
誤
読
さ
れ
た
軽
騎
兵
進
撃

―
『
新
体
詩
抄
』
か
ら
漱
石
へ

―

中
　
　
原
　
　
章
　
　
雄

は
じ
め
に

―
『
新
体
詩
抄
』
の
評
価

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
テ
ニ
ソ
ン
の
「
軽
騎
隊
進
撃
の
詩
」（T

he
C

harge
of

the
Light

B
rigade

q

）
は
『
新
体
詩
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
、

明
治
以
来
か
な
り
著
名
な
戦
争
詩
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
太
平
洋
戦
争
後
に
は
、
戦
争
詩
で
あ
る
が
ゆ
え
に
た
だ
ち
に
好
戦
的
な
作

品
と
目
さ
れ
て
、
敬
遠
・
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
争
を
直
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
今
日
、
こ
れ
ま
で
の
長
い
閑
却
の
ゆ
え
に
、

戦
争
詩
と
し
て
こ
の
詩
を
新
た
に
読
み
な
お
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
軽
騎
兵
進
撃
の
詩
」
は
、
そ
の
受
容
に
お
い
て
最
初
か
ら
大
き
な
誤
解
・
誤
読
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
来
た
。
軍
に
た
い
す
る
忠
誠

心
か
ら
「
玉
砕
」
に
も
近
い
攻
撃
の
道
を
突
き
進
む
軽
騎
兵
た
ち
の
姿
を
吟
じ
た
こ
の
詩
が
、
明
治
初
期
の
近
代
日
本
に
紹
介
さ
れ
、

新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
詩
と
し
て
訳
さ
れ
た
意
義
を
、
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
か
ん
が
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

東
京
大
学
の
外
山
正
一
、
矢
田
部
良
吉
、
井
上
哲
次
郎
の
三
人
の
教
授
に
よ
っ
て
編
ま
れ
、
明
治
一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
新
体
詩

抄
』
は
、
日
本
近
代
詩
の
黎
明
を
告
げ
る
書
と
し
て
、
今
日
ま
で
そ
の
位
置
は
不
動
の
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
詩
集
は
そ
の
よ
う
な
「
安
定
」
的
な
位
置
を
保
持
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
検
討
の
対
象
に
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な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
論
議
の
対
象
と
な
る
場
合
に
も
、
テ
ニ
ソ
ン
の
詩
の
よ
う
に
詩
集
の
代
表
的
な
詩
を
無
視
あ
る
い

は
軽
視
し
た
結
果
が
、
詩
集
全
体
に
つ
い
て
の
論
議
を
平
板
な
も
の
に
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

『
新
体
詩
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
訳
詩
一
四
編
の
う
ち
で
、
最
も
評
価
に
値
す
る
詩
が
、
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
の
「
墓
畔
の
悲
歌
」

（A
n

E
legy

W
ritten

in
a

C
ountry

C
hurchyard

）
と
、
テ
ニ
ソ
ン
の
「
軽
騎
隊
進
撃
の
詩
」
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
こ
こ
で

論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
軽
騎
兵
の
果
敢
な
突
撃
を
謳
っ
た
こ
の
詩
は
、
当
時
そ
の
名
声
が
絶
頂
に
あ
っ

た
イ
ギ
リ
ス
の
桂
冠
詩
人
に
よ
る
傑
作
と
し
て
、
反
響
を
呼
び
、
歓
迎
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
日
本
人
の
感
性
に
き
わ

め
て
訴
え
や
す
い
悲
壮
な
突
撃
の
詩
は
、
そ
れ
だ
け
に
、
一
種
の
過
剰
な
理
解
を
も
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
で
は
、
初
め
て
登
場
し
た
新
聞
社
の
戦
争
特
派
員
に
よ
っ
て
、
最
前
線
で
の
兵
士
た
ち
の
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
勇
敢
さ
と
、

彼
ら
を
指
揮
す
る
将
軍
た
ち
の
戦
略
的
戦
術
的
な
無
策
・
無
責
任
が
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
報
道
で
明
ら
か

に
さ
れ
、
国
民
に
衝
撃
を
与
え
た
。
テ
ニ
ソ
ン
が
筆
を
執
っ
た
バ
ラ
ク
ラ
ー
ヴ
ァ
の
戦
い
に
お
け
る
軽
騎
兵
の
突
撃
は
、
と
り
わ
け
そ

の
象
徴
的
な
例
な
の
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
の
「
軽
騎
隊
進
撃
の
詩
」
の
受
容
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
背
景
に
は
ま
っ
た
く
無
知
な
ま
ま
に
、
誤

解
を
伴
っ
て
こ
の
詩
は
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
誤
解
を
『
新
体
詩
抄
』
全
体
の
評
価
や
、
西
欧
の
詩
の
受
容
に
も

か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

一
　
戦
慄
　versus

既
視
感

「
テ
ニ
ソ
ン
氏
軽
騎
兵
進
撃
の
詩
」
に
は
、
訳
者
外
山
正
一
に
よ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
説
的
前
文
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

此
間
数
多
の
合
戦
此
處
彼
處
に
あ
り
た
る
中
最
有
名
な
る
も
の
は
同
年
六
月
二
五
日
バ
ラ
ク
ラ
バ
の
戦
中
に
て
英
国
の
騎
兵
六
百
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騎
が
目
に
余
る
敵
の
大
軍
中
へ
乗
り
込
み
古
今
無
双
の
手
柄
を
顕
し
た
れ
ど
も
惜
し
い
か
な
衆
寡
素
よ
り
敵
し
難
く
其
大
概
は
討
死

に
し
或
は
擒
に
せ
ら
れ
無
難
に
帰
陣
し
た
る
者
甚
僅
に
て
有
き
と
當
時
英
国
に
有
名
な
る
詩
人
テ
ニ
ソ
ン
氏
が
其
進
撃
の
有
様
を
吟

咏
し
た
る
者
に
し
て
何
国
人
に
限
ら
ず
苟
も
英
語
を
解
す
る
も
の
此
詩
を
暗
唱
せ
ざ
る
な
し
と
い
ふw

こ
の
前
文
は
、
一
八
五
四
年
一
〇
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
戦
闘
を
六
月
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
不
正
確
な
も
の
だ
が
、
な
に
よ
り
問

題
な
の
は
、
戦
闘
の
性
格
を
ま
っ
た
く
誤
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
リ
ミ
ヤ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
軽
騎
兵
の
突
撃
が
、

日
本
古
来
の
武
士
た
ち
の
典
型
的
な
奮
戦
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
戦
況
解
説
は
、

日
本
の
伝
統
的
な
戦
闘
用
語
を
ち
り
ば
め
た
、
あ
ま
り
に
も
日
本
的
な
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
。「
敵
の
大
軍
中
へ
乗
り
込
」
ん
だ
六

百
騎
は
、「
古
今
無
双
の
手
柄
」
を
立
て
な
が
ら
も
、「
衆
寡
」
敵
せ
ず
「
大
概
は
討
死
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

テ
ニ
ソ
ン
が
騎
兵
の
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
奮
戦
に
感
銘
を
受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
戦
闘
を
有
名
に
し
た
の
は
、「
衆

寡
敵
せ
ず
」
討
死
に
し
た
軽
騎
兵
の
奮
戦
で
は
な
く
て
、
何
よ
り
も
、
ロ
シ
ア
軍
の
砲
兵
陣
地
に
援
護
も
な
し
に
正
面
か
ら
突
っ
込
む

と
い
う
無
謀
な
突
撃
を
彼
ら
が
強
い
ら
れ
た
異
常
性
で
あ
っ
た
。

事
態
を
さ
ら
に
救
い
難
い
も
の
に
し
た
の
は
、
こ
の
無
謀
き
わ
ま
り
な
い
軽
騎
兵
の
突
撃
が
、
不
可
解
な
命
令
の
誤
っ
た
伝
達
に
よ

り
惹
起
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
自
爆
的
な
突
撃
は
、
他
に
選
択
肢
の
な
い
局
面
で
最
後
の
手
段
と
し
て
敢
行
さ
れ
た

と
い
う
よ
う
な
、
や
む
を
え
な
い
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

軽
騎
兵
の
突
撃
を
戦
場
で
目
撃
し
て
い
た
友
軍
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
将
軍
で
さ
え
、「
壮
挙
」
と
言
い
な
が
ら
も
、「
気
違
い
ざ
た
」

と
呼
び
、
ロ
シ
ア
軍
の
将
校
は
、
イ
ギ
リ
ス
騎
兵
は
全
員
酔
っ
払
っ
て
い
る
の
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
テ
ニ
ソ
ン
は

こ
う
し
た
反
応
を
承
知
の
上
で
作
詩
し
て
い
る
の
で
あ
るe

。

し
た
が
っ
て
、
騎
兵
の
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
奮
戦
は
、
そ
れ
が
い
か
に
感
動
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
怒
り
と
戦
慄
を
同
時
に
伴
う
も
の
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で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
の
突
撃
を
日
本
の
伝
統
的
な
美
辞
麗
句
で
表
現
す
る
ほ
ど
事
実
を
歪
め
る
も
の
は
な
い
。
華
麗

さ
を
売
り
も
の
に
す
る
前
近
代
的
な
軽
騎
兵
の
突
撃
が
、
破
壊
力
抜
群
の
近
代
的
な
砲
兵
陣
地
に
向
か
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
、
時
代

錯
誤
が
こ
の
戦
闘
で
暴
か
れ
た
悲
惨
さ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
源
平
の
合
戦
か
、
南
北
朝
の
戦
闘
を
描
く
よ
う
な
前
文
の
紋
切
り

型
の
修
辞
は
、
か
な
り
罪
の
重
い
誤
解
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
外
山
は
、
イ
ギ
リ
ス
全
土
を
戦
慄
さ
せ
た
戦
闘
に
異
常
性
は
感
じ
と
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
一
種
の
既
視
感
で
も
っ

て
、
き
わ
め
て
日
本
人
的
に
そ
れ
を
見
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
外
山
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
が
騎
兵
の
奮
戦
を
讃
え
つ

つ
、
同
じ
詩
の
な
か
で
軍
の
作
戦
の
「
大
失
態
」
を
批
判
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
前
文
を
読
む
か
ぎ
り
、
突
撃
の
報
道
に
接
し
た
桂
冠
詩
人
テ
ニ
ソ
ン
が
即
座
に
筆
を
と
っ
て
創
作
し
『
イ
グ
ザ
ミ
ナ

ー
』
に
寄
稿
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
切
羽
詰
ま
っ
た
感
情
は
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の

詩
を
生
み
出
し
た
悲
惨
な
戦
闘
の
背
景
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
事
実
認
識
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
るr

。

遠
い
ク
リ
ミ
ヤ
の
地
で
、
イ
ギ
リ
ス
軍
が
予
想
以
上
の
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
旨
の
報
道
が
相
次
ぐ
な
か
で
、
指
揮
系
統
の
混
乱

に
よ
る
無
謀
な
突
撃
が
甚
大
な
損
傷
を
招
い
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
全
土
を
震
撼
さ
せ
た
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
前
線
の

報
道
は
、『
タ
イ
ム
ズ
』
の
ラ
ッ
セ
ル
記
者
の
よ
う
な
、
こ
の
戦
争
で
初
め
て
登
場
し
た
新
聞
の
戦
時
特
派
員
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
リ

ア
ル
タ
イ
ム
に
電
信
で
故
国
に
つ
た
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
で
は
、
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
が
、
軍
の
官
僚
的
な
組
織
と
劣
悪
な
医
療
体
制
を
改
善
す
る
の
に
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
に

大
き
く
助
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
バ
ラ
ク
ラ
ー
ヴ
ァ
の
戦
闘
に
お
い
て
も
、
前
線
の
実
態
に
関
す
る
報
道
が

決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ミ
ヤ
の
悲
劇
は
、
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
大
勝
利
や
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ー
の
海
戦
な
ど
、
栄
光

の
快
い
夢
を
貪
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
、
頭
か
ら
冷
水
を
浴
び
せ
る
こ
と
に
な
る
。
死
闘
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
を
描
い
た
最
近
の
米
映

画
題
名
「
シ
ン
・
レ
ッ
ド
・
ラ
イ
ン
」
は
、
ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
の
甚
大
な
被
害
と
苦
戦
が
生
ん
だ
当
時
の
英
語
で
あ
っ
た
。
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「
軽
騎
兵
進
撃
の
詩
」
が
生
ま
れ
た
背
景
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
詩
と
し
て
の
巧
拙
は
別
と
し
て
、
そ
れ
が
戦
争
詩
と
し

て
か
な
り
特
異
な
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
　
「
死
地
に
乗
り
入
る
六
百
騎
」

前
文
に
は
っ
き
り
と
表
れ
た
誤
っ
た
固
定
観
念
は
、
訳
文
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
反
映
し
て
い
る
。
テ
ニ
ソ
ン
の
原
詩
を
参
照
し

つ
つ
、
訳
詩
を
見
て
ゆ
こ
う
。
六
連
の
原
詩
に
た
い
し
て
、
訳
詩
は
五
連
か
ら
成
っ
て
い
る
。

「
其
の
一
」
は
、
原
詩
の
最
初
の
二
連
を
圧
縮
し
て
い
る
が
、
死
の
旅
路
へ
と
駆
ら
れ
る
軽
騎
兵
の
不
安
な
出
発
は
、
か
な
り
忠
実

に
再
現
さ
れ
て
い
る
。

一
里
半
な
り
一
里
半
　
　
　
　
竝
び
て
進
む
一
里
半

死
地
に
乗
り
入
る
六
百
騎

訳
詩
は
、「
将
は
掛
れ
の
命
下
す
」
と
突
撃
の
開
始
を
告
げ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
原
詩
か
ら
の
重
大
な
脱
落
が
あ
る
。
第
二
連
五

行
目
の“Som

e
one

had
blundered.”

が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ニ
ソ
ン
は
、
無
謀
な
突
撃
を
惹
起
し
た
責
任
の
所
在
に
は

言
及
も
暗
示
も
し
な
い
が
、「
大
失
態
」
を
何
者
か
が
犯
し
た
こ
と
を
、“blundered”

な
ど
と
い
う
、
詩
に
も
悲
劇
に
も
な
じ
み
に
く

い
動
詞
を
あ
え
て
挿
入
し
て
、
事
態
の
異
常
さ
を
十
分
に
強
調
し
た
の
で
あ
るt

。

訳
詩
は
重
要
な
詩
句
を
欠
き
な
が
ら
も
、
原
詩
を
踏
ま
え
て
、
軽
騎
兵
た
ち
が
「
大
失
態
」
の
発
生
に
多
少
と
も
気
が
つ
き
な
が
ら
、

「
譯
を
糾
す
は
分
な
ら
ず
」
と
諦
め
、「
こ
れ
命
こ
れ
に
従
ひ
て
　
死
ぬ
る
の
外
は
あ
ら
ざ
ら
ん
」
と
観
念
し
、
一
丸
と
な
っ
て
「
死
地

に
乗
り
入
」
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
命
令
へ
の
絶
対
服
従
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
近
代
的
な
軍
隊
の
苛
酷
な
実
態
が
、
こ
の
突
撃
に
よ
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っ
て
最
も
深
刻
な
形
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
訳
詩
は
第
二
連
で
、
原
詩
第
三
連
に
対
応
し
て
、
凄
ま
じ
い
圧
倒
的
な
砲
火
に
包
ま
れ
な
が
ら
進
む
騎
兵
隊
の
悲
惨
な
突
撃

の
様
を
描
き
出
す
。

右
を
望
め
ば
大
筒
ぞ
　
　
前
も
左
り
も
又
筒
ぞ

共
に
打
出
す
砲
聲
は
　
　
天
に
轟
く
い
か
づ
ち
の

響
の
如
く
凄
ま
じ
や
　
　
弾
丸
雨
飛
の
間
に
も

猛
り
立
て
ぞ
進
な
る

こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
第
四
連
で
も
若
干
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
加
え
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
騎
兵
の
壮
烈
な
奮
戦
を
述
べ
た
第

三
連
も
、
最
後
で
は
「
残
る
は
い
と
ヾ
わ
づ
か
な
り
」
と
騎
兵
隊
が
被
っ
た
甚
大
な
犠
牲
を
述
べ
、
こ
の
詩
句
も
ま
た
、
第
四
連
で
リ

フ
レ
イ
ン
を
な
し
て
い
る
。

第
四
連
で
は
、
敵
の
砲
兵
陣
地
に
突
入
し
た
軽
騎
兵
（「
抜
け
ば
玉
ち
る
刃
を
ば
　
皆
も
ろ
共
に
振
あ
げ
て
」）
が
、
ロ
シ
ア
兵
、
コ

サ
ッ
ク
兵
を
切
り
倒
す
奮
戦
ぶ
り
（「
敵
陣
近
く
乗
り
掛
け
て
　
大
砲
方
を
な
で
切
り
に
」）
も
詠
じ
ら
れ
る
が
、「
大
筒
﹈
に
は
な
す
す

べ
も
無
く
圧
倒
さ
れ
る
悲
惨
な
様
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
原
詩
で
は
「
死
の
谷
（the

valley
of

D
eath

）」
と
い
う
句
が
三
度
、「
死
の
あ
ぎ
と
（the

jaw
s

of
D

eath

）」
が
二
度

使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
訳
詩
で
は
、「
死
地
」
が
四
度
、「
鰐
の
口
」
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
詩
全
体
が
死

の
イ
メ
ー
ジ
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
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弾
丸
雨
飛
の
其
中
に
　
　
　
　
　
　
縦
横
む
じ
ん
切
り
靡
く

死
地
よ
り
出
で
ヽ
乗
り
帰
へ
す
　
　
鰐
の
口
よ
り
脱
れ
出
て

帰
る
は
元
の
一
里
半
　
　
　
　
　
　
六
百
人
の
其
中
で

残
る
は
い
と
ゞ
わ
づ
か
な
り

原
詩
の
最
後
連
で
あ
る
第
六
連
は
、「
彼
ら
の
栄
光
が
何
時
薄
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
」
と
偉
業
の
不
滅
を
讃
え
、
最
後
に
「
お

お
、
高
貴
な
六
百
騎
よ
」
と
締
め
く
く
る
が
、
こ
れ
は
訳
詩
で
は
最
後
の
第
五
連
に
相
当
す
る
。

あ
ゝ
勇
ま
し
き
も
の
ゝ
ふ
の
　
よ
に
香
し
き
其
誉

手
柄
は
永
く
伝
へ
な
ん

訳
詩
は
さ
ら
に
、「
六
百
人
の
豪
傑
」
の
敵
陣
へ
の
突
入
が
「
孫
ひ
こ
や
し
や
ご
」
に
ま
で
伝
え
ら
れ
、「
末
代
ま
で
も
名
は
朽
ち
じ
」

と
、
軍
神
と
も
言
う
べ
き
軽
騎
兵
の
栄
光
の
不
滅
を
ひ
た
す
ら
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
原
詩
と
の
間
に
、
そ
う
大
き
く
は
な
い

が
見
逃
せ
な
い
相
違
が
生
ず
る
。
原
詩
は
こ
の
突
撃
を“w

ild
charge”

と
呼
び
、
批
判
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残
し
て
い
る
。
テ
ニ
ソ
ン

は
、
壮
挙
の
不
滅
性
と
軽
騎
兵
の
勇
敢
さ
を
讃
え
な
が
ら
も
、
彼
ら
を
悲
惨
な
突
撃
に
駆
り
立
て
た
も
の
を
許
し
て
は
い
な
い
。
詩
人

は
け
つ
し
て
騎
兵
隊
の
「
古
今
無
双
の
手
柄
」
を
手
放
し
に
絶
賛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
軍
の
砲
兵
陣
地
に
一
団
と
な
っ
て
突
進
す
る
軽
騎
兵
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
勇
猛
果
敢
で
あ
ろ
う
と
、
彼
ら
が
不
可
避
的
に
被
っ

た
甚
大
な
損
害
は
、
戦
術
的
に
は
犬
死
に
と
言
っ
て
も
良
い
ほ
ど
の
空
し
い
犠
牲
で
あ
っ
た
。
原
詩
の
英
語
テ
ク
ス
ト
に
は
、
こ
う
し

た
悲
惨
な
突
撃
へ
の
詩
人
の
怒
り
と
感
嘆
と
、
そ
し
て
悲
し
み
が
交
錯
し
、
重
な
り
合
っ
て
結
晶
し
て
い
る
。
勇
敢
な
る
戦
士
た
ち
へ
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の
紋
切
り
型
の
賛
美
ほ
ど
、
愚
か
な
作
戦
へ
の
批
判
を
含
ん
だ
テ
ニ
ソ
ン
の
悲
痛
な
気
持
ち
か
ら
ほ
ど
遠
い
感
情
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。お

そ
ら
く
、
こ
こ
で
テ
ニ
ソ
ン
の
思
い
を
さ
ら
に
複
雑
に
さ
せ
た
の
は
、
夫
人
の
戦
争
へ
の
眼
差
し
で
あ
る
。
結
婚
後
の
テ
ニ
ソ
ン

に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
詩
作
に
お
い
て
、
彼
女
の
存
在
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
テ

ニ
ソ
ン
夫
人
エ
ミ
リ
は
、
日
記
を
一
人
称
単
数
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
常
に
一
人
称
複
数
で
書
い
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
ク
リ
ミ
ヤ
の

開
戦
時
か
ら
の
戦
争
へ
の
不
安
が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
るy

。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
訳
詩
に
お
い
て
は
、
突
撃
の
悲
劇
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
武
勇
と
失
態
の
無
残
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
も
、
そ

れ
を
形
象
化
し
た
詩
人
の
意
図
も
、
と
り
た
て
て
関
心
の
対
象
と
な
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
「
豪
傑
」
の
単
純
な
礼
讚
だ
け
に
絞
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。“Som

e
one

had
blundered.”

と
い
う
詩
句
の
欠
落
に
は
、
軍
の
上
層
部
の
失
態
な
ど
は
翻
訳
し
紹
介
す
る
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
と
考
え
た
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
の
外
山
正
一
の
判
断
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
前
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

バ
ラ
ク
ラ
ー
ヴ
ァ
の
戦
闘
自
体
に
関
す
る
誤
認
が
最
初
か
ら
大
き
く
作
用
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
「
軽
騎
兵
進
撃
の
詩
」
を
正
し
く
紹
介
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
に
し
て
も
、『
新
体
詩
抄
』
が
、

国
民
国
家
間
の
近
代
的
な
戦
争
に
お
け
る
苛
酷
な
戦
闘
と
悲
惨
な
兵
士
の
運
命
を
取
り
上
げ
た
著
名
な
詩
を
収
録
し
た
こ
と
の
意
義
は
、

ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て
も
強
調
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
　
「
外
山
ら
の
新
体
詩
は
『
詩
』
に
あ
ら
ず
」

『
新
体
詩
抄
』
の
批
評
史
に
と
っ
て
残
念
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
テ
ニ
ソ
ン
の
誤
読
そ
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
誤
読
に
よ
っ
て
「
騎

兵
隊
進
撃
の
詩
」
が
、
た
ん
に
武
勇
を
讃
え
た
好
戦
的
な
詩
と
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
明
治
期
か
ら
戦
前
ま
で
は

平
凡
な
戦
闘
詩
と
し
て
読
め
れ
、
戦
後
は
ま
た
、
そ
の
故
に
忌
避
さ
れ
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

174

八



さ
ら
に
そ
の
結
果
、『
新
体
詩
抄
』
と
い
う
詩
集
も
、
列
強
に
加
わ
っ
て
苛
酷
な
近
代
戦
を
戦
う
運
命
を
た
ど
る
日
本
を
象
徴
す
る
詩

を
収
録
し
た
新
し
い
詩
集
と
し
て
の
意
義
を
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
今
日
ま
で
経
過
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

『
新
体
詩
抄
』
が
、
粗
悪
で
稚
拙
な
、
詩
と
呼
び
難
い
詩
も
収
録
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
『
海

潮
音
』
の
見
事
な
象
徴
詩
群
に
比
べ
る
と
き
、
一
層
目
立
つ
で
あ
ろ
う
。
上
田
敏
が
そ
の
「
序
」
で
「
彫
心
鏤
骨
の
技
巧
實
に
燦
爛
の

美
を
恣
に
す
」
と
評
し
た
作
品
に
比
べ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
散
文
的
で
あ
ろ
う
。

森

外
は
、「
外
山
等
の
新
体
詩
は
『
詩
』
に
あ
ら
ず
」
と
辛
辣
に
評
し
た
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に

外
に
は
西
洋
の
詩
か
ら
い

く
つ
か
の
優
れ
た
日
本
語
訳
を
残
し
た
実
績
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

外
と
い
え
ど
も
、
翻
訳
の
言
語
と
し
て
漢
語
訳
を
も
採
用
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、
訳
詩
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
語
を
定
着
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

外
の
評
だ
け
を
笠
に
着
て
『
新

体
詩
抄
』
を
酷
評
す
る
の
は
あ
ま
り
に
安
易
で
あ
ろ
うu

。

夏
目
漱
石
も
新
体
詩
に
は
生
涯
を
通
し
て
関
心
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
し
い
岩
波
版
『
漱
石
全
集
』
の
索
引
を
見

る
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
新
体
詩
」
の
項
目
に
は
、
夥
し
い
数
の
言
及
が
彼
の
全
著
作
の
な
か
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。と

り
わ
け
日
露
戦
争
時
に
は
、
彼
自
身
が
学
生
か
ら
も
、
ま
ず
い
詩
を
書
か
れ
て
は
困
る
な
ど
と
悪
口
を
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
戦
闘

的
な
新
体
詩
を
書
い
て
い
る
一
方
で
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
な
か
で
は
、
越
智
東
風
の
新
体
詩
と
し
て
、
上
田
敏
の
『
海
潮
音
』
の

な
か
の
訳
詩
の
パ
ロ
デ
ィ
ま
が
い
の
詩
を
挿
入
し
た
り
し
て
い
る
。『
海
潮
音
』
が

外
に
捧
げ
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

外
へ

の
対
抗
意
識
と
、
絶
賛
を
博
し
た
同
僚
上
田
敏
調
の
訳
詩
の
言
語
に
必
ず
し
も
全
面
的
に
賛
意
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
文
学
研
究
者
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
詩
に
深
い
理
解
と
関
心
を
も
っ
て
い
た
漱
石
は
、
小
説
家
と
し
て
の
創
作
だ
け
に
満
足

す
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
近
代
詩
に
ふ
さ
わ
し
い
言
語
を
独
自
に
模
索
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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「
軽
騎
兵
の
進
撃
」
や
「
グ
レ
ー
氏
墳
上
感
懐
の
詩
』
を
初
め
と
し
て
、『
新
体
詩
抄
』
は
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
多

様
な
、「
死
」
に
彩
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。「
反
戦
詩
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
」
と
評
さ
れ
る
テ
ニ
ソ
ン
の
「
船
将
の
詩
」、
三
人

の
漁
夫
の
暴
風
に
よ
る
溺
死
を
吟
じ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ン
グ
ズ
リ
ー
の
「
悲
歌
」、
ネ
ル
ソ
ン
や
ブ
レ
イ
ク
提
督
の
戦
死
に
言
及
し
た

ト
マ
ス
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
「
英
国
海
軍
の
詩
」
な
ど
、
死
が
こ
の
詩
集
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
か
の
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
外
山
と
矢
田
部
の
競
訳
の
形
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
あ
の
有
名
な
独
白
で
さ
え
、
全
編
を
貫
く
数
々
の

死
者
を
視
野
に
収
め
つ
つ
読
む
と
き
、
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
新
た
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

明
治
以
来
、
性
急
な
近
代
化
が
必
然
的
に
残
し
た
夥
し
い
死
者
の
葬
列
に
た
い
し
て
、
彼
ら
に
相
応
し
い
挽
歌
を
必
ず
し
も
捧
げ
て

こ
な
か
っ
た
、
こ
の
国
の
歴
史
の
な
か
で
、『
新
体
詩
抄
』
は
歴
史
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
に
、
死
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
奏
で
て
い
る
。

最
近
、
三
〇
年
ぶ
り
に
復
刊
さ
れ
た
『
座
談
会
明
治
文
学
史
』（
岩
波
現
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
を
読
む
と
、
全
編
を
通
じ
て
柳
田
泉
、

勝
本
清
一
郎
と
い
う
、
明
治
文
学
研
究
者
の
最
初
の
世
代
の
凄
ま
じ
い
博
識
や
知
見
に
あ
ら
た
め
て
圧
倒
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

最
初
に
ほ
と
ん
ど
一
章
を
費
や
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
『
新
体
詩
抄
』
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
座
談
会
は
退
屈
な
ペ
ダ
ン
ト
リ
ー
に

空
回
り
し
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
いi

。

た
と
え
ば
、
勝
本
は
、
外
山
正
一
の
「
社
会
学
の
原
理
に
題
す
」
に
つ
い
て
、「
自
然
科
学
の
理
論
や
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
を
作
詩
態
度

の
な
か
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
そ
れ
だ
け
『
新

体
詩
抄
』
の
全
貌
を
把
握
す
る
に
は
む
し
ろ
焦
点
を
外
れ
た
説
明
を
行
う
な
ど
、
従
来
の
定
説
の
範
囲
内
で
饒
舌
を
費
や
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
テ
ニ
ソ
ン
の
「
軽
騎
兵
進
撃
」
に
つ
い
て
は
、
論
議
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

伊
藤
整
は
太
平
洋
戦
争
中
に
『
戦
争
の
文
学
』
と
い
う
、
ユ
ニ
ー
ク
な
近
代
文
学
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
ん
で
い
て
、
戦
争
文
学
へ

の
関
心
を
示
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
そ
こ
で
彼
は
、「
人
間
解
放
の
新
文
学
の
思
潮
は
、
赤
い
血
に
塗
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
戦
記
文
学
を

生
ま
れ
た
ま
ま
の
場
所
に
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
前
進
し
、
顧
み
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
」
と
書
い
た
り
、「
実
戦
に
従
い
、
敵
弾
を
潜
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っ
た
武
人
た
ち
の
術
作
と
新
文
学
と
が
、
ど
う
い
ふ
風
に
連
絡
し
て
ゐ
た
か
と
言
う
こ
と
は
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
」
と
書
い
て
い

た
。
し
か
し
、
戦
後
昭
和
二
七
年
に
出
た
、
伊
藤
の
『
日
本
文
壇
史
』
第
一
巻
で
は
、『
新
体
詩
抄
』
を
あ
る
程
度
詳
し
く
扱
っ
て
、
ハ

ム
レ
ッ
ト
の
独
白
は
、
矢
田
部
と
外
山
の
訳
を
と
も
に
引
用
し
、
グ
レ
イ
の
「
墓
畔
の
詩
」
の
冒
頭
を
「
良
く
で
き
て
い
る
」
と
し
て

引
い
た
り
し
て
い
る
が
、
伊
藤
も
ま
た
、
テ
ニ
ソ
ン
の
「
軽
騎
兵
進
撃
」
は
無
視
し
て
い
る
。

単
純
で
凡
庸
な
戦
争
詩
に
す
ら
、
国
民
国
家
の
栄
光
を
賛
美
す
る
好
戦
性
を
表
現
し
な
が
ら
も
、
戦
争
の
空
し
さ
を
伝
え
る
も
の
が

あ
る
。
ま
し
て
、
テ
ニ
ソ
ン
の
詩
を
単
純
に
解
釈
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

戦
闘
に
お
け
る
指
揮
系
統
の
混
乱
に
憤
激
し
、
英
雄
的
な
突
撃
を
賛
美
す
る
の
は
、
結
局
、
大
英
帝
国
の
桂
冠
詩
人
と
し
て
、
ど
ち

ら
も
国
家
へ
の
過
剰
な
義
務
感
に
基
づ
く
感
情
に
過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
テ
ニ
ソ
ン
に
は
、
桂

冠
詩
人
で
あ
る
ま
え
に
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
生
命
を
な
げ
う
っ
て
「
死
地
に
乗
り
入
れ
る
」
軽
騎
兵
た
ち
に
た
い
す
る
痛
切
な
思
い

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
ニ
ソ
ン
が
若
い
と
き
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
心
の
病
に
、
ま
た
病
へ
の
不
安
に
責
め
苛
ま

れ
て
い
た
か
知
っ
て
い
る
。
最
近
の
知
見
に
照
ら
し
て
「
軽
騎
兵
進
撃
の
詩
」
を
読
む
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
譯
を
糾
す
は
分
な
ら
ず
」
と
諦
め
、「
こ
れ
命
こ
れ
に
従
ひ
て
死
ぬ
る
の
外
は
あ
ら
ざ
ら
ん
」
と
観
念
す
る
の
は
、
い
つ
の
時
代
に

も
、
ど
こ
の
国
に
も
、
そ
う
珍
し
く
な
い
兵
卒
の
運
命
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
個
人
の
武
勇
が
無
力
と
な
る
「
大
失
態
」
を
告
発

し
た
詩
人
の
言
葉
を
な
ん
ら
の
疑
問
も
な
く
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
な
ん
と
日
本
国
の
近
代
の
、
ま
た
日
本
近
代
文
学
史
の
、

黎
明
に
ふ
さ
わ
し
い
読
み
で
は
な
か
ろ
う
か
。
漱
石
の
新
体
詩
へ
の
関
心
を
含
め
て
、『
新
体
詩
抄
』
は
さ
ら
に
検
討
に
値
す
る
で
あ
ろ

う
。
秀
れ
た
俳
人
、
漢
詩
人
で
あ
っ
た
漱
石
は
、
だ
か
ら
こ
そ
け
っ
し
て
俳
句
、
漢
詩
に
満
足
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
新
体
詩
と
い

う
表
現
形
式
に
大
き
な
希
望
を
い
だ
い
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

177

一
一

誤
読
さ
れ
た
軽
騎
兵
進
撃



q

『
新
体
詩
抄
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
森
亮
注
の
『
明
治
大
正
譯
詩
集
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
）
に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
よ
り
、
近
代
文
学

館
の
『
新
選
名
著
復
刻
全
集
』
版
を
参
照
し
た
。
テ
ニ
ソ
ン
の
原
詩
に
つ
い
て
は
、
二
種
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
と
く
にA

dam
R

oberts,A
lfred

T
ennyson

（O
xford,2000

）
を
参
照
し
た
。

『
新
体
詩
抄
』
に
は
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
序
を
書
い
て
い
る
。
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
い
が
、
外
山
正
一
の
「
序
」
に
は
、「
新
體
と
名
こ
そ

新
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
や
は
り
古
體
の
大
佛
の
法
螺
」
と
い
う
狂
歌
調
の
諧
謔
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
気
負
い
ば
か
り
が
目
立
つ
明
治
の
詩
集
の
序
の

な
か
で
も
異
色
で
あ
る
。
新
し
い
詩
の
困
難
へ
の
正
し
い
認
識
が
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
誤
り
は
、
外
国
の
詩
を
日
本
的
に
理
解
し
た
こ
と
か

ら
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。

w

森
亮
に
よ
る
前
掲
書
の
『
新
体
詩
抄
』
へ
の
注
釈
は
、
明
治
生
ま
れ
の
英
文
学
研
究
者
に
の
み
可
能
な
優
れ
た
読
み
が
随
所
に
見
ら
れ
貴
重
な

注
で
あ
る
が
、
こ
の
は
な
は
だ
不
適
切
な
前
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
何
の
訂
正
も
行
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
テ
ニ
ソ
ン
の
詩
に
関
し
て
、「
こ

の
騎
兵
隊
の
進
撃
の
新
聞
記
事
を
読
み
、
感
激
し
て
た
ち
ま
ち
こ
の
詩
を
書
き
上
げ
た
と
伝
え
ら
れ
る
」
と
、
誤
解
に
つ
な
が
る
単
純
化
し
た
注

を
付
け
て
い
る
。

e

J.A
.S.G

renville,E
urope

R
eshaped

1848-1878

（O
xford,2000

）,180.

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
に
関
し
て
は
、
そ
の
他
に

Paul
K

err,
T

he
C

rim
ean

W
ar

（London,2000

）,K
.H

oppen,
T

he
M

id-V
ictorin

G
eneration

（O
xford,1998

）
とM

ichaelH
ow

ard,W
ar

in
E

uropean
H

istory

（O
xford,1976

）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

r

テ
ニ
ソ
ン
の
評
伝
・
伝
記
と
し
て
は
、
ハ
ラ
ム
・
テ
ニ
ソ
ン
に
よ
る
二
巻
の
伝
記
の
ほ
か
に
は
、M

ich
ael

T
h

orn,
T

en
n

yson

（London,1992

）,R
obertM

artin,T
ennyson:T

he
U

nquietH
eart

（London,1980

）
に
よ
っ
た
。

t

一
八
五
五
年
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
の
詩
句
が
削
除
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
テ
ニ
ソ
ン
は
最
初
の
発
表
通
り
に
そ
れ
を
復
活
さ
せ

た
と
い
う
事
実
が
、
指
揮
系
統
の
「
大
失
態
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
進
撃
自
体
の
無
謀
さ
へ
の
批
判
が
行
間
に
滲
み
出
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。『
明
治
大
正
譯
詩
集
』
の
注
で
は
、
こ
の
句
の
詩
全
体
と
の
か
か
わ
り
は
無
視
し
て
、
こ
の
句
を
「
飛
ば
し
た
」
結

果
、「
不
必
要
と
思
わ
れ
る
一
般
論
め
い
た
句
（「
譯
を
糾
す
は
分
な
ら
ず
」
な
ど
を
指
す
）
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
」
と
だ
け
説
明
し
て
い
る
。

y

「
桂
冠
詩
人
の
妻
エ
ミ
リ
・
テ
ニ
ソ
ン
の
日
記
を
読
む

―
車
椅
子
・
戦
争
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」（『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
第
一
二
巻
第
二

号
）

u

吉
田
精
一
「
明
治
大
正
譯
詩
集
解
説
」（
前
掲
『
明
治
大
正
譯
詩
集
』
一
九
ペ
ー
ジ
）。
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i

『
座
談
会
明
治
文
学
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）。
比
較
的
新
し
い
文
学
史
で
あ
る
、
長
谷
川
泉
・
前
田
愛
編
『
日
本
文
学
新
史
〈
近
代
〉』

（
至
文
堂
　
一
九
九
〇
年
）
で
は
、『
新
体
詩
抄
』
自
体
が
ま
っ
た
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

o

伊
藤
整
『
日
本
文
壇
史
１
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
一
八
四
―
七
ペ
ー
ジ
。
こ
の
詩
集
に
は
、
越
智
治
雄
の
卓
抜
な
二
論
文
が

あ
る
が
、
個
々
の
詩
の
検
討
に
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。

（
本
学
文
学
部
特
任
教
授
）
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