え
ば
非
理
性
的
'
人
間
以
下
の
行
動
形
式
の
邪
悪
な
熱
中
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
批
判
は
根

本
的
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
文
学
の
発
想
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
分
野
は
現
在
ま
だ
十
分
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

な

い
｡

一
九
三

〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
左
翼
批
評
の
勢
力
か
ら
､
当
然
左
翼
側
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批
評
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い
｡
道
徳
的
見
地
か
ら
み
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批
判
に
た
い
し
て
'
左
翼
は
社
会
的
批
評
の
立
場
に
立
ち
'
む
し
ろ
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に

た
い
し
て
好
感
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
左
翼
に
は
'
頚
廃
し
た
南
部
社
会
の
描
写
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
社
会
意
識
の
徴

候
を
看
取
す
る
面
と
'
全
く
社
会
的
良
心
が
み
ら
れ
な
い
と
す
る
面
が
あ

っ
た
｡
た
と
え
ば
'
こ
れ
ら
の
批
評
家
は
ア
ー
ス
キ
ン
･

コ
ー
ル
ド
ウ

ェ
ル
の

｢
タ
バ
コ
･
ロ
ー
ド
｣
に
見
ら
れ
る
社
会
的
良
心
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
に
は
み
ら
れ
な
い
か
ら
'
フ
ォ
ー

ク
ナ
I
は
コ
ー
ル
ド
ウ

ェ
ル
よ
-
は
る
か
に
劣
り
'
そ
の
作
品
は
安

っ
ぽ
い
無
目
的
な
メ
ロ
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
に
な

っ
て
い

る
と
評
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
左
翼
批
評
の
代
表
者
と
も
い
う
べ
き
カ
ル
ヴ
ァ
-
ー
ン

V
,
F
.
C
a
tv
eltO
n
は
'

フ
ォ
ー
ク
ナ

I

に
は
重
要
な
現
代
問
題
の
関
心
が
欠
け
て
い
る
と
の
左
翼
陣
営
の
批
評
態
度
に
た
い
し
て
'
南
部
は

｢
半
封
建
的
｣
で
あ
り
'
過
去

の
経
験
の
分
野
に
依
存
し
て
行
詰
り
退
歩
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
か
ら
'

｢
階
級
闘
争
｣
を
持
出
す
こ
と
は
無
理
だ
と
弁
護
し
て
い
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る
｡
バ
ー
バ
ラ

･
ジ
ル
ス

B
a
rb
a
ra
G
i-es
は
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
'
過
去
の
自
己
本
位
の
神
話
に
し
が
み

つ
き
'
彼
ら
の
祖
先

の
華
麗
な
伝
説
で
自
己
を
美
化
し
て
い
る

｢
斜
陽
階
級
｣
の
一
人
だ
と
定
義
し
て
い
る
｡

コ
-
フ
ラ
ン

R
.
C
o
亡
g
E
an
に
よ
る
と
､

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
作
家
と
い
う
立
場
よ
-
も
む
し
ろ

｢
農
民
｣
と
い
う
立
場
を
意
識
し
て
口
に
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
､
こ
の

意
識
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
た
か
は
興
味
の
あ
る
問
題
だ
｡
し
か
し
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に
は
マ
ル
キ
ス
I
的
社
会
意
識
は
全
く

な
か

っ
た
と
断
言
で
き
る
｡

エ
レ
ン
ブ
ル
ク
を
筆
頭
と
す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ー
作
家
が
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
と
き
'
何
よ
-
も
フ
ォ
ー
ク

ナ
I
と
の
会
見
を
希
望
し
た
が
､
国
務
省
の
熱
心
な
斡
旋
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は

一
度
は
拒
絶
し
'
二
度
目
は
会
見
を

･

十
分
間
と
指
定
し
た
た
め
に
'
ソ
ヴ
ィ
エ
-
作
家
は
感
情
を
害
し
て
会
見
を
断
念
し
た
と
い
う
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
'

｢
あ
の
連
中

リ
テ
ラ
リ
●
マ
ン

ラ
イ
タ
-

は
思
想
に
つ
い
て
語
-
た
い
の
だ
ろ
う
が
'
私
は
思
想
に
は
興
味
が
な
い
｡
私
は
文

学

者

で
は
な
く
'
作

家

だ
｣
と
述
べ
た
そ
う
だ

が
､
こ
の
逸
話
は
左
翼
陣
営
の
関
心
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
無
関
心
な
立
場
と
を
明
白
に
物
語

っ
て
い
る
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批
評
は
概
し
て
好
意
的
な
も
の
が
多
い
が
､
批
判
と
し
て
は
サ
ル
-
ル
の
フ
ォ
ー
ク
ナ

-
請

(
一
九
三
九
)
が
興
味
深
い
｡
特
に
'
い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
評
価
の
転
換
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
サ
ル
ー
ル
の
批
判
は
'
お
そ
ら
く

相
手
が
サ
ル
-
ル
で
あ
る
だ
け
に
ア
メ
リ
カ
批
評
界
に
強
い
印
象
を
あ
た
え
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
｡
サ
ル
ー
ル
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I

の

｢
響
き
と
怒
-
｣
に
お
け
る

｢
時
間
｣
の
問
題
に
つ
い
て
論
評
を
加
え
た
論
文
で
､
作
家
の
形
而
上
学
は
小
説
の
手
法
よ
り
先
決

ヽ
ヽ

問
題
だ
と
し
て
､
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
形
而
上
学
を
時
間
の
形
而
上
学
と
す
る
観
点
に
立

っ
て
い
る
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
現
在
は
本
静

的
に
破
局
的
で
､
過
去
と
未
来
と
の
間
の
観
念
的
境
界
で
は
な
い
｡
現
在
は
現
わ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
消
え
て
行
-
｡
現
在
に
は
前
進

が
な
く
'
未
来
か
ら
は
何
も
現
わ
れ
て
こ
な
い
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
事
件
を
示
す
と
き
に
は
い
つ
も
事
件
が
完
了
し
て
し
ま

っ
た
と

き
で
あ
り

(未
来
も
す
で
に
過
去
で
あ
る
｡
ク
リ
ス
マ
ス
は
殺
人
を
行
う
前
に
t

H
had
to
do

it
と
過
去
時
制
で
呼
ん
で
い
る
)
'

人
間
は
未
来
の
な
い
総
和
'

現
在
も

っ
て
い
る
不
幸
の
総
和
で
あ
る
｡

現
在
は
在
る
の
で
は
な
く
'

す
べ
て
は
在

っ
た
過
去
で
あ
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る
｡
過
去
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
妄
念
で
あ
-
'
決
し
て
失
わ
れ
な
い
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
過
去
に
よ
っ
て
首
の
廻
ら
な
く
な

っ
た
人

間
で
'
形
を
な
さ
な
い
未
来
は
思
い
出
の
過
重
に
よ
っ
て

の
み
決
定
さ
れ
る
｡

意
識
は
時
間
化
さ
れ
ね
は
な
ら
ず
'

人
間
を

｢
現

ヽ
ヽ

在
も
っ
て
い
る
も
の
の
総
和
｣
と
定
義
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
人
間
は
彼
が
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
も
の
の
総
和
で
あ
り
'
企
投

が
な
い
か
ぎ
り
意
味
が
な
い
｡
と
こ
ろ
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
人
間
は
可
能
性
を
奪
わ
れ
'
過
去
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
る
｡
ク
エ

ン
テ
ィ
ン
の
自
殺
は
す
で
に
決
定
さ
れ
た
出
来
事
で
不
可
避
の
も
の
で
あ
り
'
自
殺
を
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
彼
の
人
間
的
選

択
の
範
囲
内
に
入
ら
な
い
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
人
生
に
見
出
す
無
意
味
は
'
先
ず
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
人
生
を
無
意
味
と
決
め
て
か
か

ア
1
Lr

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
ど
う
も
自
分
の
形
而
上
学
以
前
に
絶
望
し
て
い
る
ら
し
い
｡

｢
私
は
彼
の
技
巧
は
好
む
が
'
彼
の
形
而
上
学

は
信
じ
な
い
｡｣
閉
じ
ら
れ
て
い
て
も
未
来
は
未
来
な
の
だ
｡

ヽ
ヽ

サ
ル
ー
ル
の
論
評
は
概
要
こ
の
よ
う
な
も
の
で
'
サ
ル
ー
ル
特
有
の
企
投

p
ro
ject
の
哲
学

へ
の
附
会
が
明
ら
か
だ
が
'
た
し
か

に
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
不
毛
の
世
界
は
暗
黒
に
包
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
父
が
あ
た
え
る
時
計
は

｢
す
べ
て
の
希
望

と
欲
望
の
墓
場
｣
で
あ
り
'
妹
キ
ャ
ン
デ
ィ
ス
は

｢宿
命
を
背
負
い
'
そ
れ
を
知

っ
て
い
た
'
宿
命
を
求
め
る
こ
と
も
な
く
逃
れ
る

こ
と
も
な
く
受
け
容
れ
た
｣
(D
oom
ed
a
ロ
d
k
n
ow
it
も
C
C
e
p

ted
the
d
o
o
m
w
ithout
eith
er
seekin
g
o
r
f-eeiロ
g
it･
こ
の

d
o
o
m
e
d
}
d
oom
と
い
う
語
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
キ
ー

･
ワ
ー
ド
で
あ
る
)
L
t
殺
人
を
犯
す
直
前
の
ジ
ョ
ウ

･
ク
リ

ス
マ
ス
に

は

｢
か
つ
て
あ

っ
た

一
切
は
'
こ
れ
か
ら
あ
る
で
あ
ろ
う

一
切
と
お
な
じ
も
の
だ
L
t
こ
れ
か
ら
く
る
明
日
と
こ
れ
ま
で
に
あ

っ
た

明
日
と
は
お
な
じ
も
の
｣
(s
ince
a
tl
th
at
h
a
d

ever
b
een
w
as
the
sa
m
e
a
s
att
that
w

as
to
be〉
(sin
ce)t

om
orrow

t

o･be
and
ha
d
･been
w
o
u
ld
be
the
sam
e.)
な
の
で
あ
る
｡
サ
ル
ー
ル
の
時
間
性
に
関
す
る
か
ぎ
り
'

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
未

来

へ
の
企
投
の
な
い
決
定
論
的
宿
命
に
絶
望
す
る
自
然
主
義
者
で
あ
り
'

ハ
1
-
ウ
イ
ッ
ク
の
い
う
出
口
の
な
い

｢盲
ら
小
路
｣
に

迷
い
こ
ん
で
い
る
わ
け
で
あ

っ
て
'

｢
人
間
不
滅
｣
の
理
想
の
か
け
ら
さ
え
全
く
見
当
る
余
地
が
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
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フォー クナ～ と批評

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
に
た
い
す
る
否
定
的
'
疑
問
的
'
あ
る
い
は
傍
観
的
批
評
に
た
い
し
て
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
文
学
に
好
意
的
態
度
を

と
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
'
左
翼
の
潜
在
的
な
希
望
の
立
場
を
除
い
て
は

一
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
ま
だ
強
い
力

を
も

っ
て
い
な
い
.
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
最
も
生
産
的
で
あ

っ
た
時
期
は

一
九
二
九

-
一
九
三
九
年
の
十
年
間
で
'

｢
サ
ー
-
リ
ス
｣

｢
響
き
と
怒
-
｣
｢
死
の
床
に
横
た
わ
り
て
｣
｢
サ
ン
ク
チ

ュ
ア
リ
｣
｢
八
月
の
光
｣
｢
パ
イ
ロ
ン
｣
｢
ア
ブ
サ
ロ
ム
'
ア
ブ
サ
ロ
ム
!
｣

｢野
生
の
様
相
｣
と
問
題
の
長
篇
小
説
の
大
部
分
の
ほ
か
､
重
要
な
短
篇
集
を
発
表
し
て
い
る
｡
こ
の
時
期
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
文
学

の
評
価
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
む
し
ろ
､
フ
ラ
ン
ス
､
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
高
か
っ
た
観
が
深
い
｡
フ
ラ
ン
ス
は
第

一
次
大
戦
以
後
ア

メ
リ
カ
に
た
い
し
て
む
し
ろ
異
常
な
ほ
ど
の
関
心
を
払

っ
て
い
た
国
で
あ
る
｡

一
九
三
〇
年
代
に
は
両
国
の
文
化
交
流
が
盛
ん
に
行

わ
れ
'
ベ
ル
ナ
ー
ル
･
フ
ァ
イ
や
ア
ン
ド
レ
･
シ
ー
ク
フ
リ
ー
ド
の
ア
メ
リ
カ
文
明
論
は
そ
の
関
心
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
｡
ア
メ
リ

カ
文
学
の
新
大
陸
的
新
鮮
味
と
新
た
な
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
は
す
で
に
高
度
の
文
学
水
準
を
も
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
未
知
の
生

命
力
を
痛
感
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
殊
に

｢
失
わ
れ
た
世
代
｣
の
大
戦
後
の
幻
滅
感
と
大
不
況
を
背
景
と
す
る
い
わ
ゆ
る
黒
い
文

学
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
噂
好
に
合

っ
た
｡

コ
ー
ル
ド
ウ

ェ
ル
の

｢
タ
バ
コ
･
ロ
ー
ド
｣
は
絶
対
的
人
気
を
呼
び
'
サ
ル
ー
ル
は

｢
U
･

S
･
A
｣
の
ド
ス
･
パ
ソ
ス
を
現
代
の
最
も
偉
大
な
作
家
と
評
す
る

一
方
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
を
分
析
し
た
｡

マ
ル
ロ
ー
は

｢
サ
ン
ク

チ

ュ
ア
リ
｣
を
ギ
リ
シ
ャ
劇
と
比
較
し
た
｡
ア
ン
ド
レ

･
ジ
ィ
ド
は
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
ア
メ
リ
カ
新
星
座
の
最
も
重
要
な
星
だ
と

賞
賛
し
た

(し
か
し
'
ジ
ィ
ド
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
魂
を
失

っ
て
い
る
と
評
し
た
)
｡
フ
ラ
ン
ス
で
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
非
常
に
問

題
に
さ
れ
た
が
'
知
性
と
人
間
精
神
の
自
由
な
活
動
を
愛
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
た

か
は
サ
ル
ー
ル
の
評
価
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
評
価
は
ア
メ
リ
カ
国
内
の
攻

撃
的
批
評
傾
向
と
は
対
照
的
に
か
な
り
好
感
的
な
も
の
で
'

ニ
ュ
ー
･
ス
テ
ー
ツ
マ
ン
誌
は

一
九
三
〇
年
に
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
ロ

ー
レ
ン
ス
や
ヘ
ミ
ン
グ
ウ

ェ
イ
よ
り
も
優

っ
て
い
る
と
評
し
た
｡
ス
-
ロ
ン
グ

L
.
A
.
G
.
Stroロ
g
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
天
才
と
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フォー クナーと批評傾向

い
う
言
葉
に
該
当
す
る
少
数
の
一
人
で
あ
る
と
い
い

(
一
九
二
二
)'

｢
響
き
と
怒
り
｣
の
複
雑
な
手
法
は
そ
の
必
要
と
す
る
効
果
上

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
え
た
｡

ヘ
ン
リ
ー

･
ス
ミ
ス

H
eロ
ry

S
m
ith
は
二
九
年
に
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
地
方
生
活
の
研
究
を

或
る
重
要
な
普
遍
的
意
味
に
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
ウ

ォ
ー
ク
ナ
-
文
学
が
単
に
南
部
の
地
方
主
義

的
文
学
で
は
な
い
と
い
う
四

〇
年
代
以
後
の
認
識
の
先
鞭
を

つ
け
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
'
か
な
り
の
批
判
も
あ

っ
た
｡

当
時
英
文
壇
の
一
方
の
雄
で
あ

っ
た
ウ
ィ
ン
ダ
ム
･
ル
イ
ス

W
y
n
d
h
a
m

L
ew
is
は
､

｢芸
術
の
な
い
人
間
｣
(
一
九
三
四
)
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

中
の

｢
と
う
も
ろ
こ
し
の
穂
軸
を
持

っ
た
モ
ラ
リ
ス
上

(｢
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
｣
で
ポ
パ
イ
が
テ
ン
プ
ル
を
犯
す
と
き
に
用
い
た
)
の
章
で
'

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
時
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
劇
に
あ
る
よ
う
な
'
人
間
生
活
を
支
配
す
る
厳
し
い
運
命
の
概
念
を
好
み
'
そ
れ
が
彼
の
作

品
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
支
柱
に
な

っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
彼
の
文
体
は

"
S.urcetess"
と
か

"
m
yriad
"
と
い
っ
た
言
葉
を
反
覆

的
に
用
い
て
'
気
の
抜
け
た
散
文
を
景
気
づ
け
る
た
め
に
詩
趣
を
は
さ
ん
だ
'
い
わ
ば
散
文
を
装

っ
た
二
流
の
駄
詩
と
い
っ
た
も
の

で
'
杜
撰
で
冗
長
な
芸
術
的
仕
掛
け
だ
t
と
い
う
.
リ
ー
ヴ
ィ
ス

F
･
R
･
L
eav
is
は

｢
八
月
の
光
｣
に
つ
い
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は

依
然
と
し
て
モ
ダ
ン
で
あ
ろ
う
と
す
る
自
意
識
が
つ
よ
い
が
'
こ
の
意
識
は
お
そ
ら
く
基
本
的
な
意
図
の
不
確
実
さ
を
反
映
す
る
の

だ
ろ
う
と
述
べ
た
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
文
学
の
基
本
的
な
意
図
に
た
い
す
る
考
察
は
今
日
に
お
い
て
も
最
も
不
明
瞭
に
残

っ
て
い
る

重
要
な
課
題
だ
と
私
は
考
え
る
｡

ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
激
し
い
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
論
難
の
中
か
ら
し
だ
い
に
理
解
的
評
価
に
向
う
傾
向
が
あ

っ
た
｡
し
か
し
'
フ
ォ
I

ク
ナ
I
の
文
学
世
界
に
ア
メ
リ
カ
文
学
の
立
場
か
ら
解
明
の
光
を
投
げ
た
の
は
'
オ
ド
ネ

ル

G
e｡
r

g
e
M
･
〇
Vd
oロ
eE
お
よ
び
カ

ウ
リ
ー

M
a-C0
-m

C
o
w
-ey
で
あ

っ
た
｡

一
九
三
九
年
に
南
部
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
の
出
身
で
ア
レ
ン
･
テ
ィ
ト
に
教
育
を
う
け
た

オ
ド
ネ
ル
は
,

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
文
学
世
界
を
統

一
す
る

一
つ
の
概
念
を
授
起

し
た

｢
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
神
話
｣

F
a
u
-kロ
erが

M
y
tF
O
-o
g
y
に
よ
っ
て
'
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
批
評
に
新
生
面
を
開
拓
し
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
研
究
の
前
進
の
根
底
を
築

い
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た
｡
オ
ド
ネ
ル
が
南
部
の
批
評
家
と
し
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
南
部
文
学
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
'
今
日
に
至
る
ま
で
フ
ォ

ー
ク
ナ
-
研
究
に
た
い
し
て
多
-
の
責
献
を
行

っ
て
い
る
南
部
出
身
批
評
家
群
の
第

一
矢
を
放

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
0

オ
ド
ネ
ル
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
伝
統
的
な
モ
ラ
リ
ス
-
と
し
て
非
伝
統
的
な
南
部
を
な
が
め
'
そ
の
小
説
は
伝
統
主
義
と
非
伝
統

主
義
的
な
近
代
社
会
の
間
の
争
い
を
め
ぐ

っ
て
築
か
れ
る

一
連
の
相
互
に
関
連
し
た
神
話

(あ
る
い
は

一
個
の
神
話
)
で
あ
る
と
し

た
｡
こ
の
神
話
に
は
二
種
類
の
人
物
系
が
あ
る
｡

一
は
伝
統
的
に
'

つ
ま
り
倫
理
的
に
責
任
感
の
あ
る
意
志
を
も

っ
て
行
動
し
'
倫

理
性
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
代
表
す
る
南
部
の
旧
家
系
サ
ー
-
リ
ス
家
の
一
群
で
あ
-
'

一
は
南
北
戦
争
以
後
勝
者
で
あ
る
北
部
の

勢
力
に
便
乗
し
て
き
た
貧
乏
白
人
の
ス
ノ
ー
ブ
ス
家
の
一
群
で
あ
る
｡
サ
ー
-
リ
ス
系
か
ら
観
れ
ば
'
ス
ノ
ー
ブ
ス
系
は
非
伝
統
的

で
'
非
倫
理
的
で
'
利
己
的
で
'
倫
理
的
な
義
務
観
が
な
い
｡
こ
の
サ
ー
-
リ
ス
=
ス
ノ
ー
ブ
ス
の
争
い
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品

の
主
題
で
あ
り
'
そ
れ
は
根
本
的
に
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
対
自
然
主
義
の
た
た
か
い
で
あ
る
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
ス
ノ
ー
ブ
ス
世
界

の
中
の
サ
ー
-
リ
ス
的
モ
ラ
ル
を
も
つ
作
家
'
そ
し
て
も
う

一
つ
の
点
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
作
家
で
あ
る
｡

｢
サ
ン

ク
チ

ュ
ア
リ
｣
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
､
た
と
え
ば
'
女
子
学
生
の
テ
ン
プ
ル
は

｢
堕
落
し
て
い
る
が
純
潔
な
南
部
女
性
｣
を
'

性
的
不
能
者
の
ポ
｡ハ
イ
は

｢
無
道
徳
な
現
代
主
義
｣
を
'
ポ
パ
イ
の
犯
罪
を
阻
止
し
ょ
う
と
し
て
無
実
の
罪
を
負
う
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン

は

｢
無
知
な
貧
乏
白
人
｣
を
表
わ
し
て
い
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡

オ
ド
ネ
ル
は
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
す
ぐ
れ
た
作
品
は
'
同
級
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
'

｢神
曲
｣
あ
る
い
は
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス

の

｢
エ
レ
ク
-
ラ
｣
の
全
体
的
意
味
と
同
種
の
も
の
で
あ
-
'
ア
メ
リ
カ
文
学
で
は
多
-
の
点
で
似
て
い
る
ホ
ー
ソ
ン
の
作
品
に
匹

敵
す
る
と
評
価
し
た
｡
オ
ド
ネ
ル
の
神
話
論
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
批
評
界
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
観
は
急
激
に
変
化
を
生
じ
て
き
た
｡
ホ

フ
マ
ン
教
授
は
こ
れ
に
よ
っ
て
､
3
作
品
を
継
続
的
全
体
と
み
る
手
段
が
示
唆
さ
れ
'

⇔道
徳
的
作
家
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
､
LT

そ
の
作
品
人
物
を
他
の
批
評
家
の
水
準
か
ら
高
め
'
栂
南
部
の
歴
史
に
た
い
す
る
そ
の
扱
い
方
を
明
か
に
し
た
と
述
べ
て
い
る
｡
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オ
ド
ネ
ル
と
同
年
に
エ
イ
キ
ン

C
o
n
raA
ik
en
は
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
文
体
と
方
法
に
つ
い
て
の
ヒ
ッ
ク
ス
の
妄
説
を
斥
け
'

さ
ら
に
ペ
ッ
ク

W

arreロ
B
eck
は
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
南
部
作
家
と
し
て

｢
人
間
奴
隷
化
の
罪
｣
に
た
い
す
る
償
い
を
意
識
し
た

ヴ
ア
イ
オ
レ
ン
ス

倫
理
的
作
家
で
あ
-
'
暴

力

と

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
と
の
関
連
を
展
望
す
る
批
評
手
段
と
し
て
そ
の

｢
人
間
的
見
地
｣
を
重
視
す
る
必
要

性
を
強
調
し
､
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
家
的
立
場
は
'
彼
の
作
品
世
界
が
単
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
'
そ
の

作
品
に
登
場
す
る
主
人
公
が
つ
ね
に
敗
北
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
敗
北
は

｢
価
値
の
否
定
｣
の
証
明
で
は
な
-
'
悪
の
実
在

と
'
合
理
性
の
不
確
実
お
よ
び
困
難
と
を
認
め
て
い
る
の
だ
と
し
た
｡

オ
ド
ネ
ル
の
視
点
は
更
に
す
ぐ
れ
た
理
解
者

マ
ル
カ
ム
･
カ
ウ
リ
ー
に
よ

っ
て
拡
大
'
一
般
化
さ
れ
た
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
(短

篇
お
よ
び
長
篇
の
一
部
)
は

一
九
四
六
年
当
時
全
部
の
作
品
が
絶
版
と
な

っ
て
い
た
が
'
彼
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
世
界
が
深
南

部
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
に
設
定
さ
れ
た
神
話
の
王
国
を
舞
台
と
し
て
'
い
わ
ゆ
る
ヨ
ク
ナ
パ
-
1
フ
ァ
系
図
小
説

Y
o
kロapataWp
ha

S
ag
a
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
集
録
し
た
｡

こ
の

｢
ポ
ー
タ
ブ
ル

･
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
｣

の
カ
ウ
リ
ー
の
序
文
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
を

南
部
の
風
土
と
そ
の
歴
史
に
固
く
結
び
つ
け
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
自
ら
の
設
定
し
た
神
話
の
王
国
を
バ
ル
ザ
ッ
ク
の

｢
人
間
喜
劇
｣

の
よ
う
に

｢植
民
者
と
そ
の
子
孫
｣

｢
ジ

ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
市
民
｣
'

｢貧
乏
白
人
｣
'

｢
黒
人
｣
と
い
う
よ
う
な

一
連
の
シ
リ
ー
ズ

に
系
図
小
説
と
し
て
構
成
し
て
い
る
と
規
定
し
た
｡
そ
れ
ら
は
南
部
の
歴
史
的
説
話
で
は
な
く
'
｢
緋
文
字
｣
や

｢失
楽
園
｣
の
よ
う

に
神
話
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
'
南
部
の
伝
統
に
生
き
て
き
た
古
い
秩
序
の
人
々
が
南
北
戦
争
後
新
し
く
の
し
上
っ
て
き
た
階
級
と
倫

理
的
に
対
立
L
t
自
ら
の
伝
統
的
按
と
奴
隷
制
に
よ

っ
て
植
付
け
ら
れ
た
罪
の
良
心
の
重
荷
の
た
め
に
敗
北
し
'
新
し
い
階
級
は
道

徳
に
無
力
な
北
部
の
機
械
文
明
に
よ
っ
て
南
部
を
破
壊
し
て
い
る
と
い
う
サ
ー
ー
リ
ス
=
ス
ノ
ー
ブ
ス
観
を
展
開
し
て
い
る
｡
そ
の

作
品
世
界
の
根
底
に
は
南
部
の
土
地
と
人
間
と
に
た
い
す
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
深
い
愛
着
と
'
自
分
の
愛
す
る
南
部
が
土
着
の
奴
隷

の
無
知
'
北
部
か
ら
入
り
こ
ん
で
き
た
商
人
の
強
欲
'
地
主
の
不
在
に
よ

っ
て
破
壊
さ
れ
ほ
し
ま
い
か
と
い
う
危
倶
が
横
た
わ

っ
て

119



い
る
と
理
解
し
た
｡
最
も
誤
解
を
う
け
た

｢
サ
ン
ク
チ

ュ
ア
リ
｣
は
単
に
性
的
な
恐
怖
物
語
で
は
な
く
'
ポ
｡ハ
イ
は
南
部
に
侵
入
し

た
機
械
文
明
を
代
表
し
'
そ
の
暴
力
は
裏
返
え
さ
れ
た
フ
ロ
イ
ド
的
方
法
の
一
例
で
'
性
的
悪
夢
は
南
部
社
会
の
象
徴
で
あ
る
と
み

て
い
る
が
､
オ
ド
ネ
ル
の
よ
う
に
彼
を
ア
レ
ゴ
リ
ス
I
と
は
み
な
い
で
'
小
説
家
と
い
う
よ
-
は
む
し
ろ
'
短
篇
に
才
を
持

つ

｢
叙

事
詩
人
｣
ま
た
は

｢
吟
唱
詩
人
｣
で
あ
る
と
呼
ん
だ
｡
カ
ウ
リ
ー
の
構
想
は

一
見
し
て
オ
ド
ネ
ル
説
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
が
'

そ
の
す
ぐ
れ
た
点
は
具
体
的
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
世
界
の
地
政
学
的
'
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
作
品
の
構
成
を
理
解
し
た
こ
と

で
あ
る
｡
彼
は
さ
ら
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
文
学
に
お
け
る
二
つ
の
伝
統
'
ブ
ラ
ウ
ン
お
よ
び
ポ
ー
に
は
じ
ま
る

｢
心
理
的
恐
怖
の
伝

統
｣
と
'
南
部
特
有
の
-
1
ル

･
テ
ー
ル
に
土
台
を
も
ち
'

マ
ー
ク

･
-
ウ

ェ
ン
の
伝
統
を

つ
ぐ

｢
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

･
ユ
ー
モ
ア
と

リ
ア
リ
ズ
ム
の
伝
統
｣
を
指
摘
し
て
い
る
｡
ま

っ
た
-
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
文
学
は
恐
怖
を
頂
点
と
す
る
悲
劇
の
要
素
と
'
生
々
と
し

た
ユ
ー
モ
ア
の
要
素
の
二
つ
を
備
え
て
い
て
'
彼
の
ユ
ー
モ
ア
は
最
も
悲
劇
的
な
渦
中
に
も
姿
を
現
わ
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
'
彼

の
文
学
が
悲
劇
的
作
品
に
始
ま
り

｢
盗
人
｣
T
h

eR
e
iv
e
rs
の
ユ
ー
モ
ア
作
品
で
終

っ
て
い
る
の
も
何
ら
か
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る

だ
ろ
う

(彼
の
ユ
ー
モ
ア
の
思
想
的
意
味
に
つ
い
て
は
オ
フ
ァ
オ
レ
ン
の
興
味
深
い
解
釈
が
あ
る
)
｡

カ
ウ
リ
ー
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I

の
作
品
の
新
奇
な
構
成
に
は
む
し
ろ
疑
問
を
投
げ
て
い
る
が
'
ホ
フ
マ
ン
教
授
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
叙
述
方
法
の
重
要
性
を
十
分
に

強
調
し
て
い
な
い
の
は
'
オ
ド
ネ
ル
お
よ
び
カ
ウ
リ
ー
の
欠
点
だ
と
し
て
い
る
｡

南
部
の
重
要
な
作
家
'
批
評
家
ウ
ォ
レ
ン

R
obert
Peロロ
W
arren
は
'
カ
ウ
リ
ー
が
オ
ド
ネ
ル
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
厳
密
さ
と

一
種
の
教
義
的
な
傾
き

へ
向
う
傾
向
を
修
正
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
と
の
密
接
な
関
係
を
明
ら

か
に
し
た
カ
ウ
リ
ー
の
視
点
を
高
く
評
価
し
た
が
'
し
か
し
南
部
的
要
素
か
ら
だ
け
で
な
く
､
現
代
世
界
に
共
通
な
諸
問
題
の
点
か

ら
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
を
眺
め
ね
ば
な
ら
な
い
'

つ
ま
-
'
現
代
の
世
界
そ
の
も
の
が
道
徳
的
混
乱
に
導
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
'
フ
ォ

ー
ク
ナ
I
の
南
部
の
神
話
は
わ
れ
わ
れ
人
間
全
体
の
状
態
と
問
題
と
の
神
話
で
あ
る
t
と
主
張
し
て
い
る
.
ウ
ォ
レ
ン
は
フ
ォ
ー
ク
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フォークナ-と批評傾向

ナ
I
が
伝
統
的
秩
序
の
中
に
真
理
の
概
念
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
重
要
な
こ
と
は
人

間
の
努
力
'
生
の
機
械
的
推
移
を
越
え
よ
う
と
努
力
す
る
能
力
'
忍
耐
に
は

一
種
の
自
己
征
服
が
あ
る
が
故
に
'
耐
え
忍
ぶ
誇
り
で

あ
る
｡
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
が
後
ろ
向
き
だ
と
い
わ
れ
る
と
き
'
不
易
の
倫
理
的
中
心
は
人
間

の
努
力
と
人
間
の
忍
耐
と
の
あ
の
栄
光
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
答
え
で
あ
る
-
-
｡｣

と
こ
ろ
で
こ
の
ウ
ォ
レ
ン
の

言
葉
を
そ
の
四
年
後
に
行
わ
れ
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
受
賞
演
説
の
言
葉
と
比
較
し
た
い
｡

｢
人
間
は
耐
え
忍
ぶ
ば
か
り
で
な
く
'
打
ち
勝

つ

(p
reva
it)
も
の
だ
t
と
私
は
信
じ
る
｡
人
間
が
不
滅
で
あ
る
の
は
'
創
造
物

の
中
で
人
間
だ
け
が
尽
き
る
こ
と
の
な
い
声
を
持

っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
､
魂
を
､
同
情
と
犠
牲
と
忍
耐
と
が
可
能
な
精
神
を
持

っ
て
い
る
か
ら
だ
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
-
の
が
詩
人
'
作
家
の
任
務
で
あ
る
｡
人
間
の
過
去
の
栄
光
で
あ

っ
た
勇
気
'
名
誉
'

希
望
'
誇
り
'
憐
れ
み
と
同
情
'
犠
牲
を
想
起
さ
せ
て
元
気
づ
け
る
こ
と
に
よ
-
'
人
間
が
耐
え
忍
ぶ
の
を
手
助
け
す
る
こ
と
が
そ

の
義
務
で
あ
る
｡｣

こ
れ
は
全
く
酷
似
し
た
思
想
内
容
だ
と
い
わ
ぬ
ば
な
る
ま
い
｡
ウ
ォ
レ
ン
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
に
見
出
し
た
南
部
の
伝
統
的

価
値
を
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
裏
書
き
し
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
ウ
ォ
レ
ン
の
評
価
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
の
根
底
に
積
極
的
な
倫
理

的
価
値
を
認
め
'
長
年
の
あ
い
だ
無
道
徳
'
残
虐
崇
拝
'
絶
望
的
自
然
主
義
と
評
さ
れ
て
き
た
作
品
の
評
価
を

一
変
し
て
し
ま
っ
た

と
い
え
る
｡
ウ
ォ
レ
ン
の
論
文
に
端
的
に
示
さ
れ
た
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
自
然
と
人
間
の
関
係
'
黒
人
の
役
割
'
手
法
お
よ
び
象
徴

と
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
は
今
日
に
至
る
ま
で
多
く
の
批
評
家
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
｡
ス
ピ

ラ

ー
教

授

R
o
b
e
rt
E
.
S
p
i〓
er
は

｢
ア
メ
リ
カ
文
学
の
周
期
｣
の
中
で
'
カ
ウ
リ
ー
の
序
文
に
よ
り
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は

一
般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
,
ノ
ー
ベ
ル

賞
受
賞
は
数
年
前
で
あ

っ
た
ら
と
ん
で
も
な
い
見
当
ち
が
い
と
多
-
の
者
が
思

っ
た
だ
ろ
う
が
'

一
九
五

〇
年
に
は
も
う
お
そ
す
ぎ

た
栄
誉
で
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡
し
か
し
'
カ
ウ
リ
ー
の
統

一
的
な
発
見
も
大
き
か

っ
た
が
'
お
そ
ら
く
ウ
ォ
レ
ン
の
高
く
深
い
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評
価
に
側
面
的
根
拠
を
見
出
し
て
授
賞
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ウ
ォ
レ
ン
の
導
き
出
し
た
フ
ォ
ー
ク

ナ
I
の

｢
人
間
の
努
力
｣
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
用
意
周
到
な
象
徴
に
た
い
す
る
多
く
の
発
見
と
と
も
に
'
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
の
批

評
家
の
非
常
に
傾
倒
す
る
テ
ー
マ
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
倫
理
'
象
徴
'
イ
メ
ー
ジ
'
宗
教
的
倍
音
は
ピ

ュ
ー
リ
タ
ニ

ズ
ム
の
伝
統
に
立
つ
ア
メ
リ
カ
の
批
評
家
に
よ

っ
て
特
に
好
ま
れ
る
概
念
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
概
念
は
す
こ
ぶ
る
重
要
な
も
の
で
は

あ
る
が
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
現
代
作
家
と
し
て
の
観
点
は
こ
れ
ら
の
概
念
が
解
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
だ
け
で
す
べ
て
明
ら
か
に
な

る
と
は
思
わ
れ
な
い
｡

三
人
の
す
ぐ
れ
た
批
評
家
の
理
解
に
よ

っ
て
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
ア
メ
リ
カ
の
正
統
な
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
'
さ
ら
に
ノ

ー
ベ
ル
賞
に
よ

っ
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
'

一
転
し
て
ア
メ
リ
カ
の
す
べ
て
の
批
評
家
が
絶
賛
を
惜
し
ま
ず
'
そ
の
あ
ら
ゆ
る
美
点
と

創
造
的
な
意
味
と
を
見
出
し
は
じ
め
た
｡
そ
れ
ら
の
中
で
も
ヴ
ィ
ケ
リ
ー

○
-g
a
S

ckeryt
チ

ェ
ー
ス

R
icha
rd
C
haset
コ
オ

ナ
ー

W
ittiam
V

an
O
'C
on
n
o
r
な
ど
の
研
究
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
｡

ハ
ウ

Irving
H
oweの
研
究

(W
,
F
a
u
lk
n
er
:

A

C
ritica
t
Stu
dy
.

)
9
5
2
)
は
き
わ
め
て
冷
静
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
美
点
と
欠
点
と
を
分
析
し
て
い
る
の
で
'
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に

賛
美
す
る
批
評
家
に
は
気
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
｡

ハ
ウ
は

｢
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
最
も
良
い
作
品
の
あ
る
も
の
は
'
素
材

の
抑
制
よ
り
も
む
し
ろ
素
材

へ
の
服
従
か
ら
生
じ
て
い
る
｡
社
会
概
念
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
け
る
よ
う
に
彼
を
誘

っ
て
い
な
い
-
-

彼
の
作
品
に
は
終
始

一
貫
し
た
正
確
な
社
会
的
視
点
が
全
-
な
い
｡
彼
の
南
部
に
た
い
す
る
態
度
は
'
作
品
毎
に
変
化
し
転
調
し
て
'

し
ば
し
ば
彼
の
意
志
の
抵
抗
に
背
い
て
い
る
｡
結
局
'
彼
は
社
会
に
つ
い
て
の
見
解
よ
り
も
人
間
に
つ
い
て
の
見
解
を
あ
た
え
て
い

る

の
だ

と

評

し
て

い
る

(
ス
チ

ュ
ア
1
-
教
授
は
'
作
家
の
環
境
に
つ
い
て
の
無
知
'
あ
る
い
は
そ
の
作
家
が
愛
し
て
い
る
土
地
に
対
す
る
敵
意

は
批
評
家
に
と

っ
て
重
大
な

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
に
な
る
｡
と
く
に
北
部
の
左
翼
的
な
人
々
は
社
会
改
革
の
間
超
に
ま
き
こ
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
｡

ハ
ウ
は

一
つ
の
例
で
あ
る
t
と
述
べ
て
い
る
)
0
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フォークナーと批評傾向

ィ
ギ
リ
ス
で
は
オ
フ
ォ
レ
イ
ン
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
請

(T
h
e
V
anishing
H
ero
L956)
が
興
味
深
い
.
オ
フ
ァ
オ
レ
イ
ン
は
,

フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
象
徴
の
不
正
確
さ
'
文
体
に
た
い
す
る
疑
問
､
自
己
矛
盾
の
消
極
性
な
ど
興
味
の
あ
る
問
題
を
新
し
く
提
出
す
る

と
共
に
'
カ
ウ
リ
ー
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
世
界
に
'
実
際
に
は
存
在
し
な
い
一
つ
の
統

一
を
あ
た
え
た
と
反
論
し
て
い
る
｡
彼

に
よ
る
と
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
古
い
南
部
の
伝
統
の
中
に
い
る
作
家
で
は
な
く

サ
ー
-
リ
ス
系
と
し
て
描
い
て
い
る
の
は
彼
の
ロ

Eid1

マ
ン
化
で
あ
る
｡

ァ
メ
リ
カ
に
お
け
る
最
近
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批
評
で
'

最
も
深

い
傾
倒
を
示

し

て
い
る

の
は
,

ス
チ

ュ
ア
-
ー

R
a
n
d
a
ニ

S
tew
art
で
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
は
メ
ル
ヴ
ィ
ル
や
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
同
じ
に
根
元
的
な
作
家
で
あ
-
,

｢
キ
リ
ス
-
教
の
根
本
的

概
念
を
き
わ
め
て
効
果
的
に
具
体
化
し
劇
化
し
て
い
る
の
で
､
彼
は
現
代
の
最
も
深
い
キ
リ
ス
-
教
的
作
家
の
一
人
で
あ
る
と
見
る

の
が
正
当
で
あ
ろ
う
｡
彼

の
作
品
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
基
本
的
な
原
罪
の
命
題
が
あ
り
'
い
た
る
と
こ
ろ
に
肉
と
霊
と
の
葛
藤
が
あ

る
-
-
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
人
間
は
英
雄
的
'
悲
劇
的
な
人
物
で
あ
る
｡
と
き
お
り
彼
は
精
神
の
偉
大
そ
の
も
の
に
な
る
｣

(
｢
ア

メ

リ

ヵ
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
｣
刈
田
元
司
訳
)
と
述
べ
て
い
る
｡
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
作
品
は
殺
伐
血
み
ど
ろ
な
ブ
ラ
ン
･
ギ

ニ
ョ
ル
座
風
の
,

読
者
に
は
よ
く
理
解
の
で
き
な
い
悪
夢
に
潰
れ
た
世
界
だ
t
と

｢
ア
メ
リ
カ
文
学
史
｣
に
書
い
た
カ
ー
ン
は
,
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
が
現

代
の
最
も
深
い
キ
リ
ス
ー
教
的
作
家
だ
と
は
夢
想
す
ら
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
｡

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
教
授
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
を
極
端
に
高
-
評
価
す
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
批
評
界
の

l
頂
点
を
示
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
'
こ
の
よ
う
な
批
評
傾
向
は
'
た
と
え
多
分
の
真
実
を
ふ
-
ん
で
い
る
と
し
て
も
十
分
な
説
得
力
を
持

っ
て
い
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
｡

｢
原
罪
の
命
題
｣
と
い
う
宗
教
的
主
題
か
ら
彼
の
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
自
体
が
,
批
評
の
機
能
を
局
限
す
る
お

そ
れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
｡
な
お
ま
た
'
ア
メ
リ
カ
の
批
評
に
は

｢
下
り
行
け
'

モ
ー
ゼ
｣

G
o
D
ow
ロ)
M
oses
の

｢熊
｣

T
h
｡
B
e
a
r
に
み
ら
れ
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
肯
定
的
な
象
徴
か
ら
彼
の
全
作
品
を
傭
轍
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
,
こ
れ
は
フ
ォ
ー

●
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ク
ナ
-
文
学
の
分
析
の
上
に
正
当
な
方
法
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
え
る
O
折
し
ろ
'
フ
ォ
ー
ク
ナ
-
批
評
の
初
期

に
多
く
の
疑
問
を
抱
い
た
批
評
家
た
ち
が
理
解
し
得
な
か
っ
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
I
の
問
璽

息
識
に
立
戻

っ
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
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田

オ
フ
ァ
オ
レ
ィ
ン
に
関
し
て
は
別

の
機
会
に
改
め
て
述

べ
る
予
定
｡




