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プ
ロ
ロ
ー
グ
―
―
ソ
レ
ル
ス
の
過
去
・
現
在
・
未
来
そ
し
て
「
中
国
」

現
代
の
文
学
状
況
に
お
い
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ソ
レ
ル
ス
は
そ
の
受
容
に
関
し
て
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
で
大
き
な
温

度
差
の
あ
る
作
家
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
世
紀
の
六
〇
〜
七
〇
年
代
、
先
鋭
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

と
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
界
を
牽
引
し
て
い
た
ソ
レ
ル
ス
は
、
当
時
わ
が
国
に
お
い
て
も
そ
の
著
作
が
次
々
と
翻
訳
さ

れ
、
刺
激
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
論
が
文
学
者
の
間
に
活
発
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
て
い
た
。
今
日
、
本
国
で
は
相

変
わ
ら
ず
話
題
に
事
欠
か
な
い
存
在
感
あ
ふ
れ
る
作
家
で
あ
り
続
け
る
ソ
レ
ル
ス
で
あ
る
が
、
現
代
日
本
の
文
学
地

図
に
お
い
て
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
だ
ろ
う
か
。

処
女
作
『
挑
戦）

1
（

』
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
一
九
五
八
年
に
は
、
当
時
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
サ
ガ

ン
と
並
び
称
せ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ャ
ッ
ク
と
共
産
党
幹
部
で
あ
っ
た

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
、
ル
イ
・
ア
ラ
ゴ
ン
の
二
人
か
ら
絶
讃
を
浴
び
た
こ
と
か
ら
、
バ
チ
カ
ン
と
ク
レ
ム
リ
ン
の
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両
方
か
ら
お
墨
付
き
を
貰
っ
た
と
言
わ
れ
も
し
た
ソ
レ
ル
ス
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
作
風
を
一
変
さ
せ
、『
ル
・
モ

ン
ド
』
紙
の
書
評
記
者
を
し
て
「
こ
の
怪
物
を
前
に
し
て
は
口
を
つ
ぐ
む
し
か
な
い
」
と
ま
で
言
わ
せ
た
実
験
小
説

『
ド
ラ
マ）

2
（

』
を
発
表
し
た
。「
変
節
漢
ソ
レ
ル
ス
」
に
よ
る
最
初
の
変
節
で
あ
る
。「
変
節
漢
」
の
呼
称
は
以
後
、
ソ

レ
ル
ス
の
作
家
と
し
て
の
生
涯
を
通
じ
て
つ
い
て
回
る
こ
と
に
な
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
実
験
へ
と
大
き
く
創
作

活
動
の
舵
を
切
っ
た
ソ
レ
ル
ス
は
、
以
後
「
読
め
な
い
」
作
品
を
次
々
と
生
み
出
す
一
方
で
、
一
九
六
〇
年
に
進
歩

的
カ
ト
リ
ッ
ク
系
出
版
社
ス
イ
ユ
か
ら
季
刊
文
芸
誌
『
テ
ル
・
ケ
ル）

3
（

』
を
刊
行
し
、
当
時
圧
倒
的
に
文
学
界
を
支
配

し
て
い
た
サ
ル
ト
ル
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
論
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
て
他
に
類
を
見
な
い
文
芸
活
動
を
ス
タ

ー
ト
さ
せ
て
い
る
。『
テ
ル
・
ケ
ル
』
は
実
験
的
作
品
の
掲
載
だ
け
で
な
く
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
と
と
も
に
ヌ

ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
を
巡
る
討
論
会
を
開
催
し
た
り）

4
（

、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
と
誌
上
で
テ
ク
ス
ト
理
論
に
関
す
る
対

話
を
行
う
な
ど）

5
（

多
彩
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
当
時
ま
だ
評
価
の
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト

ー
や
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
を
積
極
的
に
紹
介
す
る
な
ど）

6
（

、
独
自
の
視
点
か
ら
多
く
の
貴
重
な
記
事
の
掲
載
を
試

み
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
当
時
政
治
的
に
逆
風
に
あ
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
、
セ
リ
ー
ヌ
な
ど
の

作
品
も
含
ま
れ
て
い
た
。

＊

六
八
年
五
月
の
事
件
が
不
完
全
燃
焼
に
終
わ
っ
た
後
、
閉
塞
感
に
悩
む
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
を
熱
狂
さ
せ
た
の
が
中

国
か
ら
届
い
た
文
化
大
革
命
の
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
。
文
化
大
革
命
は
、
政
治
と
文
化
の
同
時
革
命
と
い
う
西
欧
知
識
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人
の
見
果
て
ぬ
夢
の
実
現
の
可
能
性
を
垣
間
見
さ
せ
た
の
で
あ
る
。『
テ
ル
・
ケ
ル
』
は
こ
う
し
た
状
況
に
い
ち
早

く
反
応
し
、
当
時
共
同
歩
調
を
と
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
と
の
決
別
を
宣
言
し
て
毛
沢
東
主
義
を
鮮
明
に
打
ち

出
し
、
文
化
大
革
命
を
支
持
す
る
活
動
を
活
発
に
展
開
し
て
い
っ
た）

7
（

。
だ
が
や
が
て
か
の
地
の
「
革
命
」
の
実
態
が

明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
さ
し
も
の
熱
狂
も
終
熄
に
向
か
い
、
一
九
七
六
年
の
毛
沢
東
の
死
を
区
切
り
と
し
て
収
ま

っ
て
い
っ
た
。『
テ
ル
・
ケ
ル
』
の
方
向
転
換
は
素
速
く
、
そ
れ
は
ソ
レ
ル
ス
の
新
た
な
変
節
伝
説
を
生
む
要
因
と

な
っ
て
い
る
。

『
テ
ル
・
ケ
ル
』
誌
は
一
九
八
二
年
に
廃
刊
し
、
翌
年
、
後
継
誌
『
ラ
ン
フ
ィ
ニ）

8
（

』
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
時
を
同

じ
く
し
て
ソ
レ
ル
ス
の
『
女
た
ち）

9
（

』
が
、『
ラ
ン
フ
ィ
ニ
』
誌
の
出
版
元
と
な
っ
た
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
刊
行
さ
れ

た
が
、
こ
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
は
ま
た
し
て
も
ソ
レ
ル
ス
の
変
貌
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
。『
女

た
ち
』
は
、
そ
れ
ま
で
の
ソ
レ
ル
ス
作
品
を
特
徴
づ
け
て
い
た
難
解
さ
や
斬
新
な
文
体
か
ら
一
変
し
た
「
セ
リ
ー
ヌ

ば
り
の
」
ス
ピ
ー
ド
感
溢
れ
る
平
易
な
文
章
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
諧
謔
に
充
ち
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
内
容

は
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。
日
本
で
も
翻
訳
さ
れ
る
や
新
し
い
ソ
レ
ル
ス
の
誕
生
が
告
げ
ら
れ
、
そ
の
後
八
〇
、
九

〇
年
代
を
通
じ
て
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
著
作
も
、
か
つ
て
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
時
代
と
は
異
な
る
新
し
い
読
者

を
獲
得
し
て
い
る）

10
（

。

ソ
レ
ル
ス
は
今
現
在
も
毎
年
ほ
ぼ
一
冊
の
ペ
ー
ス
で
新
作
を
出
版
し
て
い
る
ほ
か
、
季
刊
文
芸
誌
『
ラ
ン
フ
ィ

ニ
』
の
編
集
出
版
、「
テ
ル
・
ケ
ル
叢
書
」
の
後
継
「
ラ
ン
フ
ィ
ニ
叢
書
」
の
刊
行
に
携
わ
る
か
た
わ
ら
ガ
リ
マ
ー

ル
社
の
顧
問
を
務
め
て
お
り
、
ま
た
折
に
触
れ
て
現
代
社
会
に
向
け
て
鋭
い
警
告
を
発
し
続
け
る
論
客
と
し
て
も
貴
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重
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
へ
の
登
場
も
頻
繁
で
あ
り
、
過
去
の
発
言
が
フ
ラ
ン
ス
文
化
放
送
な
ど
で

度
々
引
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
新
作
の
発
表
や
重
大
な
発
言
が
あ
る
毎
に
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
番

組
が
組
ま
れ
る
な
ど
し
て
い
る
ほ
か
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
や
紹
介
サ
イ
ト）

11
（

の
充
実
振
り
も
目
覚
ま
し
い
。
こ
う

し
た
ソ
レ
ル
ス
の
手
に
な
る
近
年
の
作
品
は
、
ソ
レ
ル
ス
自
身
の
表
現
に
よ
る
と
「
バ
ル
ザ
ッ
ク
並
に
現
代
史
の
裏

面
を
描
い
た）

12
（

」
も
の
で
、
古
今
東
西
に
わ
た
る
浩
瀚
な
知
識
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
内
容
は
周
到
な
調
査
に
基
づ
く
批

判
精
神
に
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ソ
レ
ル
ス
作
品
は
果
た
し
て
、
将
来
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
射
程
を
持
ち

う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
場
合
、
糸
口
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
中
国
」
で
あ
る
。

＊

ソ
レ
ル
ス
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
諸
外
国
で
も
最
も
フ
ラ
ン
ス
的
な
作
家
の
一
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
ソ
レ
ル
ス
の
近
年
の
い
わ
ゆ
る
小ロ
マ
ン説

に
は
、
一
八
世
紀
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
時

代
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
・
思
想
家
が
数
多
く
登
場
す
る
。
だ
が
夥
し
い
数
の
著
作
を
読
ん
で
い
て
気

づ
く
の
は
、
そ
の
ど
こ
か
で
必
ず
中
国
に
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
中
国
は
、
ソ
レ
ル
ス
が
作
家
と
し
て
の
活
動

を
開
始
し
た
当
初
か
ら
き
わ
め
て
重
要
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
作
中
で
中
国
に
言
及
し
な
か
っ
た
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
は
ソ
レ
ル
ス
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に

と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、「
作
家
ソ
レ
ル
ス）

13
（

」
の
活
動
を
支
え
る
地
下
水
脈
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事

実
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顕
在
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
過
去
に
作
品
中
の
中
国
に
つ
い
て
優
れ
た
分
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析
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
が）

14
（

ソ
レ
ル
ス
に
お
け
る
中
国
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
は
、
言
う
な
れ
ば
ポ
ー
の
『
盗
ま
れ
た
手
紙）

15
（

』
で
あ
る
。

こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
開
か
れ
て
あ
り
な
が
ら
人
目
を
逃
れ
、
見
過
ご
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
き
た
も
の
、
だ
が
し
か

し
限
り
な
く
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
。

「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
の
核
は
道
教
で
あ
る
。
ソ
レ
ル
ス
作
品
を
注
意
深
く
読
ん
で
い
く
と
、
そ
こ
に
は
道
教
が
ソ

レ
ル
ス
の
終
生
の
テ
ー
マ
と
し
て
通
奏
低
音
の
よ
う
に
響
い
て
い
る
の
が
分
か
る
。
道
教
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と

っ
て
古
く
か
ら
ご
く
親
し
い
も
の
で
あ
り
、
井
筒
俊
彦
に
よ
る
も
の）

16
（

な
ど
学
問
研
究
の
成
果
も
豊
富
で
あ
る
。「
ソ

レ
ル
ス
の
中
国
」
は
、
道
教
を
出
発
点
と
し
て
古
代
中
国
の
詩
・
絵
画
・
書
・
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
様
々
な
ジ
ャ
ン

ル
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
西
欧
文
化
と
並
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
幅
広
い
可
能
性
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
老
子
・
荘
子
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
思
い
を
い
た

す
こ
と
で
、
硬
直
化
し
た
西
欧
文
化
の
乗
り
越
え
に
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
あ
る
い
は
ま
す
ま
す
遠
い

国
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
に
見
え
る
現
在
の
中
国
を
見
つ
め
直
す
た
め
の
新
た
な
視
点
を
探
る
ヒ
ン
ト
を
求
め
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
は
今
も
な
お
、
道
教
の
国
で
あ
る
と
言
わ
れ
も
す
る）

17
（

。
そ
の
道
教
の

国
に
古
代
か
ら
滔
々
と
流
れ
続
け
て
い
る
は
ず
の
道
教
の
水
脈
を
探
り
当
て
る
た
め
に
、「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
は

何
ら
か
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ソ
レ
ル
ス
の
著
作
が
数
多
く
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
側
面
に
明
る
い
光
を
当
て
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
に
は
、
当

初
か
ら
「
東
西
の
架
け
橋
」
の
役
割
が
託
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
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「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
は
、
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ス
ト
た
ち
が
狙
い
と
し
た
西
に
よ
る
東
の
征
服
と
い
う
究
極
の
枠
組
み
を
根
底
に
お
い
て
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ソ
レ
ル
ス
が
常
に
と
る
並
置
の
か
た
ち
、
東
／
西
、
男
／
女
…
…
は
、
個
を
重
視
し
、
特
異
性
に
価
値
を
見
出

す
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
を
対
位
法
的
と
呼
び
た
い
と
思
う
。
対
位
法
に
お
い
て
は
、
一
つ
一
つ
の
音
が
過
去
と
未
来

を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
は
「
個
が
歴
史
を
作
る
」（
ヴ
ィ
ー
コ）

18
（

）
世
界
で
あ
っ
て
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
は
「
内
な
る
中
国
」
で
あ
る
。
幼
少
期
か
ら
ソ
レ
ル
ス
の
内
奥
に
大
切
に
温
め
ら
れ
て
き
た

中
国
へ
の
憧
憬
の
念
は
、
文
化
大
革
命
の
狂
乱
の
時
期
を
く
ぐ
り
抜
け
、
ソ
レ
ル
ス
作
品
の
織
り
糸
と
し
て
外
在
化

さ
れ
て
き
た
。
中
国
に
あ
っ
て
は
「
内
」
は
「
外
」
で
あ
る
。
ソ
レ
ル
ス
は
自
ら
の
創
作
活
動
を
通
し
て
そ
れ
を

実
現
し
て
き
た
と
言
え
る
。「
ソ
レ
ル
ス
の
中
国
」
は
、
誰
に
で
も
読
ま
れ
る
べ
く
目
の
前
に
あ
る
「
盗
ま
れ
た
手

紙
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


