
青
息

激
動
の
時
代
を
走
り
抜
け
た
最
後
の
ア
ナ
ー
キ
ス
ト

風
の
中
の
真
実
を
聞
け

栗
林 

英
一
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は
じ
め
に

　

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
日
本
は
急
速
に
軍
事
国
家
へ
の
道
を
進
ん
で
い
っ
た
。
昭
和
七
年

（
一
九
三
二
年
）
の
五
・
一
五
事
件
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
年
）
の
二
・
二
六
事
件
を
経
て
満
州
、
中
国
大
陸

へ
侵
攻
し
て
、
張
作
霖
爆
殺
事
件
、
柳
条
湖
事
件
を
引
き
起
こ
し
中
国
大
陸
を
侵
略
し
始
め
た
。
そ
し
て
傀か
い
ら
い儡

国
で
あ
る
満
州
国
を
建
国
し
た
。

　

国
内
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
反
動
か
ら
深
刻
な
不
況
の
波
に
見
舞
わ
れ
、
渡
辺
銀
行
の
取
り
付
け
が
起
こ

り
東
京
証
券
取
引
所
の
株
が
暴
落
し
た
。
い
わ
ゆ
る
昭
和
恐
慌
で
、
数
多
く
の
企
業
の
倒
産
が
連
鎖
的
に
発
生

し
て
激
し
い
経
済
不
況
に
突
入
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
激
動
す
る
戦
争
の
時
代
に
同
期
す
る
よ
う
に
、
栗
林
英
一
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
に
北
秋
田

市
で
誕
生
し
、
そ
の
戦
争
の
荒
波
の
中
で
満
州
渡
航
、
徴
兵
さ
れ
て
北
千
島
の
占
守
島
の
激
戦
、
シ
ベ
リ
ヤ
に
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はじめに

抑
留
と
青
春
時
代
を
翻
弄
さ
れ
て
、
帰
国
後
は
故
郷
を
捨
て
て
上
京
し
て
苦
難
の
生
涯
を
送
っ
た
。

　

幼
少
期
は
警
察
官
で
あ
る
父
と
と
も
に
秋
田
県
内
を
何
度
も
転
校
を
し
て
過
ご
し
て
、
そ
し
て
中
学
を
卒
業

す
る
と
、
秋
田
日
満
高
等
工
業
学
校
か
ら
満
州
に
渡
り
大
連
市
の
日
系
企
業
に
就
職
を
し
た
。
病
気
や
自
殺
未

遂
で
一
年
後
に
秋
田
に
帰
郷
、
間
も
な
く
一
八
歳
で
徴
兵
さ
れ
、
陸
軍
第
五
軍
第
九
十
五
師
団
の
第
十
七
連
隊

に
配
属
さ
れ
て
最
北
端
の
北
千
島
守
備
隊
に
配
属
さ
れ
た
。

　

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
年
）
八
月
十
五
日
の
敗
戦
の
三
日
目
に
、
突
如
攻
め
込
ん
だ
ソ
連
軍
と
第
十
七
師

団
は
激
烈
な
戦
闘
を
し
た
。
い
わ
ゆ
る
占
守
島
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
が
、
英
一
は
生

き
残
り
捕
虜
と
な
っ
て
シ
ベ
リ
ヤ
に
抑
留
さ
れ
た
。

　

四
年
後
の
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
年
）
に
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
か
ら
秋
田
に
復
員
、
地
方
新
聞
の
編
集
を
し

な
が
ら
小
説
を
書
き
そ
の
処
女
作
が
受
賞
、
そ
し
て
上
京
し
て
小
説
家
を
志
望
し
た
が
、
生
活
苦
の
ゆ
え
に
た

ち
ま
ち
の
う
ち
に
挫
折
し
て
い
る
。

　

以
後
十
年
ほ
ど
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
し
た
の
ち
に
、
四
十
歳
ご
ろ
に
退
社
し
、
会
社
を
起
こ
し
た
。
競
争

社
会
の
中
に
頼
る
組
織
も
縁
故
も
な
く
、
徒と

し
ゅ手
空く

う
け
ん拳
と
も
言
え
る
独
立
で
あ
っ
た
。
し
か
し
生
来
の
才
能
と
努
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力
と
不
屈
の
意
志
で
そ
れ
を
成
功
さ
せ
、
企
業
の
市
場
動
向
の
調
査
と
そ
の
販
売
促
進
情
報
誌
を
発
行
す
る
会

社
を
立
ち
上
げ
た
。（
株
）
ル
プ
レ
ザ
ン
テ
社
で
あ
る
。

　

彼
の
生
来
の
優
れ
た
資
質
は
そ
こ
で
十
二
分
に
発
揮
さ
れ
、
こ
の
業
界
の
中
で
ル
プ
レ
ザ
ン
テ
社
は
急
速
な

発
展
を
成
し
遂
げ
た
。
戦
後
の
ど
さ
く
さ
の
中
で
貧
窮
に
耐
え
て
悪
戦
苦
闘
を
し
、
血
の
出
る
よ
う
な
努
力
を

し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
頃
か
ら
の
二
十
年
ほ
ど
は
経
済
的
に
も
豊
か
に
な
り
彼
は
充
実
し
た
幸
福
な
時
代
を
迎
え
て
い
た
。
し

か
し
激
し
い
仕
事
の
連
続
が
引
き
金
と
な
っ
て
、
突
然
癌
に
侵
さ
れ
る
。
や
む
な
く
会
社
を
解
散
し
て
、
闘
病

の
傍
に
レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
や
住
宅
賃
貸
業
に
転
換
し
た
。

　

そ
し
て
若
い
頃
に
夢
を
託
し
た
文
学
へ
の
道
を
歩
み
始
め
る
。
誰
も
が
書
い
て
い
な
い
日
本
の
戦
争
を
総
括

す
る
長
編
小
説
書
を
書
こ
う
と
思
い
立
ち
、
癌
の
不
安
を
打
ち
消
す
か
の
ご
と
く
、
そ
こ
へ
鬼
気
迫
る
熱
意
と

努
力
を
注
ぎ
続
け
た
。
家
族
の
献
身
的
な
介
護
に
も
支
え
ら
れ
て
、
多
く
の
戦
友
や
関
係
者
と
往
復
書
簡
を
残

し
た
。

　

彼
の
内
面
に
与
え
た
戦
争
の
傷
跡
は
想
像
以
上
に
深
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
屈
折
し
て
悩
み
懊お
う
の
う悩
す
る
。
国
家
は
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はじめに

そ
こ
に
所
属
す
る
個
人
の
生
活
を
守
り
保
障
す
る
が
、
一
方
で
は
戦
争
に
駆く

り
出
し
虐
待
、
抑
圧
し
て
死
を
強

要
す
る
。
他
国
に
出
兵
さ
せ
ら
れ
た
兵
士
は
残
虐
な
加
害
者
に
な
り
、
そ
し
て
敗
れ
れ
ば
暴
行
さ
れ
虐
殺
さ
れ

る
。

　

そ
れ
ら
の
複
雑
な
悲
劇
を
も
た
ら
す
戦
争
と
い
う
も
の
を
、
自
ら
の
過
酷
な
体
験
を
も
と
に
総
括
す
る
小
説

を
書
き
た
い
と
い
う
強
い
願
望
に
支
え
ら
れ
て
、
二
十
年
も
の
歳
月
を
闘
病
し
な
が
ら
戦
い
続
け
た
。

　

栗
林
は
幼
少
期
か
ら
多
く
の
小
説
や
詩
を
読
み
生
涯
文
学
青
年
で
も
あ
っ
た
。

大
正
ロ
マ
ン
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
中
で
育
ま
れ
た
多
く
の
作
家
や
詩
人
の
影
響
を
受
け
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
洗
礼
も
受
け
て
、
詩
や
小
説
を
書
い
て
文
学
に
夢
を
託
し
て
い
た
こ
と
が
、
残
さ
れ
た
多
く

の
書
簡
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
シ
ベ
リ
ヤ
復
員
後
に
新
聞
社
に
投
稿
し
た
処
女
作
品
『
窓
に
て
』
が
受
賞
し
て

い
る
。
こ
れ
を
契
機
に
小
説
家
を
夢
見
て
、
当
時
は
新
進
作
家
で
あ
っ
た
多
く
の
文
学
者
と
交
流
し
て
い
た
。
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鶴
田
知
也
：
第
三
回
芥
川
賞
受
賞
、
農
民
文
学
者
、		
	

同
人
誌
「
秋
田
文
芸
」
を
共
に
創
刊

椎
名
麟
三
：
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
受
賞
、
芸
術
奨
励
賞
受
賞	

作
品
指
導
を
受
け
る

野
間
宏
：「
真
空
地
帯
」
毎
日
出
版
文
化
賞
受
賞	
	

	

作
品
批
評
を
依
頼
し
て
い
る

林
京
子
：
群
像
新
人
賞
、
第
七
三
回
芥
川
賞
受
賞	

　
　

	
	

林
俊
夫
氏
の
妻
、
林
俊
夫
氏
は
朝
日

	
	

	
	

	
	

	
	

新
聞
の
記
者
、
往
復
書
簡
多
数
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

栗
林
英
一
は
鋭
い
感
性
と
知
的
な
洞
察
力
に
恵
ま
れ
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
理
不
尽
な
国
家
や
体
制
に

対
す
る
反
骨
精
神
を
貫
き
、
生
涯
孤
独
な
戦
い
を
挑
み
続
け
た
不
屈
の
人
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
生
を
幼
少
期
か
ら
辿た

ど

る
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た
数
多
く
の
書
簡
や
資
料
を
元
に
、
書
こ
う
と
し
て
ど

う
し
て
も
書
け
な
か
っ
た
思
い
を
こ
こ
に
少
し
で
も
再
現
し
て
後
世
に
伝
え
、
併
せ
て
献
身
的
に
介
護
を
し
た

ご
家
族
へ
の
顕

け
ん
し
ょ
う彰

碑ひ

と
し
て
こ
こ
に
残
し
た
い
。
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一　おいたち

一　
　

お
い
た
ち

　

栗
林
英
一
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
北
秋
田
市
土
橋
で
父
栗
林
哲
二
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
た
。

　

母
は
ト
ク
ヨ
と
い
う
。
英
一
の
上
に
年
の
離
れ
た
長
女
栄
子
と
次
女
哲
子
が
い
て
、下
に
次
男
勇
二
、三
男
勇
、

そ
し
て
一
番
下
に
三
女
和
子
の
六
人
兄
弟
で
あ
っ
た
。

　

栗
林
家
は
仙
北
郡
美
里
町
六
郷
の
代
々
続
い
た
大
地
主
で
、
父
の
哲
二
は
そ
こ
の
六
人
兄
弟
の
末
っ
子
で
あ

っ
た
。

　

秋
田
県
の
中
心
部
に
は
秋
田
一
の
大
河
、
雄
物
川
が
流
れ
て
い
る
。
南
東
部
の
奥
羽
山
脈
の
麓ろ

く

か
ら
の
水
を

集
め
て
、
流
域
の
広
大
な
米
ど
こ
ろ
の
水
田
を
潤
し
な
が
ら
流
れ
下
っ
て
、
秋
田
市
の
南
で
日
本
海
に
注
い
で

い
る
。

　

こ
の
川
は
米
や
多
く
の
農
産
物
、
名
産
の
杉
や
檜
な
ど
を
運
ぶ
秋
田
の
大
動
脈
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
流
の
横
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手
盆
地
の
入
り
口
に
仙
北
郡
は
あ
っ
た
。
田
沢
湖
か

ら
角
館
を
へ
て
流
れ
下
っ
て
き
た
玉
川
と
の
合
流
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
広
大
な
水
田
地
帯
で
あ
る
。

　

戦
前
の
秋
田
は
日
本
で
も
有
数
の
地
主
王
国
だ
っ

た
。	

五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
田
畑
を
所
有
す
る
大

地
主
が
二
百
人
以
上
も
あ
っ
た
と
い
う
。
特
に
仙
北

郡
は
米
ど
こ
ろ
横
手
盆
地
の
中
央
に
位
置
し
て
お
り
、

雄
物
川
の
水
運
を
利
し
て
早
く
か
ら
商
品
経
済
が
発

展
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
大
地
主
が
多

く
で
き
た
と
い
う
。
栗
林
家
も
こ
う
し
た
地
主
の
一

つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

そ
の
栗
林
家
の
六
男
の
父
哲
二
は
秋
田
県
立
農
業

学
校
養よ
う
さ
ん蚕
別
科
を
卒
業
、
町
役
場
に
勤
め
養よ
う
さ
ん蚕
の
指
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一　おいたち

導
員
に
な
っ
た
。
二
十
二
歳
の
時
に
秋
田
県
警
察
署
に
採
用
さ
れ
て
、
そ
の
後
巡
査
部
長
と
な
り
秋
田
各
地
の

派
出
所
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
そ
の
都
度
数
年
ご
と
に
家
族
を
連
れ
て
転
勤
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

　

栗
林
英
一
の
小
中
学
校
時
代
は
、
そ
の
父
の
転
勤
で
何
度
も
秋
田
県
内
各
地
に
転
校
を
し
た
。
短
い
と
こ
ろ

は
一
年
、
長
い
と
こ
ろ
で
も
三
年
で
転
校
し
た
と
い
う
。

　

秋
田
は
豪
雪
地
帯
で
あ
る
。
日
本
海
か
ら
吹
き
渡
っ
て
く
る
湿
気
を
含
ん
だ
風
は
奥
羽
山
脈
に
ぶ
つ
か
り
、

激
し
く
雪
を
降
ら
せ
る
。
横
手
盆
地
の
仙
北
郡
や
横
手
市
、
秋
田
湯
沢
市
は
日
本
で
も
有
数
の
豪
雪
地
帯
だ
っ

た
。
夏
に
は
そ
の
湿
気
は
低
い
雲
と
な
っ
て
流
れ
て
き
て
日
差
し
を
遮
さ
え
ぎ

る
。
秋
田
の
都
道
府
県
別
の
日
照
時
間

は
、
日
本
で
最
も
少
な
い
と
言
う
。
色
白
の
秋
田
美
人
の
所ゆ
え
ん以
が
こ
こ
に
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
に
は
北
前
船
の
航
路
に
あ
た
り
京
都
、
大
阪
と
の
繋つ
な

が
り
が
深
く
、
文
化
的
な
影
響
を
強
く
受
け

て
い
た
。
特
に
秋
田
市
内
や
角
館
で
は
服
装
や
言
葉
遣
い
も
繊
細
で
、
洒
落
た
気
風
が
あ
っ
た
。
今
も
残
っ
て

い
る
角
館
の
街
並
み
は
城
下
町
の
町
割
り
の
形
を
今
に
残
し
て
小
京
都
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

古
代
か
ら
も
出
雲
と
の
関
わ
り
も
深
く
、
青
森
や
秋
田
訛な

ま

り
の
ズ
ー
ズ
ー
弁
は
出
雲
訛な
ま

り
が
そ
の
元
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
和
朝
廷
が
成
立
し
て
間
も
な
く
の
七
百
三
十
三
年
ご
ろ
に
は
、
こ
の
蝦え

ぞ夷
を
支
配
す
る
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橋き
ょ
う
と
う
ほ

頭
堡
と
し
て
出
羽
柵
が
作
ら
れ
た
。
今
の
秋
田
城じ

ょ
う
し址
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
秋
田
は
古
代
か
ら
中
央
と
の
繋つ
な

が
り
が
深
く
、
そ
の
影
響
で
秋
田
の
人
た
ち
は
京
風
の
文
化
の

影
響
を
受
け
学
問
を
よ
く
し
て
知
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
お
し
ゃ
れ
で
享
楽
的
、
見
栄
っ
張
り
が
多
い
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。
ど
う
い
う
理
由
か
は
不
明
だ
が
、
都
道
府
県
別
の
自
殺
率
が
日
本
一
高
く
、
交
通
事
故
死
の

六
倍
に
も
な
る
と
い
う
。

　

栗
林
英
一
の
幼
少
期
は
こ
う
し
た
秋
田
の
風
土
や
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
、
当
時
と
し
て
は
比
較
的
裕
福
な
家

庭
で
多
く
の
兄
弟
に
囲
ま
れ
て
育
っ
て
い
っ
た
。
父
の
転
勤
で
各
地
に
転
校
を
重
ね
る
が
、
常
に
成
績
は
優
秀

で
あ
っ
た
。
早
熟
で
早
い
頃
か
ら
読
書
に
親
し
み
、
中
学
の
頃
に
は
多
く
の
書
物
を
読
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
達
の
作
品
を
好
ん
で
読
ん
で
い
た
。
人
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
、
き

か
ん
気
の
暴
れ
ん
坊
で
、
両
親
や
姉
た
ち
を
困
ら
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
う
。
書
簡
の
中
で
、
私
の
人
生

で
は
、
何
度
か
自
分
で
も
訳
の
わ
か
ら
な
い
感
情
に
取
り
憑つ

か
れ
て
、
狂
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
何
者
か
に
憑ひ

ょ
う
い依

さ
れ
た
と
書
い
て
あ
り
、
最
初
は
七
歳
の
頃
だ
っ
た
と
い
う
。

　

秋
田
の
阿
仁
合
と
い
う
鉱
山
の
町
に
住
ん
で
い
た
時
だ
っ
た
。
中
秋
の
名
月
の
晩
の
お
盆
の
祝
い
の
時
だ
っ


