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江
戸
時
代
後
半
に
お
け
る

『
三
国
志
演
義
』

の
受
容

酒
落
本
『
讃
極
史
』
を
題
材
に
し
て

序

わ
が
国
は
古
来
中
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
輸
入
し
、
そ
れ
ら

を
受
容
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
文
化
が
発

展
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
文
学
の
分
野
で
も
、
古
く
は
平
安
時
代

の
女
流
文
学
、
た
と
え
ば
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
中

国
文
学
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
し
、
中
に
は
『
遊
仙
窟
』
の
よ
う
に
、

中
国
本
国
で
は
滅
ん
で
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
わ
が
日
本
に
の
み
伝
わ
っ

て
い
た
と
い
う
作
品
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
江
戸
時
代
、
山
井
鼎
の
『
七

経
孟
子
考
文
』
の

4
7に
、
日
本
人
に
よ
る
中
国
の
古
典
の
研
究
で
あ

り
な
が
ら
、
後
に
中
国
で
注
目
さ
れ
、
四
庫
会
審
に
収
め
ら
れ
た
も
の
ま

で
あ
る
。
ま
た
中
国
で
は
正
式
の
書
物
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
い
わ

ゆ
る
「
小
説
」
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
日
本
の
作
品
も
少
な
く
な
い
。

都
賀
庭
銭
の
『
英
草
紙
』
や
滝
沢
馬
琴
の
『
南
総
里
八
犬
伝
』
が
、

明
代
の
「
三
言
」
や
『
水
論
伝
』
、
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
か
ら
影
響
を

中

諭

-1
 

1
 

受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
指
摘
が
あ
る
。

v

そ
の
よ
う
な
中
で
、
江
戸
時
代
宝
暦
・
明
和
か
ら
安
永
年
間
に
か

け
て
流
行
し
た
酒
落
本
に
『
讃
極
史
(
さ
ん
ご
く
し
ご
と
い
う
作
品

が
あ
る
。
千
代
丘
尊
奄
主
人
者
、
州
問
辺
奄
の
あ
る
じ
佐
保
丸
序
、
泉

楼
主
人
抜
。
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
以
降
の
刊
と
さ
れ
る
。
こ
れ

は
そ
の
書
名
が
示
す
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
三
国
志
」
を
下
敷
き
に

し
た
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
本
文
中
に
、
た
と
え
ば

昌
布
が
此
頃
司
徒
王
允
が
方
か
ら
紹
蝉
と
い
う
美
な
る
封
き
ら
ず
を

政
ひ
や
し
て
、

~
3
v

と
あ
っ
て
、
架
空
の
女
性
「
紹
蝉
」
の
名
前
が
出
て
く
る
か
ら
、
陳

寿
に
よ
る
正
史
『
三
国
志
』
で
は
な
く
、
羅
貫
中
町
『
三
国
志
演
義
』

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

萄
の
玄
徳
が
孔
明
に
諸
事
を
任
せ
て
、
自
ら
は
名
を
「
徳
玄
」
と
改

め
、
そ
し
て
孔
明
の
故
居
臥
龍
岡
の
名
を
「
臥
楽
岡
」
と
変
え
て
そ

こ
で
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
こ
に
呉
の
孫
権
が
現
れ
、
茶
・
菓
子
の
話



や
日
本
の
流
行
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
。
そ
こ
に
貌
の
曹
操
も
や
っ

て
来
て
、
お
茶
を
飲
み
菓
子
や
ふ
ぐ
汁
を
食
べ
な
が
ら
、
『
=
一
国
志
演

義
』
の
各
場
面
に
つ
い
て
茶
化
し
あ
う
。
そ
し
て
色
町
へ
出
か
け
よ

う
と
話
が
ま
と
ま
り
、
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
た
わ
い
も
な
い
内
容

な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
江
戸
時
代
の
日
本
人
が
『
三
国
志
演
義
』

を
い
か
に
受
容
し
て
い
た
か
が
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
そ
こ
で

川
本
稿
で
は
、
酒
落
本
『
讃
極
史
』
を
通
し
、
日
本
人
の
『
三
国
志
演

中
義
』
受
容
の
一
端
を
探
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

府
内
H

-

F又の
徳
田
武
氏
は
『
讃
極
史
』
の
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
『
二
一
国

鴫
志
演
義
』
の
各
場
面
か
ら
の
出
所
を
、
『
三
国
志
演
義
』
の
回
数
と

JU 
士
山
『
通
俗
三
国
志
』
の
巻
数
で
示
し
、
そ
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

日

出

【
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ヮ，

『
前
極
史
』
は
司
抽
出
義
』
の
硬
い
話
を
江
戸
町
市
井
向
車
俗
な
話
に

転
義
し
て
楽
し
む
、
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
パ
ロ

デ
ィ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
引
用
部
分
が
『
前
義
』
の
ど
の
図
的
ど
う

い
う
話
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
知
識
が
な
い
と
、

こ
の
パ
ロ
デ
ィ
の
妙
味
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
性
質
の
作
品
を
著
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
お
の

れ
が
『
捌
義
』
の
細
部
に
ま
で
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
誇
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
読
者
に
も
自
分
と
同
等
の
知
識
を
持
っ
て
読
む
こ
と
を
要
求

し
て
い
る
。

筆
者
も
徳
田
氏
の
こ
の
説
に
対
し
て
異
論
は
な
い
。
し
か
し
徳
田
氏

が
指
摘
し
て
い
る
『
讃
極
史
』
に
見
ら
れ
る
『
三
国
志
演
義
』
か
ら

の
引
用
の
出
所
は
、
『
讃
極
史
』
本
文
に
具
体
的
に
コ
ニ
国
志
演

義
』
の
ど
の
場
面
か
を
示
す
固
有
名
詞
が
出
て
き
て
い
る
部
分
に
限

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
三
国
志
演
義
』
に
も
と
づ
い
て
い

る
『
讃
極
史
』
の
中
の
会
話
は
、
必
ず
じ
も
具
体
的
な
固
有
名
詞
が

出
て
き
て
い
る
部
分
だ
け
に
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
徳
玄
と
菅
操
・

孫
権
の
三
人
が
、
市
国
操
が
「
鉾
を
横
た
え
て
詩
を
斌
」
し
た
こ
と
を
話

し
て
い
た
時
に
、
次
の
よ
う
な
会
話
を
す
る
。

〔
徳
〕
鉾
を
横
た
へ
て
詩
を
賦
す
と
、
あ
の
よ
う
な
う
ぬ
ぼ
れ
を
出
す

か
ら
、
大
き
な
目
に
あ
っ
た
さ
。

〔
曹
〕
そ
ふ
じ
ゃ
ね
へ
。
あ
の
と
き
や
ァ
茶
番
の
し
ゃ
し
た
跡
は
大
の

み
さ
。

〔
孫
〕
そ
の
大
の
み
が
過
ぎ
て
、
あ
げ
く
に
喧
嘩
に
な
っ
た
そ
う
だ
ぜ
。

〔
曹
〕
そ
ん
な
き
ざ
は
通
者
は
言
は
ね
へ
も
ん
だ
。

.. 

こ
の
「
あ
げ
く
に
喧
嘩
に
な
っ
た
そ
う
だ
ぜ
U

と
い
う
孫
権
の
せ
り

ふ
は
、
『
三
国
志
演
義
』
の
第
四
十
八
回
に
見
え
る
、
次
の
場
面
を

踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

v

忽
見
坐
問
一
人
巡
回
、
「
大
軍
相
嘗
之
際
、
将
士
用
命
之
時
、
丞
相

何
故
出
此
不
吉
之
言
日
操
祝
之
、
乃
揚
州
刺
史
柿
園
相
人
也
。
姓
劉
名

桜
字
元
頴
。
本
人
起
自
合
肥
、
創
立
州
仏
師
、
開
見
逃
散
之
民
、
立
皐
校
、

腕
屯
回
、
興
治
教
、
深
構
高
虫
、
堅
甲
利
五
円
、
税
盈
倉
之
粟
、
作
草
庖
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蚊
千
株
、
貯
魚
官
数
百
糾
問
守
戦
之
具
、
久
事
官
公
、
多
立
功
断
。
根

回
「
丞
相
何
故
出
此
不
利
之
言
乎
U

操
日
「
何
儒
不
利
己
競
日
「
『
月
明

星
柿
、
烏
的
南
飛
、
治
樹
三
匝
、
無
枝
可
依
。
』
此
大
不
利
之
言
也
U

操
大
悠
「
放
安
敢
敗
豆
口
興
也
U

手
起
一
娘
、
刺
死
劉
観
。
遂
乃
罷
宴
。

次
日
酒
醒
、
悔
恨
不
己
。
(
第
四
十
八
回
「
曹
孟
徳
横
梨
賦
詩
」
)

『
讃
極
史
』
の
中
で
孫
権
が
言
、
つ
「
喧
嘩
」
と
は
、
閣
官
操
が
唱
っ
た

「
短
歌
行
」
の
歌
詞
が
不
吉
で
あ
る
と
言
っ
た
劉
設
を
、
官
操
が
酔
っ

た
勢
い
で
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
に
相
違
あ
る
ま
い
。

ま
た
、
徳
玄
が
諸
事
を
孔
明
に
任
せ
っ
き
り
で
あ
る
と
い
う
話
題

に
な
っ
た
時
、
こ
の
三
人
は
次
の
よ
う
な
会
話
が
す
る
。

し
あ
わ
せ

〔
孫
〕
徳
さ
ん
程
仕
合
な
者
は
ね
へ
よ
。
諸
事
孔
明
に
ま
か
し
じ
ゃ
の
。

曹
さ
ん
も
あ
の
し
う
ち
が
よ
か
ろ
う
ぜ
。

〔
曹
〕
お
れ
も
近
年
中
に
、
徳
房
と
い
ふ
身
に
な
り
や
す
。

〔
徳
〕
お
れ
が
方
の
孔
明
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
め
へ
ぜ
。

〔
曹
〕
仲
達
と
い
ふ
者
が
あ
る
よ
。

い
ふ
こ
と

〔
徳
〕
そ
こ
が
諸
事
ま
か
せ
に
す
る
と
言
事
も
き
い
た
よ
。
し
か
し
と

が
ウ
て
A

ふ
も
合
点
の
い
か
ね
へ
も
ん
さ
。
マ
ァ
口
あ
た
り
が
む
め
へ
が
、

ふ
ん
、
汁
と
い
ふ
し
う
ち
の
男
に
見
へ
る
ぜ
。

ゼ
ヮ
き

〔
曹
〕
な
に
さ
、
そ
ん
な
男
じ
ゃ
ね
へ
。
節
季
に
勘
定
所
へ
ひ
と
り
お

い
て
も
あ
や
う
く
ね
へ
人
物
さ
。

〔
徳
〕
先
生
の
お
目
が
ね
は
述
、
つ
め
へ
が
、
此
頃
お
い
ら
が
息
子
円
近

ツ
ぞ

A

2

へ

所
で
ね
、
秘
蔵
の
飼
へ
犬
が
急
に
病
が
つ
い
て
ゐ
る
の
を
、

1

1

1

1

3

 

そ
こ
何
事
主
が
気
が
つ
か
ぬ
か
ら
ぐ
っ
と
純
愛
し
ゃ
し
た
。

そ
こ
で
病
だ
と
言
も
ん
だ
か
ら
、
ご
う
で
き
に
食
れ
へ
つ
い
た

そ
う
さ
。
そ
れ
で
亭
王
も
其
自
の
う
ち
に
極
楽
的
へ
り
さ
。
そ

こ
も
飼
い
犬
に
食
わ
れ
め
へ
ぜ
。

こ
こ
で
徳
玄
は
、
孔
明
ほ
ど
立
派
な
人
物
は
あ
る
ま
い
と
曹
操
・
孫

権
に
誇
ら
し
げ
に
言
う
が
、
世
田
百
操
は
徳
玄
の
孔
明
に
対
抗
し
て
仲
達

(
司
馬
誌
)
の
名
を
挙
げ
る
。
し
か
し
徳
玄
は
仲
遥
を
ふ
ぐ
汁
の
よ

う
な
男
、
す
な
わ
ち
懐
に
入
れ
て
お
く
と
毒
に
当
た
る
か
も
し
れ
な

い
男
で
は
な
い
か
、
と
評
し
て
い
る
。
さ
ら
に
徳
玄
は
曹
操
に
向
か
っ

て
、
お
ま
え
も
飼
い
犬
に
か
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の
か
、
と

言
っ
て
い
る
。
一
方
コ
ニ
国
志
演
義
』
に
お
い
て
、
司
馬
訟
は
元
々

曹
操
に
仕
え
る
身
で
あ
り
、
官
官
操
の
死
後
曹
至
・
曹
叡
に
重
く
用
い

ら
れ
、
萄
の
諸
葛
孔
明
と
対
抗
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
訓
仰
山
で
の
孔
明
と
の
戦
い
の
後
、
司
馬
誌
は
世
田
芳
の
も
と
で

曹
爽
と
と
も
に
国
事
の
補
佐
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
ク
ー
デ
タ
ー
を

起
こ
し
て
曹
爽
一
派
を
失
脚
さ
せ
、
自
ら
は
実
権
を
掌
握
す
る
。
司

馬
総
自
身
は
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
後
ま
も
な
く
亡
く
な
る
の
で
あ
る

が
、
司
馬
誌
の
息
子
司
馬
師
・
司
馬
昭
は
さ
ら
に
貌
王
朝
内
で
実
権

を
広
げ
、
司
馬
炎
に
至
っ
て
曹
採
が
礎
を
築
き
曹
主
に
よ
っ
て
打
ち

立
て
ら
れ
た
貌
王
朝
は
晋
王
朝
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
示

し
た
『
讃
極
史
』
の
三
人
の
会
話
は
、
こ
う
し
た
『
三
国
士
山
演
義
』

の
司
馬
誌
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
踏
ま
え
て
い
る
に
相

違
あ
る
ま
い
。

以
上
の
ニ
例
の
よ
う
に
、

『
積
極
史
』

の
中
に
は
具
体
的
に
固
有



名
詞
を
示
き
な
く
て
も
『
三
国
志
演
義
』
の
中
の
あ
る
場
面
を
踏
ま

え
た
上
で
会
話
が
進
め
ら
れ
て
い
る
個
所
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
積
極
史
』
の
語
句
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
『
三
国
志
演
義
』

を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

た
と
え
ば
『
讃
極
史
』
の
冒
頭
部
分
、
孫
権
が
徳
玄
の
住
む
臥
楽
岡

へ
や
っ
て
き
た
と
き
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

I11 ) 

-
老
馬
に
ま
た
が
り
、
小
坊
主
に
美
酒
と
鶏
鹿
等
持
た
せ
来
る
者
あ

中
り
。
こ
れ
呉
主
孫
権
な
り
。
古
松
町
枝
に
雪
を
持
た
せ
た
る
を
見
て
は
、

(
中
町
町
松
の
内
吉
町
面
影
あ
リ
。
抜
鶴
町
遊
び
戯
る
を
見
て
、
か
む
ろ

公
会邸

内
行
き
か
ふ
が
ご
と
し
、
と
一
人
笑
み
を
含
み
て
、
は
や
臥
山
市
岡
に
到
り
。

の
孫
権
が
臥
楽
岡
に
手
み
や
げ
と
し
て
持
っ
て
き
た
も
の
に
、
「
鶏
鹿
し

械
が
あ
る
。
「
け
い
る
く
L

と
言
、
L
ば
、
『
三
国
志
演
義
』
の
中
に
は
次

志
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
曹
投
。
と
劉
備
は
漢
中
の
地
を
争
っ
て
斜
谷

盟
界
口
で
対
峠
し
て
い
た
。
官
一
線
は
駐
屯
が
長
く
な
っ
た
の
で
兵
を
進

る
め
た
い
が
、
前
面
に
は
張
飛
・
越
雲
た
ち
が
要
道
を
押
さ
え
て
待
ち

附
か
ま
え
て
い
る
し
、
退
け
ば
劉
備
・
孫
椛
に
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら

に
と
、
ど
う
す
べ
き
か
悩
ん
で
い
た
。

半ぷ
H
h品、
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忽
値
庖
官
進
級
m
閥
、
操
見
碗
中
有
鶏
肋
、
因
而
有
感
干
慎
。
正
沈
吟

之
問
、
夏
侯
停
入
帳
米
哀
掛
川
令
、
偶
夜
間
之
用
。
掠
随
口
白
「
鈎
肋
、

初
肋
己
伴
仰
令
、
衆
官
都
栴
「
鈎
肋
U

有
行
軍
主
簿
楊
修
、
見
仰
「
組

肋
」
二
字
、
使
教
略
行
軍
士
、
各
収
拾
行
装
、
単
備
蹄
程
。

(
第
七
十
二
回
「
官
孟
徳
忌
殺
楊
修
」
)

こ
の
後
曹
操
は
自
分
の
考
、
え
て
い
る
こ
と
を
す
べ
て
見
抜
く
楊
修
の

才
能
を
妬
ん
で
、
殺
し
て
し
ま
う
。
進
む
に
進
め
ず
、
退
く
に
退
け

な
い
状
態
を
曹
採
は
「
食
之
無
肉
、
棄
之
有
味
日
の
「
鶏
肋
」
に
た

と
え
た
場
面
で
あ
る
。
『
讃
極
史
』
で
孫
権
が
手
み
や
げ
に
持
っ
て
き

た
「
鶏
鹿
」
と
は
字
が
異
な
る
も
の
の
、
こ
こ
の
「
鶏
鹿
」
は
『
三

国
志
演
義
』
第
七
十
二
固
め
「
鶏
肋
」
を
踏
ま
え
た
-
一
言
葉
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
『
讃
極
史
』
で
孫
権
が
見
た
臥
楽
岡
の
様
子
の
中
に
「
古
松

の
校
に
雪
を
持
た
せ
た
る
」
「
猿
餓
の
遊
び
戯
る
」
と
い
う
語
句
が
見

え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
三
国
志
演
義
』
の
中
で
劉
備
が
初
め
て

諸
葛
孔
明
の
草
庵
を
訪
ね
た
帰
り
、
劉
備
が
見
た
臥
龍
岡
の
あ
る
隆

中
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
主

果
然
山
不
高
而
秀
雅
、
水
不
深
市
澄
泊
、
地
不
府
而
平
坦
、
林
不
大

而
茂
盛
。
松
車
交
翠
、
彼
鶴
相
親
、
限
之
不
巳
。

(
第
三
十
七
回
「
劉
玄
徳
三
顧
草
庇
」
)

『
讃
極
史
』
の
「
古
松
」
は
『
三
国
士
山
演
義
』
の

同
じ
く
「
猿
鶴
の
遊
ぴ
戯
る
」
は
「
猿
鶴
相
親
」

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
『
積
極
史
』
の
中
に
は
口
取
り
(
お
茶
菓
子
)
の
名
前
が

い
く
つ
か
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
「
煎
茶
鰻
頭
L

・
「
九

重
鰻
頭
L

と
二
種
類
の
鰻
頭
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
『
三
国
志
演
義
』

で
「
鰻
頭
」
と
い
え
ば
、
第
九
十
一
回
「
孔
明
秋
夜
祭
温
水
L

に
次

「
松
筆
交
翠
」
を
、

を
踏
ま
え
た
表
現
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の
よ
う
な
場
聞
が
あ
る
。
訪
葛
孔
明
は
南
方
的
異
民
族
の
首
領
孟
狼

を
七
回
捕
ら
え
七
回
解
き
放
し
て
、
南
蛮
人
を
平
定
し
た
。
孔
明
軍

が
成
都
に
帰
る
途
中
溢
水
に
到
る
と
、
猫
神
の
崇
り
で
黒
い
霧
が
立

ち
こ
め
、
強
い
風
が
吹
い
て
砂
や
石
が
飛
び
交
っ
た
。
狙
神
の
崇
り

を
鋲
め
る
に
は
四
十
九
人
の

λ
聞
の
首
を
祭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
孔
明
は
も
は
や
人
一
人
殺
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
牛
や
馬

で
人
聞
の
頭
を
作
り
、
中
に
牛
馬
の
肉
を
詰
め
て
人
聞
の
首
の
代
わ

り
と
し
た
。
こ
れ
を
「
鰻
頭
」
と
呼
ん
だ
。
「
鰻
頭
L

の
起
源
と
さ
れ

る
話
で
あ
る
「
7

イ
讃
極
史
』
で
二
度
ほ
ど
「
鰻
頭
」
が
で
て
く
る
と
い

う
の
も
、
あ
る
い
は
『
三
国
志
演
義
』
の
こ
の
場
面
を
意
識
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
『
讃
極
史
』
は
具
体
的
な
固
有
名
詞
の
な
い

部
分
に
お
い
て
も
、
細
か
い
語
句
に
到
る
ま
で
『
三
国
士
山
演
義
』
の

場
面
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
『
積
極
史
』
の

作
者
の
『
三
国
志
演
義
』
の
理
解
・
受
容
の
レ
ベ
ル
は
相
当
に
高
く

深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
そ
う
い
う

作
者
の
手
に
な
る
『
讃
極
史
』
の
面
白
味
を
余
す
こ
と
な
く
享
受
す

る
た
め
に
は
、
読
者
の
方
に
も
作
者
と
同
レ
ベ
ル
の
『
三
国
志
演
義
』

に
つ
い
て
の
知
識
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
徳
田
氏
が
述
べ
て
お

ら
れ
る
ご
と
く
、
作
者
が
読
者
に
自
分
と
同
等
の
知
識
を
要
求
す
る

の
も
当
然
と
い
、
え
ば
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。
つ
ま
り
江
戸
後
期
に

お
い
て
『
三
国
志
演
義
』
は
相
当
に
高
度
の
受
容
の
き
れ
方
を
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
二
一
国
志
演
義
』
に
は
数
多
く
の
版
本
が
現
存
し
、
そ

れ
ら
は
内
容
・
文
章
に
よ
っ
て
大
き
く
二
一
つ
の
系
統
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
ゴ
】
そ
し
て
か
が
国
に
は
三
つ
の
系
統
に
属
す
る
様
々
な
版

本
が
慶
長
年
間
に
は
す
で
に
伝
来
し
て
お
り
、
林
田
柏
山
や
天
海
僧
正

は
『
三
国
志
演
義
』
の
テ
キ
ス
ト
を
所
持
し
、
原
文
で
読
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
寸

v

ま
た
元
禄
二
年
二
六
八
九
)
か
ら
五
年
二
六
九

二
)
に
か
け
て
に
は
、
わ
が
国
で
初
め
て
の
『
三
国
志
演
義
』
の
翻

訳
で
あ
る
湖
南
文
山
の
『
通
俗
三
国
志
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
中
期
ま
で
に
は
コ
ニ
国
志
演
義
』

が
わ
が
国
で
読
ま
れ
る
土
壌
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
一

方
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
讃
極
史
』
は
か
な
り
細
部
に
至
る
ま

で
『
三
国
志
演
義
』
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
。
で
は
『
讃
極
史
』

は
『
二
一
国
志
演
義
』
の
ど
の
版
本
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
語
で
書
か
れ
た
『
三
国
志
演
義
』
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
原
書
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
翻
訳
『
通
俗
三
国
志
』
に
よ
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
三
国
志
演
義
』
諸
版
本
間
で
も
っ
と
も
大
き
な
内
容
の
違
い
を

見
せ
る
の
は
、
関
羽
の
架
空
の
息
子
関
索
に
つ
い
て
の
物
語
、
す
な

わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
花
関
索
説
話
」
と
「
関
索
説
話
」
に
か
か
わ
る
部
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分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
讃
極
史
』
に
は
関
索
に
か
か
わ
る
パ
ロ
デ
ィ

は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
関
索
の
物
語
か
ら
『
積
極
史
』
の
底

本
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
関
索
の
物
語
に
次
い
で
『
三
国
志
演

義
』
諸
版
本
聞
に
見
ら
れ
る
内
容
の
違
い
の
大
き
い
も
の
は
、
現
存

最
古
の
版
本
で
あ
る
嘉
靖
本
に
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
と
同
系
統
の
周

回
校
本
の
方
に
は
見
ら
れ
る
十
一
の
挿
入
説
話
で
あ
る
「
日
か
し
『
讃

川
極
史
』
に
は
十
一
の
挿
入
説
話
に
か
か
わ
る
パ
ロ
デ
ィ
も
見
ら
れ
ず
、

中
関
索
の
物
語
同
様
、
こ
の
点
か
ら
も
『
讃
極
史
』
の
底
本

a
を
探
る
こ

汁
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
他
の
『
三
国
士
山
演
義
』
各
版
本
間
の
内
容
の

受
遠
い
と
し
て
は
、
通
行
本
で
あ
る
毛
宗
関
本
が
そ
の
底
本
で
あ
る
『
李

同
車
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
を
修
訂
す
る
際
に
改
め
た
部
分
が
あ
ふ
で

崎
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
『
讃
極
史
』
で
下
敷
き
に
し
て
い
る
も
の
は
見

出
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
『
讃
極
史
』
で
パ
ロ
デ
ィ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

白
い
る
『
=
一
国
志
演
義
』
の
中
の
様
々
な
場
面
は
、
『
三
国
志
演
義
』
諮

る
版
本
に
共
通
す
る
話
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
二
一
国
志

州
演
義
』
の
内
容
の
面
か
ら
『
讃
極
史
』
の
底
本
を
考
え
る
こ
と
は
で

に
き
主
い
の
で
あ
る
。

後
と
こ
ろ
が
、
『
讃
極
史
』
の
中
に
次
め
よ
う
な
会
話
が
あ
る
。

仲

山

し

ば

ぴ

附
〔
孫
〕
・
・
・
徳
さ
ん
、
司
馬
微
が
借
屋
へ
ゐ
か
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
あ
る
か

一

戸

町

。

江

〔
徳
〕
此
頃
は
行
き
や
せ
ぬ
が
、

お
や
ぢ
だ
よ
。
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め
へ
と
は
ち
が
つ
き
さ
、

よ
ふ
笑
ふ

〔
宙
日
〕
あ
い
つ
が
「
よ
し
、
、
、
」
も
久
し
い
も
の
だ
向
。

〔
孫
〕
よ
ふ
口
癖
の
あ
る
男
だ
ね
へ
。

〔
抽
出
〕
松
葉
の
お
っ
す
、
鶏
舌
の
ざ
ん
す
、
五
明
の
ほ
ん
さ
ん
す
か
へ

ト
、
わ
た
く
し
、
み
な
口

f
せ
だ
よ
。

引
用
文
中
「
司
馬
微
」
に
作
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
司

馬
徽
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
三
国
志
演
義
』
第
三
十
五
回
に

は
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
劉
備
が
奈
唱
の
暗
殺
計
画
を
察
知
し

て
新
野
へ
逃
げ
帰
る
途
中
、
水
鏡
先
生
司
馬
徽
の
草
庵
に
た
ど
り
着

い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

水
鏡
日
「
伏
前
・
鳳
雛
、
雨
入
得
一
、
可
安
天
下
U

玄
徳
使
間
日
「
伏

龍
鳳
鋭
、
何
人
也
。
」
水
鏡
日
「
好
、
好
日
玄
徳
再
開
水
鏡
、
水
鏡
日

「
天
色
巳
晩
、
官
宿
一
育
、
来
日
哨
白
書
之
U

却
喚
小
童
、
其
飲
餓
相
待
、

留
子
容
房
内
宿
。
(
第
三
十
五
回
「
劉
玄
徳
遇
司
馬
徽
」
)

劉
備
は
司
馬
徽
に
「
伏
龍
・
鳳
雛
」
が
具
体
的
に
誰
な
の
か
尋
ね
る

が
、
司
馬
徽
は
た
だ
「
好
、
好
日
と
し
か
答
え
な
か
っ
た
。
先
に
引

用
し
た
『
讃
極
史
』
の
徳
玄
・
曹
操
・
孫
権
の
会
話
は
『
三
国
士
山
演

義
』
の
こ
の
場
面
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
湖
南
文
山
『
通
俗
三
国
志
』
は
『
三
国
士
山
演
義
』
の
こ
の
場
面

を
次
の
よ
う
に
翻
訳
し
て
い
る
。

司
馬
徽
庁
日
「
伏
龍
鳳
雛
/
内
ヲ
一
人
得
玉
ハ

v
、
天
下
ハ
掌
ニ

ア
ラ
ン
U

玄
徳
間
テ
白
「
伏
龍
・
鳳
雛
ト
ハ
如
何
ナ
ル
人
ゾ
J
U

司
馬
徽

大
ニ
笑
ヒ
、
手
ヲ
拍
テ
「
好
、
、
J

卜
云
。
総
ジ
テ
コ
ノ
司
馬
徽
ハ
、



普
惑
ヲ
分
タ
ズ
何
コ
ト
モ
皆
「
好
、
々
日
卜
云
リ
。
成
時
人
キ
タ
リ
テ

子
ノ
死
タ
ル
由
ヲ
告
ゲ
ル
ニ
モ
「
好
々
日
ト
答
ケ
レ
パ
、
其
喪
コ
レ
ヲ

誠
テ
、
ー
人
ミ
ナ
君
ノ
徳
ヲ
恭
テ
来
リ
告
ゲ
ル
ニ
、
如
何
ナ
レ
パ
子
ノ
死

タ
ル
ヲ
『
好
々
。
』
ト
ハ
云
玉
7
ゾ
U

卜
申
ケ
レ
パ
、
司
馬
徽
笑
テ
寸
汝

庁
言
モ
亦
好
々
U

ト
云
リ
。
玄
徳
シ
キ
リ
ニ
伏
抽
出
・
鳳
雛
ヲ
問
玉
へ
パ
、

司
馬
徽
申
ン
ケ
ル
ハ
「
今
夜
ハ
此
ニ
一
宿
シ
玉
へ
。
明
日
告
申
ン
U

ト

テ
、
童
子
ヲ
百
子
酒
食
ヲ
献
-
フ
レ
ケ
レ
パ
、
玄
徳
ス
デ
ニ
臥
房
ニ
入
玉

へ

リ

。

(

巻

十

四

「

玄

徳

到

司

馬

徽

山

庄

」

)
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先
の
『
三
国
志
演
義
』
第
三
十
五
回
本
文
と
『
通
俗
三
国
志
』
の
文

章
を
比
較
す
る
と
、
『
通
俗
三
国
志
』
の
「
総
ジ
テ
コ
ノ
司
馬
徽
ハ
」

か
ら
「
『
汝
ガ
言
モ
亦
好
々
。
』
ト
云
リ
。
」
ま
で
に
該
当
す
る
『
三
国

志
演
義
』
の
原
文
が
な
い
。
先
の
コ
ニ
国
志
演
義
』
か
ら
の
引
用
は

呉
観
明
本
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
に
よ
っ
て
い
る
が
、
呉
観

明
本
以
外
の
『
三
国
志
演
義
』
の
版
本
、
例
え
ば
嘉
靖
本
・
周
回
校

本
や
毛
宗
同
本
、
さ
ら
に
系
統
を
異
に
す
る
余
象
斗
本
や
劉
龍
田
本

な
ど
に
も
、
『
通
俗
三
国
志
』
に
見
ら
れ
る
司
馬
徽
の
、
何
事
に
対

し
て
も
皆
「
好
々
」
と
言
う
、
と
い
う
逸
話
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ

は
『
通
俗
三
国
志
』
に
お
け
る
挿
入
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ー
で

『
逓
俗
三
国
士
山
』
で
は
『
三
国
志
演
義
』
に
比
べ
て
司
馬
徽
の
「
好
々
」

の
口
癖
が
は
る
か
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
『
讃

極
史
』
で
は
司
馬
徽
に
つ
い
て
徳
玄
が
「
よ
ふ
笑
ふ
お
や
ぢ
」
と
言

い
、
曹
操
と
孫
権
が
司
馬
徽
の
口
癖
「
よ
し
、
を
話
題
に
取

、争、」

り
上
げ
る
。
つ
ま
り
『
讃
極
史
』
で
は
司
馬
徽
の
好
日
を
口

癖
と
し
て
か
な
り
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
い

は
司
馬
徽
の
何
事
に
対
し
て
も
「
好
々
」
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
ヨ
通

俗
三
国
志
』
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
逸
話
を
強
く
意
識
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
、
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
『
讃
極
史
』
は
コ
ニ
国
志

演
義
』
の
原
文
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
矧
訳
で
あ
る
『
通
俗

三
国
志
』
を
通
し
て
成
立
し
た
『
三
国
志
演
義
』
の
パ
ロ
デ
ィ
な
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
通
俗
三
国
士
山
』
は
元
禄
五
年
に
初
め
て
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
究

延
三
年
(
一
七
五

O
)
・
天
明
五
年
二
七
八
五
)
と
版
を
重
ね
、
明

治
に
な
っ
て
補
刻
本
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
、
あ
わ
せ
て
四
回
ほ
ど
版

を
重
ね
て
い
る
。

v

つ
ま
り
そ
れ
だ
け
多
く
印
刷
さ
れ
、
多
く
の
日
本

人
に
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
コ
ニ
国
志
演
義
』
の
各
版
本
は
、

確
か
に
日
本
国
内
に
比
較
的
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
、
ぇ
、
や

は
り
そ
の
数
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
誰
も
が
簡
単
に
目
に
し
得

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
三
国
志
演
義
』
の
あ
る

版
本
が
そ
の
ま
ま
日
本
国
内
で
覆
刻
さ
れ
た
と
い
う
話
も
寡
聞
に
し

て
知
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
三
国
志
演
義
』
の
原
文
そ
の
も
の
は

『
通
俗
三
国
志
』
ほ
ど
多
く
の
人
に
読
ま
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

多
く
の
日
本
人
は
『
通
俗
三
国
志
』
を
通
し
て
『
三
国
志
演
義
』
の

世
界
に
触
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
中
か
ら
『
讃
極
史
』
も
生
ま

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

っ好、



結

コ
ニ
国
志
』
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
正
し
く
は
陳
寿
に
よ
る
正
史

コ
ニ
国
志
』
の
こ
と
で
あ
り
、
羅
買
中
に
よ
る
歴
史
小
説
は
コ
ニ
国

志
演
義
』
あ
る
い
は
『
三
国
演
義
』
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
現
代
の
日
本
で
は
コ
ニ
国
志
演
義
』
の
こ
と
を
俗

川
に
「
三
国
志
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
原
因
と
し
て
ま
ず
考
え

中
ら
れ
る
の
は
、
吉
川
英
治
氏
の
『
三
国
士
山
』
が
高
い
人
気
を
保
っ
て

{
い
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
さ
ら
に
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、

安
「
三
国
志
」
と
題
し
な
が
ら
『
三
国
志
演
義
』
と
同
じ
内
容
を
持
つ

川
た
も
の
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
『
通
俗
三
国
志
』
と
い
う
翻
訳
が
存

時
在
し
て
い
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
通
俗
三
国
志
』
の
底
本
と
な
っ

晴
た
呉
観
明
本
は
、
書
名
を
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
と
題
し
て

己
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
i
三
国
志
演
義
」
な
ど
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

『る
そ
し
て
呉
観
明
本
の
書
名
を
受
け
継
い
だ
制
訳
『
通
俗
三
国
志
』
が

州
刊
行
以
来
日
本
人
の
心
の
中
に
深
〈
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

記
こ
に
日
本
人
が
『
三
国
志
演
義
』
の
こ
と
を
「
三
国
志
」
と
呼
ぶ
端

佐
絡
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
人
に
と
っ
て

靴
『
通
俗
三
国
志
』
は
そ
れ
だ
け
影
響
力
的
大
き
か
っ
た
作
品
な
の
で

伊
あ
る
。
そ
う
考
、
え
て
こ
そ
、
『
三
国
志
演
義
』
の
内
容
を
下
舶
を

E

し
た
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
酒
務
本
の
名
前
が
『
讃
極
史
(
さ
ん
ご
く

と
な
っ
て
い
る
理
由
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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し)』

(
1
)
小
川
陽
一
コ
ニ
言
と
英
草
紙
|
三
現
身
包
龍
図
断
菟
を
中
心
に
」

(
和
漢
比
較
文
学
識
書
7

『
近
世
文
学
と
漢
文
学
』
)
、
同
「
八
犬
伝
拾
零

と
く
に
紅
楼
夢
か
ら
」
(
和
泌
比
較
文
学
殺
害
口
『
江
戸
小
説
と
漢

文
学
』
)
な
ど
。

(
2
)
徳
田
武
「
司
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
解
説
」
(
ゆ
ま
に
書
房
中
国
歴

史
小
説
選
集
4

『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
)
。

(
3
)
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
本
に

ょ
っ
た
。
ま
た
『
積
極
史
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
表
記
を
読
み
や

す
い
よ
う
に
改
め
た
。
以
下
同
じ
。

(
4
)
注
2
前
掲
徳
田
論
文
。

(
5
)

〔
徳
〕
は
徳
宝
、
〔
曹
〕
は
曹
操
、
〔
孫
〕
は
孫
桜
の
せ
り
ふ
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。

(
6
)
本
稿
に
お
け
る
『
三
国
志
演
義
』
か
ら
の
引
用
は
、
呉
観
明
本
『
李
卓

吾
先
生
批
評
三
国
志
』
に
よ
る
。
そ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
『
讃
極

史
』
は
『
通
俗
三
国
志
』
と
密
接
な
関
係
に
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
ま
た

『
通
俗
=
一
国
志
』
の
底
本
は
呉
観
明
本
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
e

な
お
、
『
通
俗
三
国
志
』
内
底
本
が
呉
観
明
本
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
小
川
環
樹
「
関
索
の
伝
説
そ
の
ほ
か
」
(
『
虫
国
小
説
史
町
研
究
』
(
岩

波
書
応
、
一
九
六
八
年
)
所
収
。
原
誠
は
小
川
環
樹
・
金
田
純
一
郎
訳
岩

波
文
庫
コ
ニ
国
志
』
(
旧
版
)
第
八
冊
付
録
J

参
照
。

(
7
)
宋
の
高
本
撰
『
事
物
起
原
』
巻
九
「
酒
盟
飲
食
部
」
に
「
鰻
顕
L

の
起

源
と
し
て
、
諸
耳
孔
明
が
か
か
わ
る
知
似
の
話
を
載
せ
て
い
る
。

(
8
)

『
三
国
志
償
義
』
の
諸
版
本
に
つ
い
て
は
、
以
下
町
拙
論
を
参
照
さ
れ

一、。
丈
し

①
寸
『
三
国
抽
出
義
』
版
本
町
研
究
毛
宗
関
本
町
成
立
過
程

l
」
(
『
集
刊

東
洋
学
』
第
六
十
一
号
、
一
九
八
九
年
)



84 

②
「
『
三
国
志
演
義
』
版
本
町
研
究
l
建
陽
刊
「
花
関
索
」
系
諸
本
の
相
互

関
係
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
四
集
、
一
九
九
二
年
)

③
「
『
三
国
志
演
義
』
版
本
の
研
究
「
閑
索
」
呆
諸
本
の
相
互
関
係
|
」

(
『
集
刊
東
洋
学
』
第
六
十
九
号
、
一
九
九
三
年
)

(
9
)
徳
田
武
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
三
国
志
抽
出
義
』
」
(
『
し
に
か
』
一
九
九

四
年
四
月
、
大
修
館
書
庖
)
。

(
叩
)
関
紫
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
金
文
京
司
花
関
紫
伝
の
研
究
』
(
汲
古
書

院
、
一
九
八
九
年
)
「
解
説
編
」
害
問
。

(
日
)
十
一
向
押
入
説
話
に
つ
い
て
は
、
注
8
前
拘
①
拙
論
参
照
。
た
だ
し
十

一
の
挿
入
説
話
町
内
内
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
関
索
説
話
し
で
あ
る
。

(
ロ
)
具
体
的
な
個
所
は
、
毛
宗
同
町
田
聞
に
あ
る
「
凡
例
」
お
よ
び
総
評
で

あ
る
「
読
三
国
志
法
」
で
毛
宗
同
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
。

(
日
)
本
稿
に
お
け
る
『
通
俗
三
国
志
』
か
ら
の
引
用
は
、
明
治
に
な
っ
て
補

刻
さ
れ
た
大
阪
文
海
堂
刊
本
(
筆
者
蔵
)
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
大
半
は

元
禄
五
年
の
原
刊
本
町
版
木
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
が
、
ご
〈
一
部
(
お

そ
ら
く
版
木
が
磨
滅
し
た
部
分
)
円
み
新
た
に
覆
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
)
こ
の
よ
う
に
『
通
俗
=
一
国
志
』
で
は
、
原
文
に
な
い
話
を
加
え
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
注
2
前
掲
徳
田
論
文
参
照
。

(
日
)
築
者
蔵
本
内
刊
記
に
よ
る
。




