
三
国
志
﹁
序
﹂︵
吉
川
英
治
︶

三
国
志
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
︑
今
か
ら
約
千
⼋
百
年
前
の
古
典
で

あ
る
が
︑
三
国
志
の
中
に
活
躍
し
て
い
る
登
場
⼈
物
は
︑
現
在
で
も
中

国
⼤
陸
の
⾄
る
所
に
そ
の
ま
ま
居
る
よ
う
な
気
が
す
る
︒
︱
︱
中
国
⼤

陸
へ
⾏
っ
て
︑
そ
こ
の
雑
多
な
庶
⺠
や
要
⼈
な
ど
に
接
し
︑
特
に
親
し

ん
で
み
る
と
︑
三
国
志
の
中
に
出
て
来
る
⼈
物
の
誰
か
し
ら
と
き
っ
と

似
て
い
る
︒
或
い
は
︑
共
通
し
た
も
の
を
感
じ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ

る
︒だ

か
ら
︑
現
代
の
中
国
⼤
陸
に
は
︑
三
国
志
時
代
の
治
乱
興
亡
が
そ

ち
ら
ん
こ
う
ぼ
う

の
ま
ま
あ
る
し
︑
作
中
の
⼈
物
も
︑
⽂
化
や
姿
こ
そ
変
っ
て
い
る
が
︑

な
お
︑
今
⽇
に
も
⽣
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
⾔
で
な
い
︒

×

三
国
志
に
は
︑
詩
が
あ
る
︒

単
に
尨
⼤
な
治
乱
興
亡
を
記
述
し
た
戦
記
軍
談
の
類
で
な
い
所
に
︑

ぼ
う
だ
い

た
ぐ
い

東
洋
⼈
の
⾎
を
⼤
き
く
搏
つ
⼀
種
の
諧
調
と
⾳
楽
と
⾊
彩
と
が
あ
る
︒

う

か
い
ち
ょ
う

三
国
志
か
ら
詩
を
除
い
て
し
ま
っ
た
ら
︑
世
界
的
と
い
わ
れ
る
⼤
構

想
の
価
値
も
よ
ほ
ど
無
味
乾
燥
な
も
の
に
な
ろ
う
︒

故
に
︑
三
国
志
は
︑
強
い
て
簡
略
に
し
た
り
し
た
も
の
で
は
︑
⼤
事

し

な
詩
味
も
逸
し
て
し
ま
う
し
︑
も
っ
と
重
要
な
⼈
の
胸
底
を
搏
つ
も
の

い
っ

を
失
く
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
︒

なで
私
は
︑
簡
訳
や
抄
略
を
あ
え
て
せ
ず
に
︑
⻑
篇
執
筆
に
適
当
な
新

聞
⼩
説
に
こ
れ
を
試
み
た
︒
そ
し
て
劉
⽞
徳
と
か
︑
曹
操
と
か
関
⽻
︑

り
ゅ
う
げ
ん
と
く

そ
う
そ
う

か
ん
う

張
⾶
そ
の
ほ
か
︑
主
要
⼈
物
な
ど
に
は
︑
⾃
分
の
解
釈
や
創
意
を
も
加

ち
ょ
う
ひ

え
て
書
い
た
︒
随
所
︑
原
本
に
な
い
辞
句
︑
会
話
な
ど
も
︑
わ
た
く
し

の
点
描
で
あ
る
︒

て
ん
び
ょ
う

×

い
う
ま
で
も
な
く
三
国
志
は
︑
中
国
の
歴
史
に
取
材
し
て
い
る
が
︑

正
史
で
は
な
い
︒
け
れ
ど
史
中
の
⼈
物
を
巧
妙
⾃
在
に
拉
し
て
活
躍
さ

ら
っ

せ
︑
後
漢
の
第
⼗
⼆
代
霊
帝
の
代
︵
わ
が
朝
の
成
務
天
皇
の
御
世
︑
⻄

ご
か
ん

ち
ょ
う

暦
百
六
⼗
⼋
年
頃
︶
か
ら
︑
武
帝
が
呉
を
亡
ぼ
す
太
康
元
年
ま
で
の
お

よ
そ
百
⼗
⼆
年
間
の
⻑
期
に
わ
た
る
治
乱
が
書
い
て
あ
る
︒
構
想
の
雄

⼤
と
︑
舞
台
の
地
域
の
広
さ
は
︑
世
界
の
古
典
⼩
説
中
で
も
⽐
類
な
い

も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
登
場
⼈
物
な
ど
も
︑
審
ら
か
に
数
え
た
な
ら

つ
ま
び

何
千
何
万
⼈
に
も
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
こ
れ
に
加
う
る
に
中

国
⼀
流
の
華
麗
豪
壮
な
調
と
︑哀
婉
切
々
の
情
︑悲
歌
慷
慨
の
辞
句
と
︑

ち
ょ
う

あ
い
え
ん

こ
う
が
い

誇
張
幽
幻
な
趣
と
︑拍
案
三
嘆
の
熱
と
を
以
て
縷
述
さ
れ
て
あ
る
の
で
︑

は
く
あ
ん

た
ん

る
じ
ゅ
つ

読
む
者
を
し
て
百
年
の
地
上
に
明
滅
す
る
種
々
雑
多
な
⼈
間
の
浮
沈
と

⽂
化
の
興
亡
と
を
︑
⼀
巻
に
偲
ば
せ
て
︑
転
深
思
の
感
慨
に
耽
ら
し
め

う
た
た
し
ん
し

ふ
け

る
魅
⼒
が
あ
る
︒

×

⾒
⽅
に
よ
れ
ば
三
国
志
は
︑
⼀
つ
の
⺠
俗
⼩
説
と
も
い
え
る
︒
三
国

志
の
中
に
⾒
ら
れ
る
⼈
間
の
愛
欲
︑
道
徳
︑
宗
教
︑
そ
の
⽣
活
︑
ま
た
︑

主
題
た
る
戦
争
⾏
為
だ
と
か
群
雄
割
拠
の
状
な
ど
は
︑
さ
な
が
ら
彩
ら

ぐ
ん
ゆ
う
か
っ
き
ょ

い
ろ
ど

れ
た
彼
の
⺠
俗
絵
巻
で
も
あ
り
︑
そ
の
⽣
々
動
流
す
る
相
は
︑
天
地

せ
い
せ
い
ど
う
り
ゅ
う

す
が
た

間
を
舞
台
と
し
て
︑
壮
⼤
な
る
⾳
楽
に
伴
っ
て
演
技
さ
れ
た
⼈
類
の

⼤
演
劇
と
も
観
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

だ
い
ド
ラ
マ

×

現
在
の
地
名
と
︑
原
本
の
誌
す
地
名
と
は
︑
当
然
時
代
に
よ
る
異
い

げ
ん
ぽ
ん

し
る

ち
が

が
あ
る
の
で
︑
分
っ
て
い
る
地
⽅
は
下
に
註
を
加
え
て
お
い
た
︒
分
ら

な
い
旧
名
も
か
な
り
あ
る
︒
ま
た
︑
登
場
⼈
物
の
爵
位
官
職
な
ど
︑
ほ
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ぼ
⽂
字
で
推
察
の
つ
き
そ
う
な
の
は
そ
の
ま
ま
⽤
い
た
︒
あ
ま
り
に
現

代
語
化
し
す
ぎ
る
と
︑
そ
の
⽂
字
の
持
っ
て
い
る
特
有
な
⾊
彩
や
感
覚

を
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒

×

原
本
に
は
﹁
通
俗
三
国
志
﹂﹁
三
国
志
演
義
﹂
そ
の
他
数
種
あ
る
が
︑

私
は
そ
の
い
ず
れ
の
直
訳
に
も
よ
ら
な
い
で
︑
随
時
︑
⻑
所
を
択
っ
て
︑

と

わ
た
く
し
流
に
書
い
た
︒
こ
れ
を
書
き
な
が
ら
思
い
出
さ
れ
る
の
は
︑

少
年
の
頃
︑
久
保
天
随
⽒
の
演
義
三
国
志
を
熱
読
し
て
︑
三
更
四
更
ま

こ
う

こ
う

で
燈
下
に
し
が
み
つ
い
て
い
て
は
︑
⽗
に
寝
ろ
寝
ろ
と
い
っ
て
叱
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
︒
本
来
︑
三
国
志
の
真
味
を
酌
む
に
は
こ
の
原
書
を
読

く

む
に
如
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
︑
今
⽇
の
読
者
に
そ
の
難
渋
は
耐
え
得

し

な
ん
じ
ゅ
う

ぬ
こ
と
だ
し
︑
ま
た
︑
⼀
般
の
求
め
る
⽬
的
も
意
義
も
︑
⼤
い
に
異
う

ち
が

は
ず
な
の
で
︑
あ
え
て
書
肆
の
希
望
に
ま
か
せ
て
再
訂
上
梓
す
る
こ
と

し
ょ
し

じ
ょ
う
し

に
し
た
︒

著
者
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