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『
初
期
習
作
集
』 ( Juvenilia ) 

の
意
味

塩
　
谷
　
清
　
人
　

　
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
十
二
歳
頃
の
若
い
時
か
ら
、
ノ
ー
ト
に
走
り
書
き
程
度
の
短
篇
（
断
片
と
言
っ
た
方
が
適
切
か
も
知
れ

な
い
）
か
ら
少
し
長
い
も
の
、
時
に
は
一
万
語
を
越
え
る
中
篇
に
近
い
も
の
ま
で
を
書
き
記
し
て
い
た
。
そ
れ
を
十
七
、
八
歳
位
ま

で
続
け
た
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
本
格
的
な
長
篇
小
説
を
執
筆
し
始
め
た
の
は
、
一
七
九
五
年
、
つ
ま
り
二
十
歳
頃
と
推
定
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
十
代
の
習
作
は
そ
れ
に
先
行
す
る
創
作
行
為
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
中
に
は
、
短
篇
小
説
だ
け
で
な
く
、
彼
女
の
思

想
を
知
る
上
で
参
考
に
な
る
「
英
国
史
」
や
詩
な
ど
も
入
っ
て
い
る
が
、
こ
の
小
論
で
は
短
篇
に
絞
っ
て
論
を
進
め
る
。

　
そ
の
ノ
ー
ト
は
三
冊
あ
っ
て
、
お
よ
そ
九
万
語
に
達
す
る
。
幸
い
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ボ
ド
リ
ア
ン
に
第
一
巻
が
、
後
の
二

巻
が
大
英
博
物
館
に
残
っ
て
い
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
原
稿
は
最
後
の
『
サ
ン
デ
ィ
ト
ン
』
な
ど
ご
く
わ
ず
か
し
か
残
さ
れ
て
い
な

い
か
ら
、
こ
れ
は
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
。

　
五
年
前
、
「
ワ
ー
ル
ド
・
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
ス
」
版
の
『
キ
ャ
サ
リ
ン
と
他
の
作
品
』(C

atharine and O
ther W

ritings, 1993) 

が

出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
ノ
ー
ト
を
詳
細
に
検
討
し
て
校
訂
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
学
者
チ
ャ
ッ
プ
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マ
ン (R

.W
.C

hapm
an) 

の
全
集
版
の
第
六
巻
『
小
作
品
集
』 (M

inorW
orks) 

が
一
番
信
頼
の
置
け
る
版
で
あ
っ
た
が
、
今
度
の
版
は

そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
し
っ
か
り
し
た
校
訂
版
に
な
っ
て
い
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
こ
の
版
の
校
注
に
は
細
か
な
ノ
ー
ト
の
書
き

込
み
、
修
正
ま
で
載
っ
て
い
て
、
何
度
も
書
き
直
す
と
い
う
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
特
徴
が
若
い
頃
か
ら
の
習
性
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で

き
る
と
同
時
に
、
こ
の
書
き
直
し
作
業
が
二
十
年
近
く
経
っ
た
一
八
〇
九
年
に
、
チ
ョ
ー
ト
ン
に
移
っ
て
か
ら
も
な
さ
れ
た
こ
と
も

知
る
。
『
初
期
習
作
集
』
の
ノ
ー
ト
を
甥
や
姪
と
一
緒
に
、
三
十
歳
を
過
ぎ
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
見
直
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
驚

く
べ
き
こ
と
だ
。
あ
る
意
味
で
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
い
う
作
家
の
素
顔
の
ま
ま
の
創
作
現
場
が
見
え
る
。

　
こ
れ
自
体
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
う
れ
し
い
こ
と
な
の
だ
が
、
さ
ら
に
こ
の
校
訂
、
編
者
の
一
人
で
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
リ

チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
や
フ
ラ
ン
シ
ス
・
バ
ー
ニ
ィ
研
究
で
高
名
な
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ア
ン
・
ド
ゥ
ー
デ
ィ (M

argaret A
nne D

oody)  

が
、

こ
の
本
の
序
に
大
層
示
唆
的
な
初
期
短
篇
小
説
論
を
書
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
論
議
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
研
究
で
は
、
『
初
期
習
作
集
』
は
風
刺
的
な
要
素
が
指
摘
さ
れ
た
り
、
後
の
六
大
小
説
に
繋
が
る
練
習
作
と
し
て
見
る
の
が
普
通

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
自
立
し
た
も
の
と
し
て
考
え
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
ド
ゥ
ー

デ
ィ
な
ど
の
研
究
か
ら
、
少
し
『
初
期
習
作
集
』
に
対
す
る
見
方
に
変
化
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
そ
の
辺
の
事
情

を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
書
く
こ
と
に
す
る
。

　
六
大
小
説
に
親
し
ん
だ
読
者
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
作
品
が
か
な
り
用
意
周
到
に
計
算
さ
れ
た
ロ
ジ
カ
ル
な
世
界
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
様
々
な
障
害
が
あ
り
な
が
ら
、
微
妙
で
複
雑
な
因
果
、
要
因
に
よ
っ
て
主
人
公
た
ち
は
必
然
的
に
結
婚
の
ゴ
ー
ル
に

達
す
る
。
し
か
し
、
『
初
期
習
作
集
』
の
世
界
は
そ
の
よ
う
な
論
理
性
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
る
。
男
女
の
結
び
つ
き
は
か
な
り
突
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発
的
で
、
脈
絡
す
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
あ
る
日
突
然
出
会
っ
て
、
そ
の
日
の
内
に
結
婚
す
る
こ
と
も
あ
る（「
恋
と
友
情
」）
。
も
ち

ろ
ん
当
時
で
は
違
法
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
頓
着
し
な
い
世
界
な
の
だ
。
登
場
人
物
は
何
の
規
制
、
し
き
た
り
、
慣
習
も
知
ら

な
い
か
の
よ
う
に
勝
手
に
ふ
る
ま
う
。
突
然
知
ら
な
い
村
へ
行
っ
て
「
あ
な
た
の
お
家
と
地
所
を
く
だ
さ
い
」（

1
） 

と
要
求
す
る
男

（「
イ
ー
ヴ
リ
ン
」）
。
わ
ざ
わ
ざ
姉
の
名
前
を
題
名
に
し
た
「
美
し
い
カ
サ
ン
ド
ラ
」
は
、
装
身
具
店
の
娘
が
店
の
高
価
な
商
品
の
帽

子
を
持
ち
出
し
、
無
銭
飲
食
し
た
り
、
無
銭
乗
車
し
て
ロ
ン
ド
ン
北
部
の
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
ま
で
散
歩
を
す
る
話
で
あ
る
。
英
文
学
通

な
ら
こ
れ
が
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
ク
ラ
リ
サ
・
ハ
ー
ロ
ー
の
逃
走
劇
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
兄
や
従
姉
妹
の

名
を
取
っ
た
「
ヘ
ン
リ
ー
と
イ
ラ
イ
ザ
」
で
は
子
供
が
飢
え
を
し
の
ぐ
た
め
に
母
の
指
を
か
み
切
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
出
て
く
る
。（

2
）

こ
れ
も
文
学
的
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
従
来
の
小
説
か
ら
の
徹
底
し
た
逸
脱
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
さ
か
し
ま
の
世
界
を
、
ド
ゥ
ー
デ
ィ
は
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
的
、
ボ
ル
ヘ
ス
的
世
界
と
言
っ
て
い

る
。（

3
） 

別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
バ
フ
チ
ン
の
言
う
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
な
世
界
で
あ
る
。
様
々
な
逆
転
が
あ
り
、
そ
れ
が
喜
劇
的
な

の
だ
。
犯
罪
や
悪
も
あ
る
が
、
不
気
味
な
ほ
ど
明
る
い
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
を
無
視
し
て
、
笑
い
の
め
し
て
い
る
。

そ
の
旺
盛
な
笑
い
を
求
め
る
精
神
は
ラ
ブ
レ
ー
的
で
も
あ
る
。
現
実
と
の
関
係
が
常
に
問
題
に
な
る
長
篇
小
説
の
世
界
と
は
か
な
り

違
う
。
そ
れ
を
突
き
抜
け
た
世
界
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
あ
る
異
常
な
行
為
が
突
出
し
て
い
る
。
登
場
す
る
人

物
も
正
常
な
感
覚
の
人
間
は
少
な
く
て
、
ど
こ
か
偏
っ
て
い
る
。
そ
の
表
現
も
、
ノ
ン
セ
ン
ス
の
笑
い
が
豊
富
で
あ
る
。
「
瓜
二
つ
」

の
顔
と
言
っ
た
す
ぐ
後
で
、
「
顔
形
、
目
の
色
、
鼻
の
長
さ
、
皮
膚
の
色
は
違
う
け
れ
ど
」（

4
）
と
書
き
、
「
レ
ベ
ッ
カ
は
三
十
六
歳
、

ロ
ジ
ャ
ー
大
尉
は
六
十
三
歳
と
い
う
若
い
カ
ッ
プ
ル
」（

5
）

 

と
書
く
（「
フ
リ
ー
ダ
と
エ
ル
フ
リ
ー
ダ
」）
。
い
さ
さ
か
単
純
な
こ
の
種
の
笑

い
は
作
者
の
若
さ
を
示
す
例
だ
が
、
奔
放
で
屈
託
が
な
い
。
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ド
ゥ
ー
デ
ィ
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
本
来
書
き
た
か
っ
た
小
説
は
こ
の
習
作
集
の
よ
う
な
解
放
感
の
あ
る
、
自
在
な
世
界
で
あ
る

と
大
胆
な
推
測
を
し
て
い
る
。
そ
れ
が
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
二
度
の
出
版
拒
否
（
6
）

 

に
会
っ
て
、
「
誰
も
自
分
の
作
品
な

ど
求
め
て
い
な
い
」と
い
う
失
意
に
な
り
、
チ
ョ
ー
ト
ン
に
落
ち
着
い
て
か
ら
、
読
者
の
好
み
の
変
化
に
合
わ
せ
、
読
者
の
望
む
方

向
へ
修
正
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
が
現
在
残
る
六
大
小
説
だ
と
主
張
す
る
。（

7
）

ド
ゥ
ー
デ
ィ
の
主
張
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
外

的
理
由
だ
け
で
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
『
初
期
習
作
集
』
の
書
き
方
か
ら
転
向
し
た
と
考
え
る
の
は
問
題
だ
ろ
う
。
ま
た
、
習
作
集
と

六
大
小
説
を
、
表
面
的
な
差
異
か
ら
対
比
的
に
見
る
こ
と
も
問
題
が
あ
り
そ
う
だ
。
一
見
す
る
と
対
蹠
的
な
習
作
集
だ
が
、
手
法
的

に
も
長
篇
小
説
と
共
通
す
る
面
が
か
な
り
あ
る
。
人
物
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ほ
ど
の
省
略
し
た
書
き
方
、
カ
リ
カ
チ
ャ
ー
は
未
完
の
遺

作
『
サ
ン
デ
ィ
ト
ン
』
に
至
る
ま
で
終
生
変
わ
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
内
容
的
、
テ
ー
マ
的
に
も
、
こ
の
習
作
集
の
後
半
部
分
に
す

で
に
、
小
説
に
繋
が
る
要
素
は
か
な
り
見
え
る
。
例
え
ば
短
篇
の
露
骨
な
パ
ロ
デ
ィ
性
に
つ
い
て
も
、
先
行
す
る
作
家
を
下
敷
き
に

し
て
、
そ
れ
を
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
姿
勢
は
、
露
骨
で
は
な
い
が
、
長
篇
小
説
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
逆
に
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
い
か

に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
笑
い
を
文
学
の
中
心
に
据
え
た
か
が
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
く
分
か
る
。

　『
初
期
習
作
集
』
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
習
作
集
に
見
ら
れ
る
が
、
長
篇
小
説
に
は
見
ら
れ
な

い
面
、
意
図
的
な
矛
盾
、
非
現
実
性
と
暴
力
や
犯
罪
行
為
の
頻
出
、
さ
ら
に
、
性
差
の
逆
転
、
女
性
の
解
放
感
な
ど
（
こ
の
点
は
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
の
抑
圧
さ
れ
た
心
理
と
も
関
連
し
て
興
味
深
い
）
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
そ
の
よ
う
な
異
質
な
世
界
と
併
存
し
て
、
や
は
り
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
的
世
界
と
で
も
言
う
べ
き
共
通
性
の
面
で
あ
る
。
痛
烈
な
現
実
批
判
を
し
て
い
な
が
ら
、
重
い
現
実
社
会
を
意
識
し
て
、

そ
れ
と
の
調
和
を
模
索
す
る
顔
が
す
で
に
習
作
集
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
を
強
調
す
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
の『
初
期
習
作
集
』
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の
位
置
付
け
は
か
な
り
違
っ
て
く
る
。

　
ま
ず
最
初
の
特
徴
、
長
篇
小
説
と
は
異
質
な
面
に
つ
い
て
少
し
具
体
的
に
説
明
し
て
見
よ
う
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
こ
こ
で

「
ジ
ャ
ッ
ク
と
ア
リ
ス
」 (‘Jack and A

lice’) 

を
取
り
上
げ
て
説
明
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　「
ジ
ャ
ッ
ク
と
ア
リ
ス
」
は
、
第
一
巻
の
二
番
目
に
書
か
れ
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
「
小
説
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
の
中
で
は
一
番
長
い
話
に
な
っ
て
い
る
。
す
ぐ
上
の
兄
フ
ラ
ン
ク
へ
の
献
辞
や
本
文
の
内
容
な
ど
か

ら
一
七
八
八
年
か
ら
九
一
年
の
間
、
つ
ま
り
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
十
二
歳
か
ら
十
五
歳
位
の
時
と
推
定
さ
れ
る
。

　
兄
妹
が
題
名
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
当
然
主
人
公
は
こ
の
二
人
だ
と
読
者
は
推
測
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
兄
の
ジ
ャ
ッ
ク
は
わ

ず
か
十
行
足
ら
ず
し
か
言
及
が
な
く
、
し
か
も
す
ぐ
死
亡
す
る
。
こ
の
話
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ア
ダ
ム
ズ
と

い
う
男
で
あ
る
。
彼
は
魅
力
的
な
資
産
家
の
若
い
男
だ
が
高
慢
で
あ
る
。
彼
が
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
『
サ
ー
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
グ
ラ

ン
デ
ィ
ソ
ン
』
の
主
人
公
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
分
か
る
。（

8
）

 

話
の
筋
が
複
数
の
女
性
に
好
き
に
な
ら
れ
る
仕
組
み
で
あ

る
の
も
同
様
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
こ
の
小
説
を
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
女
が
好
き
な
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
言
葉
遣
い
も
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
（
9
） 

も
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
の
初
期
の
創
作
で
は
、
先
行
す

る
あ
ら
ゆ
る
作
品
が
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
ク
リ
ッ
シ
ェ
（
常
套
句
）
も
わ
ざ
と
に
多
用
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
露
骨
な
パ
ロ
デ
ィ
性
以
上
に
特
徴
的
な
の
は
、
性
差
の
無
視
、
お
よ
び
逆
転
で
あ
る
。
長
篇
小
説
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン

た
ち
は
当
時
の
し
き
た
り
、
慣
習
、
規
制
、
い
わ
ゆ
る
マ
ナ
ー
ズ
に
縛
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
孤
独
な
努
力
を
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
最
終
的
に
は
（
奇
跡
的
に
）
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
、
社
会
の
枠
内
で
納
ま
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
一
般
的
な
男
と
女
の
役
割
が
こ
の
「
ジ
ャ
ッ
ク
と
ア
リ
ス
」
や
他
の
短
篇
で
は
逆
転
し
て
い
る
。
積
極
的
に
自
己
主
張
す
る
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女
性
が
出
て
く
る
。
当
時
は
男
性
が
女
性
に
求
婚
す
る
と
い
う
こ
と
が
普
通
だ
が
、
こ
こ
で
は
女
性
が
男
性
に
求
婚
し
追
っ
か
け
る
。

（
10
）
さ
ら
に
ア
リ
ス
は
大
酒
の
み
で
、
賭
事
ま
で
す
る
。
当
時
の
普
通
の
女
性
な
ら
避
け
る
行
為
を
平
気
で
や
っ
て
の
け
る
。
「
レ
ズ

リ
ー
・
カ
ー
ス
ル
」
で
は
、
人
命
よ
り
食
事
を
大
事
に
思
う
女
性
が
出
て
く
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
か
な
り
大
胆
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
を
追
っ
か
け
る
も
う
一
人
の
女
が
ル
ー
シ
ィ
で
、
遠
く
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
会
っ
た
と
い
う
仕
立
屋
の
娘
。

互
い
に
遠
く
離
れ
た
土
地
の
女
二
人
が
同
じ
男
性
を
好
き
に
な
り
、
出
会
う
と
い
う
偶
然
性
。
こ
れ
は
も
は
や
現
実
の
次
元
を
越
え

て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
言
え
ば
、
習
作
集
に
は
、
わ
ざ
と
に
非
現
実
的
な
地
名
が
入
っ
て
い
た
り
、
ま
た
、
こ
の
短
篇
の
よ
う
に
、

イ
ギ
リ
ス
に
は
な
い
柑
橘
類
が
植
え
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
話
の
非
現
実
性
は
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
番
の
好
例
が
別
の

女
が
嫉
妬
に
狂
っ
て
ル
ー
シ
ィ
を
毒
殺
す
る
話
で
あ
る
。
そ
れ
が
少
し
も
暗
い
話
に
な
ら
な
い
。
彼
女
の
死
を
悲
し
む
の
は
そ
れ
ま

で
彼
女
の
こ
と
な
ど
思
い
出
し
も
し
な
か
っ
た
ア
リ
ス
だ
と
い
う
。
最
後
に
、
当
時
の
プ
リ
ン
ス
・
オ
ヴ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
（
後
の

ジ
ョ
ー
ジ
四
世
）
に
対
す
る
風
刺
（
11
）

ま
で
添
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ス
（
笑
劇
）
と
言
っ
て
も
い
い
内
容
で
あ
る
。

　
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
「
罪
深
い
こ
と
や
悲
惨
な
こ
と
は
別
の
人
の
ペ
ン
に
任
せ
ま
し
ょ
う
。
私
は
そ
の
よ
う
な
題
材
か
ら
は
で
き
る

だ
け
早
く
立
ち
去
り
た
い
」
と
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
の
終
わ
り
（
第
四
八
章
）
に
書
い
た
。
暴
力
や
犯
罪
は
小
説
で

は
意
図
的
に
切
り
落
と
し
た
部
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
習
作
集
に
は
、
「
ジ
ャ
ッ
ク
と
ア
リ
ス
」の
ル
ー
シ
ィ
毒
殺
の
他
、
自
殺
、

窃
盗
、
秘
密
結
婚
、
公
然
の
裏
切
り
な
ど
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。

　
短
篇
の
異
質
性
を
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
十
代
中
頃
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
現
実
を
よ
く
見
て
い
た
が
、
そ
れ
に
足
を
取
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
自
由
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
習
作
集
に
も
実
に
痛
烈
な
現
実
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
習
作
集
で

書
き
た
か
っ
た
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
束
縛
を
は
ず
し
て
楽
し
む
こ
と
だ
っ
た
よ
う
だ
。
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　「
ジ
ャ
ッ
ク
と
ア
リ
ス
」は
初
期
の
短
篇
の
代
表
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
三
、
四
年
後
に
書
か
れ
た
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
十
六
、

あ
ず
ま
や

七
歳
頃
の
も
の
に
「
キ
ャ
サ
リ
ン
、
ま
た
は
四
阿
」 (‘C

atharine, or the B
ow

er’) 

が
あ
る
。
習
作
集
の
中
で
は
後
期
に
あ
た
る
。

こ
れ
を
読
む
と
、
長
篇
と
の
差
異
を
強
調
し
す
ぎ
る
の
は
問
題
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
終
生
刻
々
と
変
化
し
た

作
家
で
あ
る
。

　
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
指
摘
で
き
る
が
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
六
大
小
説
に
か
な
り
近
い
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
狭
い
社
会
、
村

で
の
孤
独
、
友
人
の
離
散
、
身
分
差
、
女
同
士
の
微
妙
な
駆
け
引
き
と
若
い
男
女
の
出
会
い
と
恋
愛
、
舞
踏
会
、
世
代
の
考
え
の
違

い
、
両
親
の
不
在
と
叔
母
に
よ
る
教
育
。
つ
ま
り
、
長
篇
小
説
の
世
界
が
間
近
か
に
見
え
て
い
る
。
同
じ
『
初
期
習
作
集
』
の
中
に

あ
り
な
が
ら
、
先
に
扱
っ
た
「
ジ
ャ
ッ
ク
と
ア
リ
ス
」
的
な
突
き
抜
け
た
超
現
実
観
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
マ
ナ
ー
ズ
が
脇
役
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
短
篇
的
特
徴
が
一
番
出
て
い
る
の
は
、
主
人
公
キ
ャ
サ
リ
ン
と
相
手
役
の
エ
ド
ワ
ー
ド
が
そ
の
マ
ナ
ー
ズ
を
無

視
し
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
両
親
の
い
な
い
若
い
娘
の
設
定
は
、
そ
の
冒
頭
の
一
句
「
彼
女
よ
り
も
前
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
」
と
言
う
よ
う

に
、
当
時
の
女
性
作
家
が
よ
く
使
う
設
定
の
パ
ロ
デ
ィ
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
『
ノ
ー
サ
ン
ガ
ー
・
ア
ビ
ィ
』
の
冒
頭
部
分
と
似
て
い

る
。
ま
た
同
名
の
主
人
公
キ
ャ
サ
リ
ン
と
も
似
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
感
受
性
の
過
剰
さ
は
『
分
別
と
多
感
』
の
マ
リ
ア
ン
と
も

似
て
い
る
。
キ
ャ
サ
リ
ン
を
夢
中
に
さ
せ
る
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
帰
り
の
伊
達
男
エ
ド
ワ
ー
ド
は
、
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。

　
身
分
意
識
の
問
題
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
繰
り
返
し
扱
う
テ
ー
マ
だ
が
、
こ
こ
で
も
キ
ャ
サ
リ
ン
の
父
が
商
人
（
こ
れ
は
『
高
慢
と
偏

見
』の
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
伯
父
の
職
業
）
で
ダ
ド
リ
ー
家
や
従
姉
妹
の
カ
ミ
ラ
か
ら
蔑
視
さ
れ
る
。
そ
れ
と
教
養
や
た
し
な
み
の
問
題
。
こ
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れ
も
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
繰
り
返
し
書
い
て
い
る
が
、
「
も
っ
と
有
用
な
知
識
と
精
神
面
の
陶
冶
に
こ
の
年
月
を
捧
げ
る
べ
き
だ
っ
た
」

と
は
カ
ミ
ラ
の
表
面
だ
け
の
芸
事
、
た
し
な
み
へ
の
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
後
の
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
の
バ
ー
ト
ラ

ム
姉
妹
へ
の
批
判
と
も
繋
が
る
。

　「
キ
ャ
サ
リ
ン
」
で
一
番
注
目
さ
れ
る
人
物
が
叔
母
の
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
で
あ
る
。
彼
女
は
現
在
が
い
か
に
精
神
的
に
も
、
倫
理
的

に
も
堕
落
し
て
い
る
か
を
繰
り
返
し
言
う
。
こ
れ
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
、
民
主
主
義
化
へ
の
保
守
派

の
危
機
感
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
若
い
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
自
身
が
す
で
に
鋭
い
現
実
感
覚
、
批
判
精
神
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

示
す
好
例
だ
。
こ
の
短
篇
で
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
は
繰
り
返
し
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。

「
お
前
は
間
違
っ
て
い
る
よ
。
国
の
繁
栄
と
い
う
の
は
ど
の
国
で
も
個
々
人
の
美
徳
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
よ
、
誰
で
も
礼
儀
、

礼
節
に
ひ
ど
く
反
す
る
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
の
国
は
没
落
す
る
の
だ
よ
」（

12
）

こ
れ
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
後
期
の
小
説
（『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』、
『
エ
マ
』、
『
説
得
』）
の
世
界
の
意
識
で
あ
る
。
一
八
一

〇
年
代
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
小
説
群
で
、
『
高
慢
と
偏
見
』ま
で
と
違
っ
て
、
か
な
り
保
守
的
な
意
識
に
な
っ
て
い
る
。

『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
の
家
庭
演
劇
に
対
す
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
批
判
的
な
態
度
を
思
い
出
せ
ば
よ
い
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
か
ら
反
論
が
出
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
革
新
的
思
想
家
に
祭
り
上

げ
た
い
ら
し
い
。
そ
の
代
表
的
存
在
は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン (C

laudia L
. Johnson) 

で
あ
る
。
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
の
考
え

方
は
批
判
す
べ
き
も
の
と
し
て
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
書
い
て
い
る
と
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
言
う
。
ま
た
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
保
守
的
だ
と

い
う
従
来
の
一
般
的
な
考
え
方
は
捨
て
る
べ
き
だ
と
言
う
。（

13
）

ジ
ャ
ン
・
フ
ァ
ー
ガ
ス (Jan F

ergus)  

の
言
い
方
は
も
っ
と
微
妙

で
あ
る
。
彼
女
の
説
で
は
、
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
の
意
見
は
こ
の
「
キ
ャ
サ
リ
ン
」
で
批
判
さ
れ
て
い
て
、
「
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
政
治
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的
に
は
基
本
的
に
保
守
シ
ン
パ
か
も
知
れ
な
い
が
、
精
神
的
に
は
批
判
的
で
あ
り
、
見
方
も
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
で
あ
る
」と
言
う
。（

14
）

批
判
的
精
神
を
持
っ
て
い
る
が
政
治
的
に
は
保
守
と
い
う
人
は
大
勢
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
ん
な
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
す
る
必
要

は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
キ
ャ
サ
リ
ン
」
で
は
、
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
叔
母
の
極
端
に
厳
格
な
、
守
旧
的
、
保
守
的
な
姿
勢
は
批

判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
同
様
に
エ
ド
ワ
ー
ド
の
父
で
国
会
議
員
の
ス
タ
ン
リ
ー
の
現
代
礼
賛
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。
い

わ
ば
若
い
世
代
の
キ
ャ
サ
リ
ン
か
ら
見
た
大
人
の
世
界
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
初
期
習
作
集
』
に
共
通
す
る
姿
勢
で
あ
っ

て
、
善
悪
云
々
よ
り
も
、
自
由
を
渇
望
す
る
若
者
か
ら
の
意
見
で
あ
る
。
「
キ
ャ
サ
リ
ン
」に
お
け
る
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
描
写
を
見
て
、

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
革
新
性
と
い
う
の
は
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
精
神
基
盤
の
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
体
制
維
持
と
体
制
内
で
の
変
革
だ
が
、
そ
れ
を
前
後
か
ら
挟
む
よ
う
に
解

放
と
抑
制
の
両
極
が
存
在
す
る
。
前
者
が
『
初
期
習
作
集
』
で
は
突
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
自
身
は
当
初
か
ら
ヤ

ヌ
ス
的
二
面
性
を
持
っ
て
い
た
と
見
た
方
が
分
か
り
や
す
い
。
短
篇
に
見
え
る
精
神
は
、
長
篇
小
説
の
抑
制
の
効
い
た
、
あ
る
意
味

で
は
大
人
び
た
精
神
で
は
な
い
。
彼
女
は
年
齢
と
と
も
に
抑
制
す
る
姿
勢
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
作『
サ
ン
デ
ィ
ト
ン
』

の
世
界
は
、
潜
在
し
て
い
た
解
放
へ
の
気
持
ち
が
つ
い
に
押
さ
え
切
れ
な
く
な
っ
た
吹
き
出
物
の
よ
う
に
出
て
い
る
。
意
外
に
も

『
サ
ン
デ
ィ
ト
ン
』
は
『
初
期
習
作
集
』
に
近
い
世
界
な
の
だ
。
円
環
の
終
焉
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
多
く
の
点
で
、
『
初
期
習
作
集
』に
は
、
後
の
長
篇
小
説
で
は
か
な
り
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
自
由
さ
、
奔
放
さ
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
小
説
で
完
全
に
消
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
サ
ン
ド
ラ
・
ギ
ル
バ
ー
ト (Sandra M

. G
ilbert) 

た
ち
が
指
摘
す

る
、
「
家
か
ら
出
ら
れ
る
な
ら
ど
ん
な
こ
と
で
も
す
る
と
い
う
娘
た
ち
」、（

15
）
例
え
ば
、
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
の
出
奔

し
、
不
倫
す
る
バ
ー
ト
ラ
ム
姉
妹
は
、
『
初
期
習
作
集
』
の
女
性
群
の
延
長
上
に
あ
る
。
閉
塞
的
な
状
況
に
い
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
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ベ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
に
ハ
ピ
ー
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
得
る
の
は
奇
跡
的
な
こ
と
で
あ
る
。

　『
初
期
習
作
集
』
に
は
先
行
す
る
作
家
た
ち
へ
の
痛
烈
な
批
判
、
パ
ロ
デ
ィ
と
敏
感
な
時
代
意
識
、
そ
の
時
代
に
対
す
る
若
い
が

故
に
屈
託
の
な
い
批
判
精
神
が
あ
る
。
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
パ
タ
ー
ン
化
し
た
文
学
性
、
現
実
の
規
則
、
マ
ナ
ー
ズ
を
思
い
き
っ
て

取
り
は
ず
し
、
解
放
し
た
世
界
が
『
初
期
習
作
集
』
で
あ
る
。
一
見
し
た
所
、
か
な
り
異
質
な
世
界
で
あ
り
、
破
壊
的
要
素
が
強
い

け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
六
大
小
説
に
繋
が
る
も
の
だ
。
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を
書
い
て
い
る
。cf. M

argaret A
nne D

oody,‘T
he Short Fiction’

in T
he C

am
bridge C

om
panion to Jane A

usten (C
am

bridge U
.P

.1997), pp.84-99.

（
８
）
　 

グ
ラ
ン
デ
ィ
ソ
ン
が
太
陽
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
様
の
こ
と
が
こ
の
話
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
も
言
わ
れ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
「
私
は
完

璧
な
美
男
子
で
あ
り
…
…
礼
儀
作
法
も
最
高
に
洗
練
さ
れ
て
い
て
」
な
ど
と
言
う
の
も
、
理
想
化
さ
れ
た
グ
ラ
ン
デ
ィ
ソ
ン
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。

（
９
）
　 Ibid.,p.291.
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（
10
）
　
こ
れ
も
文
学
的
に
は
、
『
サ
ー
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
グ
ラ
ン
デ
ィ
ソ
ン
』
の
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ー
ナ
が
わ
ざ
わ
ざ
イ
タ
リ
ア
か
ら
グ
ラ
ン
デ
ィ
ソ
ン

を
追
っ
か
け
て
く
る
話
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
読
め
る
。

（
11
）
　Ibid.,p.26 and p.295.

（
12
）
　Ibid.,p.222.

（
13
）
　C

laudia L
.Johnson, Jane A

usten: W
om

en, Politics and the N
ovel (C

hicago U
.P

., 1988), p.3.

（
14
）
　Jan F

ergus, Jane A
usten, A

 L
iterary L

ife (St.M
artin’s P

ress, N
ew

 Y
ork,1991), p.67.

（
15
）
　Sandra M

. G
ilbert &

 Susan G
ubar, ‘Shut U

p In P
rose: G

ender and G
enre in A

usten’s Juvenilia’ in M
odern C

ritical V
iew

s’ Jane

A
usten ed. by H

arold B
loom

 (C
helsea H

ouse P
ublishers, N

ew
 Y

ork,1986), p.67.

（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
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