
さ
い
ご
に

『
三
国
志
演
義
』
は
、
後
漢
末
の
争
乱
を
背
景
に
、
英
雄
豪
傑
が
自
分
の
力
量
の
ま
ま
に
血
沸
き
肉
躍
る

活
躍
を
す
る
物
語
で
す
。
当
時
、
腕
や
才
能
に
覚
え
の
あ
る
者
に
と
っ
て
、
自
分
の
力
を
思
う
存
分
発
揮
で

き
る
舞
台
が
用
意
さ
れ
た
の
で
す
。

ち
ょ
う
よ
く

趙
翼

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
ほ
ど
、
多
く
の
人
才
が
そ
の
才

能
を
発
揮
し
て
活
躍
し
た
時
代
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
（『

に
じ
ゅ
う
に
し
さ
っ
き

二
十
二
史
箚
記
』）
。
し
か
し
一
般
庶
民
に
と
っ
て

は
、
こ
れ
ほ
ど
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
時
代
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ろ

じ

ん

魯
迅
は
中
国
の
歴
史
を
、「
奴
隷
に
な
り
た
く
て
も
な
れ
な
い
時
代
」
と
「
し
ば
ら
く
安
全
に
奴
隷
で
い
ら

れ
る
時
代
」
の
二
つ
の
時
代
に
分
け
ま
し
た
が
（
「

と
う
か
ま
ん
ぴ
つ

灯
火
漫
筆
」

た
け
う
ち
よ
し
み

竹
内
好

訳
。『
魯
迅
文
集
』
所
収
、
筑
摩
書

房
）、
民
衆
に
と
っ
て
は
「
奴
隷
に
な
り
た
く
て
も
な
れ
な
い
時
代
」
が
、
こ
の
戦
乱
の
時
代
で
し
た
。

そ
の
時
代
の
循
環
を
、『
三
国
志
演
義
』
は
「
天
下
の
大
勢
は
、
統
一
が
長
け
れ
ば
必
ず
分
裂
し
、
分
裂
が

長
け
れ
ば
必
ず
統
一
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
ま
す
。
す
べ
て
を
押
し
流
し
て
い
く
無
常
の
歴
史

で
す
。

魯
迅
は
、
こ
の
繰
り
返
し
の
歴
史
に
終
止
符
を
打
ち
「
中
国
の
歴
史
に
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
の
第
三
の
時

代
を
創
造
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
今
日
の
青
年
の
使
命
で
あ
る
」
（
前
掲
書
）
、
と
民
衆
が
主
役
と
な
る
時
代
の



建
設
を
青
年
に
託
し
て
い
ま
す
。
民
衆
が
真
の
主
役
と
な
る
時
代
を
、
と
の
魯
迅
の
叫
び
で
す
。

こ
こ
で
、
三
国
時
代
以
降
の
歴
史
に
少
し
触
れ
て
、
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

後
漢
末
か
ら
三
国
の
争
乱
の
時
代
が
終
わ
る
と
、
平
和
な
気
分
が

あ
ふ溢

れ
ま
す
。
晋
の
統
一
で

て
ん
か
た
い
へ
い

天
下
泰
平
、

め
で
た
し
め
で
た
し
と
な
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

中
国
は
日
本
と
は
違
い
、
国
内
の
統
一
が
な
さ
れ
て
も
広
大
な
ア
ジ
ア
大
陸
が
地
続
き
で
拡
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
島
国
の
日
本
と
決
定
的
に
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
漢
の

り
ゅ
う
ほ
う

劉
邦

は
楚
の

こ

う

う

項
羽
を
破
っ
て

し
ん
ま
つ

秦
末
の
戦
乱

に
終
止
符
を
う
ち
ま
す
が
、
そ
の
後
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
遊
牧
騎
馬
民
族
で
あ
る

き
ょ
う
ど

匈
奴
と
戦
っ
て
大
敗
を
喫
し
、

漢
は
ひ
た
す
ら
匈
奴
に
低
姿
勢
を
と
っ
て
和
平
を
維
持
し
ま
し
た
。
常
に
周
辺
地
域
か
ら
の
脅
威
に
さ
ら
さ

れ
て
い
ま
す
。

三
国
時
代
の
後
も
、
晋
の
統
一
は
約
五
十
年
で
崩
れ
、
北
中
国
は
北
方
遊
牧
民
族
が
分
立
す
る

ご

こ

五
胡
十
六

国
の
大
混
乱
時
代
に
突
入
し
ま
す
。
漢
民
族
の
王
朝
は
南
に
遷
り
、
七
世
紀
初
め
の

と
う唐

に
よ
る
統
一
ま
で
、

な
ん
ぼ
く
ち
ょ
う

南
北
朝

の
争
乱
の
時
代
が
続
き
ま
す
。
ま
さ
に
、
分
裂
と
統
一
の

じ
ゅ
ん
か
ん

循
環

の
歴
史
で
す
。


