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　『
太
陽
の
血
は
黒
い
』（
原
題
：
太
陽
的
血
是

黒
的
、
印
刻
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
は
、
台
湾

の
女
性
作
家
胡
淑
雯
に
と
っ
て
二
冊
目
の
単
行

本
と
の
こ
と
だ
が
、
最
初
の
『
哀
艶
是
同
年
』

（
印
刻
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
が
一
二
篇
よ
り

な
る
短
編
小
説
集
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
五

年
後
に
出
た
本
書
は
、
翻
訳
で
四
五
〇
頁
に
も

な
る
堂
々
と
し
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
全
一
九

章
か
ら
な
る
物
語
は
各
章
の
出
来
に
む
ら
が
あ

り
、
い
か
に
も
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
途
上

に
あ
る
作
品
と
い
う
印
象
を
免
れ
な
い
が
、
時

に
筆
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
ほ
ど
の
、
ど

う
し
て
も
語
り
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
溢

れ
、
読
む
者
を
圧
倒
す
る
。
未
熟
さ
の
残
る
こ

の
大
作
は
、
む
し
ろ
そ
の
未
熟
さ
の
ゆ
え
に
魅

力
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
た
だ
、
執
筆
当
時
の
作
者
の
思
い
の
あ
り
っ

た
け
を
、
あ
れ
も
こ
れ
も
詰
め
込
ん
だ
よ
う
な

こ
の
小
説
に
、
直
線
的
に
流
れ
る
時
間
は
わ
ず

か
十
日
間
で
あ
る
。
物
語
の
語
り
手
で
あ
り
、

主
人
公
で
も
あ
る
「
わ
た
し
」
は
、
台
湾
大
学

哲
学
研
究
科
修
士
課
程
の
大
学
院
生
で
二
十
四

歳
の
李
文
心
。
そ
の
彼
女
が
あ
る
日
の
午
後
、

父
親
か
ら
理
不
尽
に
罵
ら
れ
て
家
を
出
、
同
級
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生
・
小
海
（
陳
海
旭
）
の
住
む
高
級
マ
ン
シ
ョ

ン
に
転
が
り
込
み
、
そ
こ
で
数
日
を
過
ご
し
た

後
、
結
局
、
両
親
の
も
と
に
戻
ろ
う
と
す
る
ま

で
の
日
々
だ
。
そ
れ
は
、
二
〇
一
〇
年
の
異
常

に
寒
い
四
月
の
こ
と
で
、
清
明
節
を
間
に
挟
ん

だ
時
期
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
文
心
自
身

や
、
両
親
、
外
祖
父
・
外
祖
母
、
さ
ら
に
友
人

た
ち
の
記
憶
や
過
去
の
物
語
が
、
一
九
の
章
に

分
け
て
挿
入
さ
れ
、
交
錯
し
、
リ
ゾ
ー
ム
の
よ

う
に
広
が
っ
て
い
く
。
同
時
に
、
現
在
進
行
形

で
語
ら
れ
る
部
分
が
横
糸
と
し
て
、
バ
ラ
バ
ラ

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繋
げ
て
い
く
。
文
心
と
小
海

の
間
に
は
性
的
関
係
が
生
じ
て
そ
れ
ま
で
の
友

人
関
係
が
危
う
く
な
り
、
二
カ
月
前
に
自
殺
未

遂
を
は
か
っ
て
台
湾
大
学
病
院
に
入
院
中
の
レ

ズ
ビ
ア
ン
の
友
人
・
阿
莫
は
退
院
で
き
る
ま
で

に
回
復
し
、
文
心
と
父
は
和
解
す
る
。
だ
が
、

母
・
阿
雪
は
清
明
節
に
文
心
を
伴
っ
て
自
分
の

母
親
の
墓
参
り
に
行
っ
た
後
、
突
然
、
亡
き
母

に
憑
依
さ
れ
た
よ
う
に
精
神
に
異
常
を
き
た
し

て
し
ま
う
。
文
心
自
身
も
精
神
科
医
に
治
療
が

必
要
だ
と
言
わ
れ
る
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
く

が
、
彼
女
は
か
ろ
う
じ
て
持
ち
こ
た
え
、
新
し

く
生
き
直
し
、
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ

で
、
物
語
は
終
わ
る
。

　
こ
の
李
文
心
が
通
過
し
た
わ
ず
か
十
日
間
の

直
線
的
な
時
の
流
れ
は
、
様
々
な
人
物
の
入
り

組
ん
だ
記
憶
の
断
片
が
重
層
す
る
靄
の
よ
う
な

厚
み
に
隠
れ
て
、
実
は
よ
く
見
え
な
い
。
長
く

も
あ
り
、
短
く
も
あ
る
よ
う
な
時
間
だ
が
、
自

分
の
記
憶
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
記
憶
や
物
語

を
も
含
め
た
、
濃
密
な
時
間
を
か
い
く
ぐ
っ

た
彼
女
は
、
最
終
章
で
そ
れ
ま
で
と
は
違
う

「
ま
っ
た
く
新
し
い
人
間
」
に
な
る
。
だ
が
、

彼
女
の
新
生
は
、
い
っ
た
い
誰
の
、
ど
の
よ
う

な
、
記
憶
を
か
い
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も

た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
作
者
自
ら
が
記
し

た
「
日
本
語
版
序
」
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
作
品
を
通
じ
て

表
現
し
た
か
っ
た
の
は
、
政
治
犯
や
精
神
病

者
、
幼
少
期
の
性
的
被
害
者
、
性
転
換
し
た
い

か
あ
る
い
は
す
で
に
性
転
換
し
た
人
の
、
深
い

孤
独
の
う
ち
に
あ
る
語
る
こ
と
の
困
難
や
記
憶

の
不
安
定
感
、
で
あ
る
と
い
う
。
政
治
犯
と
は

文
心
の
外
祖
父
の
こ
と
で
、
幼
少
期
の
性
的
被

害
者
は
文
心
自
身
の
ほ
か
、
友
人
の
阿
莫
や

母
・
阿
雪
も
含
ま
れ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

に
つ
い
て
は
、
阿
莫
は
も
ち
ろ
ん
、
文
心
が
ア

ル
バ
イ
ト
で
書
い
て
い
る
ラ
ジ
オ
の
台
本
の
モ

デ
ル
・
路
路
や
台
北
の
街
角
で
出
会
っ
た
人
々

な
ど
が
含
ま
れ
る
。
口
は
あ
っ
て
も
語
れ
な

い
「
貧
者
」
と
さ
れ
る
彼
ら
・
彼
女
ら
の
中
に

は
、
さ
ら
に
、
学
歴
の
な
い
文
心
の
父
親
や
、

突
然
、
夫
を
国
家
反
逆
罪
で
奪
わ
れ
た
外
祖
母

も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
作
者
は
こ
う
し
た
「
貧

し
き
人
々
の
歳
月
」
を
見
つ
め
直
し
、
文
心
の

眼
差
し
を
と
お
し
て
描
い
て
い
く
。
そ
の
眼
差

し
は
ど
こ
ま
で
も
や
さ
し
く
、
彼
女
に
性
的
な

危
害
を
加
え
よ
う
と
し
た
、
遠
い
記
憶
の
中
の

知
的
障
が
い
者
の
少
年
・
小
光
に
対
し
て
も
、

同
様
で
あ
る
。
本
書
の
訳
者
三
須
祐
介
氏
も

「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
、「
李
文
心
の
ま
な
ざ
し

は
、「
い
び
つ
な
」
弱
者
を
見
捨
て
な
い
あ
た

た
か
な
や
さ
し
さ
も
湛
え
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
作
者
胡
淑
雯
の

や
さ
し
さ
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
作

者
本
来
の
や
さ
し
さ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、

自
他
の
重
層
的
な
記
憶
に
丁
寧
に
向
き
合
お
う

と
す
る
李
文
心
の
十
日
間
を
描
く
過
程
で
徐
々

に
見
出
さ
れ
た
や
さ
し
さ
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
、
弱
者
が
身
に
受
け
た
痛
み
の
物
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語
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
同
時
に
傷
の
原
因
と

な
っ
た
加
害
者
を
許
す
こ
と
を
も
学
び
、
そ
う

し
て
よ
う
や
く
救
済
さ
れ
た
魂
か
ら
生
ま
れ
た

や
さ
し
さ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
人
は
簡
単
に
他

者
を
傷
つ
け
る
側
に
も
立
っ
て
し
ま
う
、
と
い

う
悲
し
さ
を
知
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
や
さ
し

さ
で
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
点
を
文
心
と

小
海
の
物
語
に
即
し
て
見
て
い
き
た
い
。

　
先
ほ
ど
、
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
文
心
の
眼

差
し
は
や
さ
し
い
と
書
い
た
が
、
だ
か
ら
こ
そ

反
対
に
、
弱
者
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
巨
大
な

権
力
に
対
し
、
彼
女
の
眼
差
し
は
極
め
て
厳
し

く
な
る
。
例
え
ば
、
国
民
党
の
高
官
で
あ
っ
た

小
海
の
祖
父
・
海
爺
爺
に
対
し
、
文
心
は
傲
慢

と
も
い
え
る
よ
う
な
眼
差
し
を
向
け
る
の
で

あ
る
。

　
わ
た
し
は
海
爺
爺
の
背
後
に
、
醜
悪
こ
の
う

え
な
い
歴
史
を
嗅
ぎ
分
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
お
そ
ら
く
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
彼
ら

よ
り
下
に
い
る
な
ど
と
思
っ
た
こ
と
も
な

い
。（
九
八
頁
）

　
第
三
章
「
楽
蒂
（
ロ
ー
デ
ィ
）」
で
グ
ロ
テ
ス

ク
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
る
こ
の

老
人
は
、
文
心
と
小
海
の
関
係
に
も
歪
ん
だ
影

を
落
と
す
。
文
心
は
小
海
に
対
し
て
も
牙
を
む

く
が
、
彼
女
の
口
か
ら
ほ
と
ば
し
る
言
葉
の
激

し
さ
は
、
単
に
彼
と
性
的
関
係
を
持
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
小
海
が
海
爺
爺
の
血
縁
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
。

　
た
だ
、
文
心
の
小
海
に
対
す
る
心
情
の
変
化

は
、
言
葉
が
足
り
ず
、
あ
い
ま
い
で
、
と
て
も

成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
順
を
追
っ
て

見
て
み
る
と
、
文
心
は
、
家
を
飛
び
出
し
て
す

ぐ
小
海
の
と
こ
ろ
に
転
が
り
込
む
が
、
そ
の

晩
、
小
海
の
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
見
て
し

ま
う
。
翌
日
は
、
そ
れ
を
手
伝
い
、
三
日
目
に

も
、
小
海
か
ら
手
伝
っ
て
く
れ
と
い
わ
れ
る

が
、
断
る
。
と
こ
ろ
が
、
四
日
目
に
は
彼
と

ベ
ッ
ド
を
と
も
に
す
る
。
そ
れ
は
、「
わ
が
ま

ま
と
好
奇
心
に
よ
る
も
の
」
で
あ
り
、
友
情
の

境
界
を
知
り
た
か
っ
た
か
ら
だ
。「
結
果
は
な

か
な
か
悪
く
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
自
分
と
小

海
を
誇
り
に
思
う
」
と
、
文
心
は
言
う
。「
一

夜
の
甘
い
痙
攣
」
は
、
互
い
の
関
係
を
損
な
わ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
翌
日
も
ベ
ッ
ド

を
と
も
に
す
る
が
、
そ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が

言
葉
に
で
き
な
い
「
秘
密
」
を
抱
え
て
い
る
こ

と
が
暗
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
小

海
が
三
晩
連
続
で
文
心
が
寝
て
い
る
部
屋
を

ノ
ッ
ク
し
た
と
い
う
理
由
で
、
文
心
は
小
海
の

マ
ン
シ
ョ
ン
を
出
る
こ
と
を
決
意
す
る
。「
身

体
で
家
賃
を
払
っ
て
い
る
よ
う
だ
し
、
居
候
の

身
と
い
う
立
場
の
弱
さ
も
あ
る
」
と
は
い
う
も

の
の
、
こ
の
変
化
は
唐
突
だ
。
と
い
う
の
は
、

夜
だ
け
で
な
く
、
昼
間
も
、
二
人
の
関
係
は
決

し
て
悪
く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
阿
莫
も
誘
っ

て
三
人
一
緒
に
『
欲
望
と
い
う
名
の
電
車
』
の

映
画
を
見
た
り
、
戯
曲
を
読
ん
だ
り
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
、
小
海
の
と
こ
ろ
を
出
る
と
い
う

文
心
の
決
意
は
変
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
小
海
は
、
文
心
が
出
て
い
こ
う
と
す

る
と
き
、「
秘
密
」
を
持
ち
出
す
。
文
心
は
、

そ
れ
が
外
祖
父
に
関
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。
実

は
、
彼
女
の
外
祖
父
が
政
治
犯
と
し
て
捕
ま

り
、
一
六
年
も
の
間
、
緑
島
に
送
ら
れ
て
い
た

案
件
に
、
海
爺
爺
が
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
。
だ

が
、
二
人
と
も
早
く
か
ら
そ
の
こ
と
を
知
っ
て

い
な
が
ら
、
口
に
は
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
に
な
っ
て
、
文
心
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は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　「
で
も
あ
な
た
の
こ
と
を
恨
ん
で
も
い
な

い
し
、
嫌
い
な
わ
け
で
も
な
い
。
あ
な
た
の

こ
と
は
大
好
き
だ
し
、
わ
た
し
の
い
ち
ば
ん

の
親
友
だ
よ
。
だ
け
ど
、
あ
な
た
や
あ
な
た

の
家
族
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
、

わ
た
し
が
軽
蔑
し
て
る
っ
て
こ
と
は
、
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
ど
ね
」（
三
五
八
頁
）

　
彼
女
に
と
っ
て
小
海
の
家
族
は
、
友
情
や
愛

情
で
は
決
し
て
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
「
軽
蔑
」

の
対
象
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
外
省
人
第
三
世

代
、
そ
れ
も
「
青
い
血
液
﹇
青
は
国
民
党
を
象

徴
す
る
色
﹈
が
流
れ
る
特
権
階
級
の
ハ
ン
サ
ム

ボ
ー
イ
」
で
あ
る
小
海
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
あ

ま
り
に
残
酷
な
ひ
と
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
た
と
え
、
文
心
の
家
族
に
し
て
み

た
ら
、
こ
の
ひ
と
こ
と
を
発
せ
る
よ
う
に
な
る

ま
で
に
、
半
世
紀
の
時
間
を
必
要
と
し
た
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
文
心

の
両
親
の
世
代
に
は
と
て
も
口
に
出
せ
る
よ
う

な
セ
リ
フ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
時

は
流
れ
、
世
の
中
は
変
わ
り
、
世
代
は
交
代
し

て
い
た
。
小
海
は
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
答

え
る
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
小
海
は
頷
い
て
言
っ
た
。「
僕
も
そ
う
だ

よ
」（
三
五
八
頁
）

　
一
方
、
小
海
が
文
心
に
隠
し
て
い
た
秘
密
と

は
、
そ
の
こ
と
で
は
な
い
。
彼
も
そ
の
こ
と
は

知
っ
て
い
た
が
、
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
別
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
心
に
向
け
て
、

「
き
み
を
愛
し
て
る
ん
だ
」
と
い
う
ひ
と
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
は

ね
つ
け
る
。
そ
れ
も
、
冷
酷
な
言
葉
で
。
小
海

が
「
愛
し
て
る
ん
だ
」
と
い
う
の
は
、
文
心
の

家
族
に
対
す
る
罪
悪
感
か
ら
く
る
思
い
込
み
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。

　「（
…
…
）
も
う
ひ
と
つ
は
、
あ
な
た
た
ち

の
よ
う
な
特
権
家
庭
の
幸
福
で
豊
か
な
暮

ら
し
は
、
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
家
庭
の

悲
劇
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
あ
な
た
が

気
づ
い
た
か
ら
だ
よ
…
…
だ
か
ら
、
あ
な
た

は
“
性
”
に
よ
っ
て
混
乱
し
ち
ゃ
っ
た
だ
け

じ
ゃ
な
く
、“
罪
悪
感
”
に
よ
っ
て
有
頂
天

に
な
っ
て
い
る
っ
て
こ
と
だ
よ
」
わ
た
し
は

言
っ
た
。（
三
六
二
頁
）

　「
弱
者
」
に
対
し
て
や
さ
し
い
は
ず
の
文
心

が
放
つ
毒
矢
の
よ
う
な
ひ
と
こ
と
に
、
読
者
は

た
じ
ろ
ぐ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
瞬
間
に
、
本

土
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
か
つ
て
の
支
配
者

／
被
支
配
者
の
立
場
が
逆
転
し
た
こ
と
を
知
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
固
定
化
さ
れ
て
い
た
社
会

構
造
に
ひ
び
が
入
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
間
中
、
エ
ル

ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
の
講
演
原
稿
「
国
民
と
は
何

か
」
が
し
き
り
に
思
い
出
さ
れ
て
仕
方
な
か
っ

た
の
だ
が
、
ル
ナ
ン
に
よ
る
と
「
国
民
」
を
創

造
す
る
本
質
的
な
因
子
は
「
忘
却
」
で
あ
る
と

い
う
。
ど
の
よ
う
な
政
治
構
成
体
に
も
、
そ
の

起
源
に
は
内
戦
や
暴
力
的
出
来
事
が
あ
り
、
国

民
と
し
て
一
体
化
す
る
に
は
そ
れ
を
忘
れ
る
こ

と
が
必
要
な
の
だ
と
。
こ
の
小
説
で
も
そ
う
し

た
「
忘
却
」
が
度
々
言
及
さ
れ
る
（
以
下
、
傍

点
強
調
：
引
用
者
）。

　
　
そ
の
後
数
十
年
、
台
北
人
は
沈
黙
の
中
で

忘
却

0

0

を
学
ん
だ
。
大
規
模
な
逮
捕
の
恐
怖
を

忘
却

0

0

す
る
こ
と
を
。（
八
五
頁
）

　
　
空
気
汚
染
と
同
じ
よ
う
に
至
る
と
こ
ろ
に

存
在
す
る
政
治
の
、
最
も
主
要
な
目
的
と
は
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忘
却

0

0

を
つ
く
り
出
す
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
を
し

て
自
分
た
ち
が
政
治
の
な
か
に
、
汚
染
の
な

か
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
こ

0

0

0

0

0

0

と0

。（
一
八
二
頁
）

　
中
華
民
国
が
か
ろ
う
じ
て
中
華
民
国
た
り

え
、
台
北
人
が
台
北
人
た
り
う
る
た
め
に
、
確

か
に
「
忘
却
」
は
必
要
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
ル
ナ
ン
が
い
う
よ
う
に
、「
歴
史
学
の
進
歩

は
往
々
に
し
て
国
民
性
に
と
っ
て
危
険
」
に
な

る
。
暴
力
的
な
出
来
事
の
記
憶
が
掘
り
起
こ
さ

れ
、
加
害
者
と
被
害
者
の
間
に
古
傷
の
痛
み
が

甦
れ
ば
、
国
民
国
家
と
い
う
想
像
の
共
同
体
が

瓦
解
し
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
危
険
性
に
つ

い
て
は
、
胡
淑
雯
自
身
、
よ
く
わ
か
っ
て
い

た
。
彼
女
は
、「
真
相
は
人
を
苦
し
め
る
│
│

そ
の
と
お
り
、
真
相
は
役
立
た
ず
だ
│
│
だ
か

ら
み
ん
な
は
逆
に
真
相
を
暴
い
た
人
の
こ
と
を

責
め
て
、
加
害
者
を
追
及
す
る
こ
と
を
忘
れ

て
し
ま
う
の
だ
」（
三
三
四
頁
）
と
記
し
て
い

る
。「
忘
却
」
を
掘
り
起
こ
し
、「
真
相
」
を
暴

く
こ
と
は
、
新
た
な
暴
力
と
な
り
、
か
つ
て
の

加
害
者
を
苦
し
め
る
。
文
心
が
外
祖
父
の
「
真

相
」
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
当
然
、
加
害
者
の

末
裔
・
小
海
を
傷
つ
け
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と

き
、
文
心
は
新
た
な
加
害
者
と
な
る
。

　
だ
が
注
意
す
べ
き
は
、
文
心
か
ら
外
祖
父
の

話
を
聞
か
さ
れ
る
は
る
か
以
前
か
ら
、
小
海
は

そ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
む

し
ろ
、
自
ら
そ
れ
を
求
め
た
と
い
う
点
だ
。
一

九
八
六
年
生
ま
れ
の
小
海
が
高
校
三
年
生
で
、

一
八
歳
だ
っ
た
こ
ろ
│
│
そ
れ
は
、
民
進
党
が

政
権
を
握
っ
て
い
た
時
代
だ
が
│
│
、「
彼
は

世
間
を
知
る
よ
う
に
な
り
、
い
く
つ
か
の
事
柄

に
つ
い
て
も
耳
に
し
て
い
た
し
、
現
代
史
│
│

中
華
民
国
遷
台
史
に
つ
い
て
も
少
し
は
わ
か
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
」（
一
四
〇
頁
）。
同
級
生

か
ら
は
祖
父
を
貶
め
る
よ
う
な
言
葉
を
投
げ
つ

け
ら
れ
た
り
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
小
海
の
家
族
の
歴
史
は
、
政
権
交
代
に
よ

る
本
土
化
の
過
程
で
、「
歴
史
学
の
進
歩
」
に

よ
っ
て
す
で
に
暴
か
れ
て
い
た
の
だ
。
だ
が
同

時
に
、
小
海
が
自
ら
そ
の
真
相
を
求
め
た
青
年

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。

　
　
小
海
は
上
手
に
身
を
処
し
て
自
分
の
地
位

を
守
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
世
の

不
平
を
憤
り
、
世
俗
の
ひ
ど
さ
を
憎
む
犬
儒

主
義
に
向
か
う
か
、
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
の
無
重
力
の
逃
避
路
線
に
向
か
う
か
で
あ

る
。
彼
は
身
の
程
知
ら
ず
に
も
記
憶
を
選
択

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し0

、
自
分
は
そ
の
場
に
存
在
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が0

、
父
祖
が
黙
認
し

0

0

0

0

0

0

、
ひ
い
て
は
積
極
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

関
与
し
た
暴
行
に
つ
い
て
探
求
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。「
接0

収
者
と
強
奪
者
の
後
継
者
か
…
…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
小
海
が

0

0

0

こ
ん
な
ふ
う
に
自
分
の
境
遇
を
追
憶
す
る
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は

0

0

、
粛
清
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　
　
台
湾
人
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
簡
単

0

0

な
こ
と
で
は
な
い
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
一
四
一
頁
）

　
か
つ
て
、
文
心
の
外
祖
父
の
時
代
、「
台
湾

人
に
と
っ
て
、
中
国
人
に
な
ろ
う
と
す
る
こ

と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」（
一
九

六
頁
）。
だ
が
、
現
在
、
そ
れ
は
外
省
人
第
三

世
代
の
小
海
の
言
葉
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
台
湾
人
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
簡
単
な

こ
と
で
は
な
い
の
だ
」、
と
。
小
海
が
「
身
の

程
知
ら
ず
に
も
記
憶
を
選
択
」
し
、
父
祖
が

「
積
極
的
に
関
与
し
た
暴
行
に
つ
い
て
探
求
し

た
」
の
は
、
お
そ
ら
く
「
台
湾
人
」
に
な
る
た

め
で
あ
っ
た
。
だ
が
、「
接
収
者
と
強
奪
者
の

後
継
者
」
が
自
ら
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
、
過
去



186

の
負
債
に
向
き
合
お
う
と
す
れ
ば
、
傷
つ
く
こ

と
は
免
れ
な
い
。「
自
分
の
境
遇
を
追
憶
す
る

こ
と
は
、
粛
清
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
」
と
い

う
ひ
と
こ
と
は
、
小
海
が
直
面
せ
ざ
る
を
得
な

い
残
酷
さ
を
描
い
て
余
り
あ
る
が
、
そ
こ
に
作

者
胡
淑
雯
の
「
許
し
」
と
や
さ
し
さ
が
あ
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

　
物
語
の
最
後
に
、
小
海
は
チ
ェ
コ
に
旅
立

ち
、
プ
ラ
ハ
か
ら
文
心
に
シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル
を

送
っ
て
く
る
が
、
そ
こ
に
は
文
心
だ
け
で
な

く
、
小
海
の
新
生
も
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
、

お
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
記
憶
に
向
き
合

い
、
そ
れ
を
共
有
し
、
両
者
を
隔
て
る
境
界
を

乗
り
越
え
た
結
果
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
人
と
人
は
互
い
に
近
づ
き
、
寄
り
か
か
り

あ
い
、互
い
に
憐
れ
み
あ
い
、
愛
し
あ
う
も

の
だ
が
、
そ
れ
も
境
界
の
崩
壊
を
ま
ず
経
験

し
て
か
ら
の
話
な
の
で
あ
る
。（
四
四
二
頁
）

　
こ
こ
に
は
、
か
つ
て
境
界
線
を
引
か
れ
た
二

つ
の
階
級
が
、
和
解
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
途
上
で
は
お

互
い
新
た
に
傷
つ
け
あ
う
こ
と
も
避
け
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
し
、
元
に
戻
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ

う
。
だ
が
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
は
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
　
わ
た
し
の
四
肢
は
い
っ
た
ん
全
部
が
ば
ら

ば
ら
に
な
り
、
そ
し
て
あ
ら
た
め
て
組
み
立

て
ら
れ
、
ま
っ
た
く
新
し
い
人
間
に
な
る
の

だ
。

　
　
さ
ら
に
痛
み
、
さ
ら
に
歪
ん
で
し
ま
う
と

し
て
も
、
だ
か
ら
こ
そ
知
性
と
慈
悲
心
と
が

少
し
ば
か
り
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
四

四
三
頁
）

　
こ
れ
が
、
李
文
心
が
十
日
間
の
家
出
の
間
、

様
々
な
人
々
の
記
憶
を
か
い
く
ぐ
る
こ
と
に

よ
っ
て
た
ど
り
着
い
た
最
終
地
点
で
あ
り
、
作

者
胡
淑
雯
が
書
く
こ
と
を
通
し
て
見
出
し
た
大

い
な
る
や
さ
し
さ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
三
須
祐
介
氏
の
翻
訳
だ
が
、
ひ

じ
ょ
う
に
自
然
で
、
時
に
こ
れ
が
外
国
文
学
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
翻
訳
作

品
に
あ
り
が
ち
な
「
典
型
的
な
女
性
言
葉
」
を

極
力
避
け
た
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
十
分
成

功
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。


