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数
年
前
、「
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
の
中
国
」
と
題

し
て
、
架
空
実
在
、
計
十
二
人
の
英
雄
の
話

を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、

中
国
人
は
ど
ん
な
理
想
像
を
生
み
出
し
て
き
た

か
、
そ
こ
に
か
れ
ら
の
ど
ん
な
思
想
や
感
情
が

表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
探
っ
て
み
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

一
番
手
は
治
水
の
神
と
し
て
知
ら
れ
る
禹う

、

つ
づ
い
て
孔
子
に
老
子
、
や
が
て
西
門
慶
や

賈
宝
玉
も
登
場
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
学
生
の

中
に
は
首
を
か
し
げ
た
諸
君
も
い
た
よ
う
だ

が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
講
義
の
は
じ
め
に
ア

ン
ケ
ー
ト
を
採
り
、「
君
た
ち
の
ヒ
ー
ロ
ー
は

誰
か
」
と
訊
ね
て
、
名
前
の
挙
が
っ
た
古
今
東

西
、
数
十
人
の
傑
物
の
う
ち
、
断
然
他
を
引
き

離
し
て
首
位
の
座
に
輝
い
た
の
は
、
諸
葛
孔
明

で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
い
〈
知
〉
の
英
雄

で
あ
る
。

阿
部
泰
記
著

包
公
伝
説
の
形
成
と
展
開
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魔
術
と
蒼
蠅―

―

舞
台
の
上
の
裁
判
官

須
藤
洋
一

　

と
こ
ろ
で
そ
の
折
、
わ
た
し
は
同
じ
質
問
を

中
国
人
の
教
師
に
も
ぶ
つ
け
て
み
た
の
だ
が
、

そ
の
な
か
の
一
人
は
即
座
に
、「
包バ
オ
ゴ
ン公
！
」
と

い
う
答
え
を
返
し
て
き
た
。
正
史
に
伝
を
も

つ
北
宋
の
官
僚
、
包ほ
う

拯じ
ょ
う（

九
九
九―

一
〇
六
二
）

で
あ
る
。
わ
た
し
自
身
は
、
予
定
し
た
十
二
人

の
な
か
に
す
で
に
折
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
か

ら
、
別
段
驚
き
は
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
一

方
、
学
生
た
ち
の
回
答
の
な
か
に
、「
包
公
」

の
文
字
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
判

断
以
前
の
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

中
国
で
は
、「
包
公
」は
国
民
的
英
雄
で
あ
る
。

地
方
官
や
朝
廷
の
高
官
、
あ
る
い
は
首
都
開か
い
ほ
う封

府
の
知
事
と
し
て
腕
を
振
る
い
、
皇
帝
に
政
治

の
あ
り
か
た
を
説
き
、
権
力
の
座
に
あ
る
寵
臣

を
批
判
し
た
。
峻
厳
、
剛
直
な
気
性
で
、
役
人

の
不
正
と
苛
酷
を
憎
み
、
訴
訟
へ
の
役
人
の
介

在―
―

賄
賂
の
温
床―

―

を
排
除
し
た
。清
廉
、

篤
実
、
質
素
を
旨
と
し
、
衣
食
住
す
べ
て
無

官
の
時
代
に
変
わ
り
な
く
、
私
信
そ
の
他
、

友
人
と
の
交
わ
り
も
断
っ
た
と
い
う
か
ら
、

並
大
抵
の
禁
欲
で
は
な
い
。

　

包
拯
の
物
語
は
、
早
く
か
ら
「
公
案
」（
裁

判
物
語
）
の
か
た
ち
を
と
っ
て
語
り
物
と
な

り
、
や
が
て
文
字
化
さ
れ
、
舞
台
に
上
り
、

絵
画
に
描
か
れ
、
長
篇
小
説
と
な
り
、
劇
画

や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
な
っ
て
、
現
在
に
い
た

る
。
そ
こ
で
宋
代
の
み
な
ら
ず
、い
ま
な
お
、

包
拯
は
「
女
子
供
」
に
も
名
を
知
ら
れ
つ
づ

け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
種
の
「
国
民
的
英

雄
」
が
、
日
本
と
中
国
双
方
で
、
た
が
い
に

ま
っ
た
く
認
知
さ
れ
て
い
な
い
現
象
に
つ
い

て
は
、金
海
南
『
水
戸
黄
門
「
漫
遊
」
考
』（
新

人
物
往
来
社
、
一
九
九
九
年
）
に
詳
し
い
分
析

●
『
東
方
』
二
八
六
号
よ
り
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が
あ
る
（
こ
の
書
は
題
名
と
著
者
の
韜
晦
の
た
め

か
、「
包
公
」
研
究
史
の
な
か
に
正
当
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
）。

　

長
年
、「
包
公
」
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し

つ
づ
け
て
き
た
阿
部
泰
記
氏
が
、
そ
の
集
大
成

の
著
書
『
包
公
伝
説
の
形
成
と
展
開
』
に
、
あ

え
て
研
究
書
と
一
般
書（
啓
蒙
書
？
）
と
い
う
、

二
重
の
性
格
を
あ
た
え
た
背
景
に
も
、
お
そ
ら

く
は
以
上
に
記
し
た
よ
う
な
、
い
び
つ
な
状
況

が
関
係
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
研
究
書
と
い

う
の
は
、
学
位
論
文
に
筆
を
加
え
て
出
版
さ
れ

た
、こ
の
大
著
の
成
立
事
情
に
よ
る
の
で
あ
り
、

一
般
書
と
し
て
の
性
格
は
、
第
一
章
か
ら
最
終

第
五
章
に
い
た
る
章
名
「
民
衆
か
ら
生
ま
れ
た

清
官
」「
説
話
の
主
人
公
と
と
も
に
」「
あ
ら
ゆ

る
事
件
を
さ
ば
く
」「
よ
り
強
力
な
忠
臣
と
し

て
」「
死
し
て
な
お
民
衆
を
護
る
」
と
い
う
、

お
よ
そ
学
術
書
に
は
不
似
合
い
な
タ
イ
ト
ル
に

容
易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
専
門
用
語

へ
の
律
儀
な
注
釈
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
に
施
さ

れ
た
丁
寧
な
訳
も
ま
た
、
同
じ
姿
勢
の
現
わ
れ

に
ほ
か
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

　

阿
部
氏
と
「
包
公
」
研
究
と
の
関
わ
り
は
、

氏
が
赴
任
先
の
大
学
で
徳
山
毛
利
家
旧
蔵
漢
籍

の
『
百
家
公
案
』
お
よ
び
『
龍り
ょ
う
と図
公
案
』
を
発

見
し
、『
防
長
漢
籍
目
録
』
を
編
む
に
際
し
て
、

こ
れ
ら
の
解
説
を
担
当
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

一
九
八
〇
年
代
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
以
後
、

氏
は
テ
キ
ス
ト
の
成
立
、
刊
行
順
序
と
い
っ
た

書
誌
学
的
な
問
題
か
ら
、「
包
公
案
」
の
思
想
、

な
か
で
も
包
公
伝
説
の
核
心
と
も
い
う
べ
き
神

秘
的
能
力―

―

「
昼
は
現
世
を
裁
き
、
夜
は
冥

界
を
裁
く
」―

―

の
考
察
へ
と
進
み
、「
説せ
っ

唱し
ょ
う

詞し

わ話
」（
明
代
中
期
の
成
化
年
間
、
北
京
で
刊
行

さ
れ
た
語
り
物
の
テ
キ
ス
ト
。
一
九
六
七
年
、
上

海
近
郊
の
明
代
の
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
）
に
触
れ

る
。

「
包
公
の
鉄
面
無
私
の
頑
固
な
性
格
は
元
曲
で

も
歌
詞
に
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
民
間
の
語
り

物
が
特
権
階
級
の
不
正
を
許
さ
ぬ
人
間
離
れ
し

た
特
異
な
容
貌
を
持
つ
人
物
を
創
造
し
た
こ
と

に
は
驚
異
を
覚
え
た
。
民
衆
は
包
公
に
絶
対
的

な
信
頼
を
寄
せ
、
万
能
の
力
を
付
与
し
た
こ
と

が
分
か
っ
た
。
元
曲
で
も
冤
罪
に
よ
る
死
者
の

訴
え
を
聴
い
て
ほ
し
い
と
い
う
民
衆
の
願
望
が

表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
「説
唱
詞
話
」
で
は
包

公
は
天
意
を
代
表
し
て
、
妖
怪
の
犯
罪
や
天
子

の
不
孝
を
も
裁
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
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（
本
書
「
あ
と
が
き
」）。

　

民
衆
に
よ
る
超
人
的
「
清
官
」
像
の
形
成
、

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
お
も

む
く
と
こ
ろ
、
氏
は
包
公
信
仰
の
実
態
調
査
、

具
体
的
に
は
台
湾
、
安
徽
省
合ご
う

肥ひ

（
包
拯
の
故

郷
）、
河
南
省
開
封
ほ
か
、
各
地
に
残
る
包
公

廟
へ
の
行
脚
を
開
始
し
、
こ
れ
と
平
行
し
て
、

地
方
劇
の
テ
キ
ス
ト
の
収
集
に
乗
り
出
す
。
本

書
の
主
要
な
部
分
を
構
成
す
る
の
は
、
こ
の
二

方
面
に
わ
た
る
研
究―

―

行
脚
と
収
集―

―

の

成
果
で
あ
り
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
も
ま
た
そ

こ
に
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
阿
部
氏
は
、「
包
公
」
を
主
人

公
と
す
る
大
量
の
演
劇
の
テ
キ
ス
ト
（
京
劇
ほ

か
、
上
海
越
劇
、
河
南
・
豫よ

劇げ
き

、
陝
西
・
秦し

ん
こ
う腔

、
安
徽
・

泗し

州し
ゅ
う
ぎ戯

、
湖
北
・
楚
劇
、
広
西
・
桂け

い
げ
き劇

な
ど
、
二
十

四
の
省
の
地
方
劇
）
お
よ
び
宝ほ

う
か
ん巻
、
唱し
ょ
う
ほ
ん本
の
類

を
探
索
し
、
そ
の
あ
ら
す
じ
を
一
つ
一
つ
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
包
公
伝
説
が
、
北
は
黒
龍
江

省
か
ら
南
は
雲
南
省
ま
で
、
東
は
沿
海
部
か
ら

西
は
甘
粛
省
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
中
国
全
土
に
、

し
か
も
予
想
外
の
内
容
で
広
が
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
（
第
一
の
功
績
）、
現
地
調
査
お
よ
び
地

方
志
等
に
よ
っ
て
、包
拯
を
神
と
す
る
信
仰
が
、

物
語
同
様
、中
国
の
全
域
に
及
ん
で
い
る
こ
と
、

そ
こ
で
は
説
唱
文
学
、
演
劇
、
小
説
が
、
民
衆

の
信
仰
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
（
第
二
の
功
績
）
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
本
書
に
示
さ
れ
た
膨
大
な
量
の
物
語

群
は
、
従
来
、
わ
れ
わ
れ
が
思
い
描
い
て
い
た

包
公
物
語
の
大
河―
―

宋
代
の
語
り
物
、
元
の

雑
劇
、
明
の
説
唱
詞
話
、
短
篇
小
説
集
、
清
代

の
語
り
物
、
長
篇
小
説
。
あ
る
い
は
、
公
案
小

説
か
ら
武
俠
小
説
へ―

―

を
、
ま
る
で
、
か
細

い
流
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
る
ほ
ど

だ
。

　

そ
れ
で
は
、
理
想
像
と
し
て
の
「
包
公
」
と

そ
の
物
語
は
、
地
域
的
な
拡
大
や
、
そ
れ
自
体

の
膨
張
の
な
か
で
、ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。

あ
る
い
は
そ
の
変
化
を
、
阿
部
氏
は
ど
の
よ
う

に
記
述
し
て
い
る
か
。

　

氏
に
よ
れ
ば
、「
包
公
」
の
裁
判
説
話
の
大

き
な
魅
力
は
、「
皇
帝
を
含
め
て
ど
ん
な
権
力

者
の
犯
罪
を
も
毅
然
と
し
て
裁
き
、
弱
者
で
あ

る
庶
民
を
救
済
す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
（
二
六

頁
）。
懲
罰
と
救
済
が
包
公
伝
説
の
核
心
で
あ

り
、
宋
代
、「
閻
魔
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
包

拯
は
、
元
代
、
北
方
の
雑
劇
（
お
よ
び
南
方
の

戯
文
）
の
な
か
で
、「
邪
悪
な
権
力
者
と
闘
う

清
廉
な
官
吏
の
代
表
」
と
な
り
、
亡
霊
の
姿
を

見
る
力
、
す
な
わ
ち
「
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
の

霊
魂
の
訴
え
を
聞
く
超
能
力
」
を
あ
た
え
ら
れ

る
。「
包
公
」
の
役
割
は
「
殺
害
さ
れ
た
被
害

者
に
代
わ
っ
て
恨
み
を
晴
ら
す
」こ
と
に
あ
り
、

亡
霊
が
復
讐
を
図
り
、「
包
公
が
そ
れ
を
代
行

す
る
」
の
が
「
包
公
」
の
裁
判
劇
の
特
徴
と
さ

れ
る
の
だ
が
、
こ
の
構
図
は
、
明
、
清
か
ら
民

国
、
現
代
へ
と
つ
づ
く
展
開
、
そ
れ
も
夥
し
い

地
方
劇
の
な
か
で
、
大
幅
な
変
容
を
見
せ
る
。

そ
の
「
包
公
」
像
あ
る
い
は
物
語
の
変
容
の
な

か
で
、
わ
た
し
が
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
も
の

は
二
つ
。

　

第
一
、「
包
公
」
は
、「
死
者
を
裁
く
能
力
」

だ
け
で
な
く
、「
死
者
を
蘇
ら
せ
る
能
力
」
を

も
身
に
つ
け
る
。
明
の
「
説
唱
詞
話
」
に
わ
ず

か
に
見
え
る
、
宝
物
に
よ
る
死
者
復
活
は
、
現

代
の
地
方
劇
で
は
ほ
と
ん
ど
当
た
り
前
の
よ
う

に
な
る
。
宝
物
と
い
う
の
は
、
温
涼
帽
、
還
魂

珠
、
還
陽
帯
な
ど
。「
包
公
」
は
こ
れ
ら
を
用

い
て
被
害
者
を
生
き
返
ら
せ
、
一
家
に
団
円
の

幸
福
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
「
包
公
」

像
は
、
ほ
と
ん
ど
魔
術
師
な
い
し
神
仏
と
い
う
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に
近
い
。

　

第
二
、「
包
公
」
は
人
間
の
み
な
ら
ず
、
神
々

や
動
物
の
世
界
に
も
多
く
の
援
助
者
を
も
つ
。

こ
れ
は
、「
官
が
冤
罪
を
加
え
れ
ば
、
天
が
警

告
を
与
え
る
」、「
天
意
は
し
ば
し
ば
神
格
化
し

て
発
現
す
る
」（
八
一
、八
三
頁
）
た
め
で
あ
り
、

援
助
者
と
し
て
登
場
す
る
神
々
、
な
い
し
動
物

は
、
天
帝
、
太
白
金
星
（
こ
れ
は
お
な
じ
み
）、

雷
神
、
風
神
、
閻
魔
か
ら
観
音
菩
薩
（
最
も
出

番
が
多
い
と
い
う
）、
孫
悟
空
（
！
）、
鍾
馗
、
果

て
は
白
馬
、
虎
、
鼠
な
ど
三
十
数
種
。

　

な
か
で
も
愉
快
な
の
は
、
蒼あ
お
ば
え蠅―

―

と
き
に

天
神
ま
た
は
蒼そ
う

龍り
ゅ
う神
の
化
身
と
さ
れ
る―

―

の

活
躍
で
、
わ
れ
わ
れ
に
は
「
う
る
さ
い
」
だ
け

の
こ
の
虫
は
、
元
の
雑
劇
で
開
封
府
長
官
の
筆

を
妨
げ
、
冤
罪
を
悟
ら
せ
る
の
を
皮
切
り
に
、

現
代
に
い
た
る
多
く
の
芝
居
に
登
場
し
、
主
人

公
の
首
に
群
が
っ
て
処
刑
を
妨
げ
る
、
処
刑
の

刀
を
押
さ
え
、
あ
る
い
は
破
壊
す
る
、
犯
人
の

名
を
記
す
、
判
決
文
の
執
筆
を
妨
げ
る
、
な
ど

し
て
「
包
公
」
ら
に
冤
罪
と
真
犯
人
の
存
在
を

告
げ
る
の
で
あ
る
。
首
に
群
が
る
、
筆
の
先
に

ま
と
い
つ
く―

―

悟
空
の
変
身
を
思
わ
せ
る
、

小
さ
な
も
の
ゆ
え
の
芸
当
で
あ
り
、
阿
部
氏
は

そ
こ
に
も
天
意
の
現
わ
れ
が
あ
る
と
い
う
。

「
包
公
説
話
に
お
い
て
は
、
包
公
は
最
終
的
に

登
場
し
て
主
人
公
を
救
う
役
割
を
果
た
す
が
、

包
公
の
審
判
を
支
援
す
る
神
や
人
が
登
場
す
る

と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。（
略
）
包
公
は

天
意
を
承
け
て
現
実
的
に
主
人
公
を
救
出
す
る

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
局
か
ら

見
れ
ば
包
公
の
裁
判
は
神
判
だ
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
」（
八
〇―

八
一
頁
）。

　

本
書
は
、
膨
大
か
つ
地
道
な
作
業
に
も
と
づ

く
正
真
正
銘
の
労
作
で
あ
る
。学
術
書
と
し
て
、

大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た―

―

た
と
え
ば
、
小

説
の
あ
り
か
た
と
演
劇
の
そ
れ
と
の
違
い
、
と

い
っ
た
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
役
に
立
つ―

―
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
一
般
読
者
へ
の

氏
の
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
必
ず
し

も
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
最
大
の
原
因

は
、
氏
が
第
二
章
以
下
、「
包
公
」
を
は
じ
め

と
す
る
登
場
人
物
の
肉
声
と
、
論
理
的
な
冒
険

と
を
封
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
氏
は
極
め
て
禁
欲
的
で

あ
っ
て
、
読
者
は
こ
の
書
物
か
ら
、
か
れ
ら
の

お
し
ゃ
べ
り
も
、
ま
た
著
者
自
身
の
生
々
し
い

声
も
、
ほ
と
ん
ど
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
例
外
が
数
カ
所
。
さ
て
…
…
）。

　

わ
た
し
の
愛
す
る
「
包
公
」
の
物
語
は
、
性

と
暴
力
（
い
ず
れ
も
少
々
）
と
多
く
の
饒
舌
、

諧
謔
に
満
ち
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
包
公
伝

説
の
一
つ
の
流
れ
で
あ
り
、
あ
る
種
の
人
々
の

選
択
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
当
初
、
わ
た
し
が

こ
の
一
文
に
用
意
し
て
ボ
ツ
に
し
た
副
題
は
、

「
包
公
は
酒
を
片
手
に
語
る
べ
し
」
と
い
う
の

で
あ
る
。                           (

北
海
道
大
学)


