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『
三
国
志
演
義
』の
怒
り
の
諸
相

吉
永　

壮
介

一
、
序
言

政
治
、
経
済
、
文
化
的
な
背
景
か
ら
必
然
的
に
起
因
し
た
と
思
わ
れ
る
歴
史
的
事
実
の
影
に
は
、
様
々
な
利
害
や
思
想
を
宿
し
た
個
人
の

思
惑
も
交
錯
し
て
い
る
。
一
つ
の
事
実
に
対
し
て
、
何
を
真
実
と
し
て
見
る
か
は
、
後
代
の
人
間
に
与
え
ら
れ
た
叡
智
と
誤
謬
に
満
ち
た
特

権
で
あ
る
。
実
在
し
た
人
物
、
語
り
継
ぐ
民
衆
、
描
写
す
る
作
者
、
鑑
賞
す
る
聴
衆
や
読
者
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
位
相
に
も
、
必
ず
し
も

理
知
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
個
々
人
の
生
々
し
い
感
情
が
た
ゆ
た
っ
て
い
る
。
過
去
と
現
代
、
現
実
と
理
想
、
英
雄
と
庶
民
、
そ
し
て
日

常
と
非
日
常
と
の
巨
大
な
橋
梁
の
一
つ
と
し
て
、
歴
史
に
取
材
す
る
白
話
小
説
は
成
立
し
た
。『
三
国
志
演
義
』（
以
下
『
演
義
』
と
略
し
、

特
に
明
記
し
な
い
場
合
は
毛
宗
崗
本
を
指
す1

）
に
も
、
数
多
く
の
登
場
人
物
と
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
長
い
年
月
に
相
応
す
る
様
々
な
感
情
が

横
溢
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
感
情
は
、
実
在
し
た
人
物
た
ち
の
も
の
で
も
あ
り
、
作
者
の
も
の
で
も
あ
り
、
改
訂
者
の
も
の
で
も
あ
り
、
ま

た
読
者
の
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
境
界
線
は
判
然
と
し
な
い
。
本
稿
で
は
、『
演
義
』
の
描
く
怒
り
の
諸
相
に
焦
点
を
当
て
、
人
物
形
象
に
施
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さ
れ
た
怒
り
の
彫
琢
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
精
査
し
、
嘉
靖
本
か
ら
呉
観
明
本
ま
で
の
流
れ
と
の
比
較
の
も
と
、
毛
宗
崗
本
が
怒
り
の
概
念
を
如

何
に
描
き
分
け
た
か
、
そ
の
感
情
表
現
の
独
自
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、『
演
義
』
に
渦
巻
く
怒
り
の
諸
相

怒
り
の
範
疇
を
厳
密
に
限
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
概
念
的
な
感
情
表
現
の
な
か
で
最
も
典
型
的
な
の
は
「
怒
」
の
文
字
で
あ
り
、『
演

義
』
で
は
五
百
七
十
一
回
用
い
ら
れ
て
い
る2

。
そ
の
う
ち
半
数
を
超
え
る
三
百
三
十
三
回
は
「
大
怒
」
で
あ
り
、『
三
国
志
平
話
』
以
来
の

大
仰
で
不
安
定
な
感
情
表
現
は
『
演
義
』
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る3

。「
怒
」
に
次
い
で
頻
出
す
る
の
は
「
恨
」
二
百
一
回
で
あ
り
、
こ
れ
に

「
怨
」
八
十
回
、「
忿
」
三
十
二
回
、「
憤
」
二
十
二
回
、「
不
平
」
十
六
回
、「
怏
怏
」
十
四
回
、「
慍
」
一
回
等
が
続
く
。

怒
り
を
伴
う
こ
と
が
明
示
、
或
い
は
予
想
さ
れ
る
動
作
と
し
て
は
、「
喝
」
百
七
十
九
回
、「
叱
」
百
七
十
六
回
、「
罵
」
百
回
、「
責
」

七
十
九
回
、「
厲
声
」
五
十
二
回
、「
拍
案
」
五
回
、「
扯
碎
」
五
回4

、「
扯
毀
」
二
回
、「
斬
使
」
二
回5

、「
扯
衣
而
起
」
一
回
、「
拂
衣
而
起
」

一
回
、「
擲
表
」
一
回
等
が
あ
る
。

顔
の
表
情
に
類
す
る
表
現
と
し
て
は
、
顔
色
を
変
え
る
「
變
色
」
が
十
八
回
、
目
を
剝
く
「
怒
目
」
十
二
回
、「
睜
目
」
六
回
、「
瞪
目
」

二
回
、「
張
目
」
一
回
、
眉
を
つ
り
上
げ
る
「
睜
眉
」
三
回
、
歯
ぎ
し
り
す
る
「
切
齒
」
十
九
回
、「
咬
牙
」
十
一
回
、「
咬
齒
」
一
回
、「
唾
」

五
回6

等
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
言
い
回
し
は
正
史
『
三
国
志
』
に
は
一
例
も
見
ら
れ
な
い
が
、『
演
義
』
で
は
多
用
さ
れ
て
お
り
、
怒
り
の

表
白
に
顔
面
の
振
る
舞
い
も
大
い
に
慌
た
だ
し
い
。

身
体
表
現
と
し
て
の
怒
り
と
は
別
に
、
罵
言
に
よ
る
怒
り
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。「
匹
夫
」
四
十
三
回
、「
孺
子
」
十
三
回
、「
村
夫
」
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六
回
、「
豎
子
」
六
回
、「
豎
儒
」
五
回
、
そ
し
て
「
鼠
輩
」
十
一
回
、「
鼠
賊
」
三
回
、「
鼠
雀
」
二
回
等
、
そ
れ
ら
は
含
み
の
あ
る
や
り
取

り
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
直
截
的
な
罵
倒
が
主
意
で
あ
る
。
な
か
に
は
呂
布
や
袁
紹
が
劉
備
を
罵
っ
た
「
大
耳
」
四
回
の
よ
う
な
固
有
性
の

高
い
罵
詈
も
見
ら
れ
る7

。

こ
の
他
に
も
「
氣
」「
嚇
」「
嗔
」
等
の
よ
う
に
、
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
る
語
も
含
め
て8

怒
り
に
類
す
る
表
現
や
登
場
人
物
の

行
為
を
探
せ
ば
、
更
に
数
多
く
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
百
二
十
回
の
章
回
で
平
均
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
各
回
ご
と
に

十
五
回
に
も
及
ぶ
怒
り
が
氾
濫
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
演
義
』
の
描
写
は
、
ま
こ
と
に
登
場
人
物
た
ち
の
已
む
こ
と
な
く
滾
る
怒
り
に

よ
っ
て
牽
引
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

三
、「
怒
」
に
生
き
る
英
雄
、「
怒
」
に
死
ぬ
英
雄

『
演
義
』
で
「
怒
」
の
文
字
が
現
れ
な
い
の
は
第
四
九
回
、
第
九
三
回
、
第
九
八
回
の
三
回
の
み
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
登
場
人
物
を
軸
に

し
て
「
怒
」
の
描
出
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

登
場
人
物
中
で
最
も
数
多
く
「
怒
」
り
を
発
す
る
の
は
曹
操
で
あ
り
、
六
十
二
回
に
も
及
ぶ
。
こ
れ
に
関
羽
三
十
七
回
、
張
飛
三
十
一
回9

、

呂
布
二
十
一
回
、
袁
紹
、
孫
策
、
劉
備
二
十
回
、
周
瑜
十
九
回
、
董
卓
十
五
回
、
孫
権
十
三
回
、
姜
維
十
一
回
、
趙
雲
、
諸
葛
亮
十
回
、
袁

術
、
馬
超
九
回
、
李
傕
八
回
、
司
馬
昭
七
回
が
続
く
。「
怒
」
の
主
要
な
担
い
手
は
、
君
主
も
し
く
は
勇
猛
で
名
を
馳
せ
た
武
将
た
ち
で
あ
る

こ
と
が
瞭
然
と
す
る
。
関
羽
と
張
飛
は
『
三
国
志
平
話
』
で
も
怒
り
を
原
動
力
に
し
て
物
語
を
推
進
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
は
『
演
義
』
へ
も

引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
回
数
と
し
て
は
少
な
い
が
、
董
太
后
、
何
太
后
、
徐
庶
の
母
、
蔡
夫
人
、
呉
国
太
、
孫
夫
人
、
曹
皇
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后
、
祝
融
夫
人
、
李
氏
等
、
女
性
は
か
な
り
の
確
率
で
「
怒
」
を
表
明
す
る
場
面
に
遭
遇
し
て
い
る
。
男
性
中
心
の
物
語
に
あ
え
て
登
壇
す

る
機
会
を
得
て
い
る
だ
け
あ
り
、
感
情
表
現
の
起
伏
に
富
む
展
開
が
準
備
さ
れ
て
い
る
の
も
首
肯
で
き
る10

。

「
怒
」
は
一
つ
の
事
件
の
中
で
立
て
続
け
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
曹
操
は
活
躍
期
間
の
全
般
に
わ
た
り
、
常
に
怒
り
の
ボ
ル
テ
ー

ジ
を
維
持
し
続
け
て
い
る
。「
笑
」「
哭
」「
泣
」
の
い
ず
れ
で
も
曹
操
は
上
位
を
占
め
て
お
り11

、感
情
表
現
の
面
か
ら
見
て
も
『
演
義
』
を
牽

引
す
る
オ
ー
ル
ア
ラ
ウ
ン
ド
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
と
い
え
る
。
関
羽
の
五
関
突
破
の
よ
う
に
、
怒
り
に
よ
っ
て
敵
将
を
な
ぎ
倒
し
て
ゆ
く
場

面
も
あ
る
が
、「
怒
」
を
連
発
す
る
の
は
、
予
測
と
異
な
る
事
態
に
直
面
し
た
と
き
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
往
々
に
し
て
滅
亡
の
予
兆
と
し

て
描
か
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
曹
操
も
晩
年
近
く
、
魏
王
に
爵
位
を
進
め
る
場
面
（
第
六
六
回
）
で
四
回
、
道
士
左
慈
に
翻
弄
さ

れ
る
場
面
（
第
六
八
回
）
で
三
回
の
「
怒
」
を
立
て
続
け
に
発
す
る
が
、
い
ず
れ
も
致
命
傷
に
は
至
ら
ず
に
乗
り
切
っ
て
い
る12

。
多
く
の
群

雄
が
怒
り
に
呑
ま
れ
て
滅
ん
だ
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
最
大
の
怒
り
手
と
し
て
終
生
怒
り
続
け
な
が
ら
も
、
破
滅
せ
ず
に
「
怒
」
の
荒
波
を
生

き
抜
い
た
曹
操
は
喝
采
を
贈
ら
れ
て
も
よ
い
。

曹
操
と
対
照
的
な
の
が
、
と
も
に
二
十
回
の
「
怒
」
を
数
え
る
袁
紹
、
孫
策
、
劉
備
で
あ
る
。
袁
紹
は
最
終
的
に
曹
操
に
敗
れ
た
が
故
に
、

正
史
で
も
優
柔
不
断
で
狭
量
な
君
主
と
し
て
描
か
れ
た
が
、
と
り
わ
け
対
曹
操
戦
で
の
狼
狽
ぶ
り
は
『
演
義
』
で
も
見
苦
し
く
描
か
れ
て
い

る13

。
第
三
〇
回
に
八
回
の
「
怒
」
が
集
中
し
て
お
り14

、
怒
り
の
矛
先
が
敵
将
で
は
な
く
、
田
豊
、
許
攸
、
淳
于
瓊
等
の
自
軍
の
参
謀
や
部
将

に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
君
主
と
し
て
の
狭
量
を
描
出
し
尽
く
さ
れ
た
た
う
え
で
、
袁
紹
は
第
三
二
回
で
死
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
。

孫
策
は
『
演
義
』
中
で
最
も
直
接
的
に
「
怒
」
と
結
び
つ
い
た
死
を
迎
え
る
人
物
で
あ
る
。
第
二
九
回
、孫
策
は
于
吉
に
対
し
て
実
に
十
六

回
に
わ
た
り
「
怒
」
り
続
け
て
、
そ
の
ま
ま
死
に
至
っ
た
。「
怒
」
が
孫
策
の
身
体
を
借
り
て
結
晶
し
、
そ
し
て
砕
け
散
っ
た
か
の
よ
う
な
最
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期
の
形
相
は
凄
絶
で
圧
巻
で
あ
る
。
孫
策
は
何
故
に
か
く
も
激
し
い
「
怒
」
の
劫
火
に
焼
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
第
二
九
回
の
前

半
部
分
、
叛
心
を
抱
く
許
貢
や
、
自
分
を
過
小
評
価
す
る
郭
嘉
に
対
す
る
孫
策
の
「
怒
」
は
、
い
ず
れ
も
呉
観
明
本
の
描
写
を
毛
宗
崗
本
は

踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
于
吉
と
の
顚
末
に
於
て
、
呉
観
明
本
で
は
七
回
で
あ
っ
た
「
怒
」
は
、
毛
宗
崗
本
で
は
十
二
回
に
ま

で
増
幅
さ
れ
て
い
る
。
毛
宗
崗
本
が
新
た
に
「
怒
」
を
補
っ
た
箇
所
も
あ
れ
ば
、
下
記
の
よ
う
に
呉
観
明
本
の
文
字
を
毛
宗
崗
本
が
意
図
的

に
「
怒
」
に
改
変
し
て
い
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
。

【
呉
観
明
本
】
策
恨
未
消
、
命
枷
鎻
下
獄
囚
之
。

【
毛
宗
崗
本
】
策
怒
未
息
、
命
且
囚
於
獄
中15

。

【
呉
観
明
本
】
次
日
急
歸
城
内
、
又
城
門
見
于
吉
。

【
毛
宗
崗
本
】
策
怒
歸
府
、
又
見
于
吉
立
於
府
門
前
。

毛
宗
崗
本
は
孫
策
の
感
情
を
「
怒
」
の
語
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
毛
宗
崗
本
は
、
さ
ら
に
于
吉
に
も
呉
観
明
本

ま
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
怒
目
視
策
」
と
い
う
険
し
い
表
現
を
与
え
て
お
り
、
第
二
九
回
の
「
怒
」
の
運
用
が
孫
策
と
于
吉
の
確
執
と
い

う
主
題
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る16

。

曹
操
と
左
慈
、
孫
策
と
于
吉
の
顚
末
は
、
急
進
的
な
合
理
主
義
者
と
民
衆
の
仰
慕
す
る
神
仙
と
の
対
峙
と
い
う
意
味
に
於
て
共
通
す
る
出

来
事
で
あ
る
が
、
毛
宗
崗
本
が
第
六
八
回
冒
頭
の
総
評
で
「
于
吉
は
孫
策
の
も
と
に
謁
見
を
求
め
て
来
た
の
で
は
な
い
が
、
左
慈
は
わ
ざ
わ
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ざ
や
っ
て
来
て
曹
操
を
愚
弄
し
た
」
と
し
て
、
プ
ロ
ッ
ト
が
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
重
要
で
あ
る17

。

い
ず
れ
も
最
後
ま
で
相
容
れ
ず
、捻
れ
の
位
相
に
あ
り
続
け
る
思
想
が
存
在
し
う
る
こ
と
を
物
語
中
に
明
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が18

、

曹
操
は
死
を
免
れ
、
孫
策
は
死
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
左
慈
と
曹
操
、
孫
策
と
于
吉
の
出
逢
い
方
そ
の
も
の
に
も
、
そ
の
質
的

な
相
違
が
す
で
に
隠
喩
的
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
読
者
は
、
血
気
に
は
や
り
自
ら
の
死
期
を
早
め
た
若
者
と
し
て
、
嘲
笑
と

哀
惜
の
半
ば
す
る
思
い
で
孫
策
の
退
場
を
見
送
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
嘉
靖
本
以
前
の
祖
本
で
す
で
に
成
立
し
て
い
た
も
の
と

思
し
い
が
、
毛
宗
崗
本
は
第
二
九
回
冒
頭
の
総
評
で
「
孫
策
が
神
仙
を
信
じ
な
い
の
は
、
孫
策
の
英
雄
た
る
証
し
で
あ
る
」「
孫
策
の
怒
り
は

于
吉
へ
の
怒
り
で
は
な
く
、
士
大
夫
た
ち
が
于
吉
を
崇
拝
す
る
こ
と
へ
の
怒
り
で
あ
る
」
と
述
べ19

、
ま
た
雨
乞
い
を
成
功
さ
せ
た
于
吉
を
孫

策
が
殺
す
場
面
で
は
、「
こ
の
と
き
衆
人
が
于
吉
を
崇
拝
し
な
け
れ
ば
、
孫
策
は
或
い
は
于
吉
を
殺
さ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
孫
策
に

于
吉
を
殺
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
衆
人
の
過
ち
な
の
だ
」
と
喝
破
し
て
い
る20

。
そ
う
し
た
想
い
を
際
立
た
せ
る
べ
く
、
毛
宗
崗
本
は
孫
策

の
「
怒
」
を
過
剰
な
ま
で
に
増
幅
さ
せ
て
、
時
代
に
先
ん
ず
る
明
確
な
意
識
を
持
ち
得
た
英
雄
に
は
非
業
の
死
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
憎

悪
に
も
似
た
激
し
い
皮
肉
を
以
て
示
し
た
。

『
演
義
』
に
見
ら
れ
る
感
情
表
現
の
多
く
は
嘉
靖
本
以
来
踏
襲
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
怒
」
の
内
包
は
雑
多
で
あ
る
。
必
ず
し
も
正
し
い

か
ら
怒
る
の
で
は
な
く
、
危
う
く
、
疚
し
い
か
ら
怒
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
倫
理
的
な
規
範
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
概
し
て
短
絡

的
な
感
情
の
発
露
と
し
て
の
「
怒
」
が
氾
濫
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
執
拗
な
ま
で
に
書
き
増
さ
れ
た
小
覇
王
孫
策

の
「
怒
」
に
は
、
明
以
来
の
批
評
を
経
た
毛
宗
崗
本
が
自
覚
的
に
再
定
義
し
て
描
出
し
た
、
人
間
に
対
す
る
あ
る
種
の
深
い
不
信
感
を
伴
う

感
情
表
現
の
一
つ
の
鋭
角
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
、
劉
備
は
「
喜
怒
不
形
於
色
（
喜
怒
を
色
に
形
わ
さ
ず
）」（『
三
国
志
』
蜀
書
・
先
主
伝
、『
演
義
』
第
一
回
）
と
称
さ
れ
て
い
る
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、『
演
義
』
で
は
よ
く
泣
く
ば
か
り
で
な
く
、
し
ば
し
ば
怒
り
に
も
苛
ま
れ
て
い
る
。
劉
備
が
最
初
に
「
怒
」
を
発
す
る
の

は
、
曹
操
麾
下
の
部
将
呂
曠
に
対
し
て
で
あ
る
（
第
三
五
回
）。
温
厚
な
る
君
子
が
怒
る
必
然
性
が
希
薄
に
思
わ
れ
る
が
、
嘉
靖
本
以
来
踏
襲

さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
温
厚
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
劉
備
の
「
怒
」
が
本
格
的
に
炸
裂
す
る
の
は
、
関
羽
の
死
の

顚
末
で
あ
る
。
赤
壁
の
戦
い
が
戦
闘
や
謀
略
の
描
写
に
お
け
る
『
演
義
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
関
羽
の
死
か
ら
夷
陵
の

戦
い
、
そ
し
て
白
帝
城
の
死
へ
と
到
る
劉
備
の
描
写
は
、
怒
り
と
慟
哭
の
乱
舞
す
る
感
情
表
現
に
於
け
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
形
成
し
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
七
七
回
以
降
、
関
羽
を
失
っ
た
劉
備
の
「
怒
」
は
十
五
回
に
達
す
る
。
臨
終
の
直
前
に
「
怒
」
を
連
発
す
る
と
い
う
点
で
は
袁
紹
や
孫

策
と
重
な
る
。
し
か
し
袁
紹
や
孫
策
の
「
怒
」
が
毛
宗
崗
本
で
増
幅
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
劉
備
の
「
怒
」
は
嘉
靖
本
の
時
点
で
ほ

ぼ
完
備
し
て
お
り
、『
三
国
志
演
義
』
の
祖
本
成
立
時
に
す
で
に
重
要
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、
毛
宗
崗
を
も
納
得
さ
せ
る
完
成
度
を
有
し

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

劉
備
の
「
怒
」
は
関
羽
の
死
に
起
因
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
晩
年
に
集
中
し
て
い
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
視
点
を
変
え
て
巨
視
的
に

俯
瞰
す
る
と
、
物
語
に
於
け
る
「
怒
」
の
力
学
の
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
る
。
最
大
の
怒
り
手
で
あ
る
曹
操
は
第
七
八
回
で
没
し
、
そ
れ
に
次

ぐ
怒
り
手
で
あ
っ
た
関
羽
は
第
七
七
回
、
張
飛
も
第
八
一
回
に
物
語
か
ら
退
場
す
る
。
温
厚
で
あ
る
は
ず
の
劉
備
が
発
し
た
「
怒
」
二
十
回

の
う
ち
十
五
回
は
第
七
七
回
以
降
で
あ
り
、
と
く
に
張
飛
が
物
語
か
ら
退
場
し
た
第
八
二
回
か
ら
第
八
三
回
に
か
け
て
、
八
回
の
「
怒
」
が

集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
劉
備
が
第
八
五
回
に
没
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
一
度
も
「
怒
」
る
こ
と
の
な
か
っ
た
諸
葛
亮
が
「
怒
」
り
始
め
て
い

る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
さ
ら
に
諸
葛
亮
の
「
怒
」
が
第
一
〇
二
回
で
途
絶
え
る
と
、
第
一
〇
三
回
か
ら
は
司
馬
懿
と
姜
維
が
俄
に
「
怒
」

り
始
め
る
と
い
う
構
図
が
鮮
明
で
あ
る21

。
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こ
れ
ら
の
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、「
怒
」
の
感
情
の
主
要
な
担
い
手
が
物
語
の
中
で
移
行
し
て
ゆ
く
様
相
が
窺
わ
れ
る
。「
泣
」
と
い

う
感
情
表
現
を
伴
う
動
作
が
、
献
帝
、
劉
備
か
ら
諸
葛
亮
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
リ
レ
ー
現
象
が
、「
怒
」
に
於
て
も
成
立
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う22

。

四
、
毛
宗
崗
本
に
見
え
る
「
怒
目
」
と
「
睜
目
」

『
演
義
』
の
怒
り
の
内
包
は
雑
多
で
あ
り
、
完
全
に
系
統
だ
て
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
述
の
孫
策
に
対
す
る
毛
宗
崗
本
の
意
図

的
な
加
筆
や
「
怒
」
の
担
い
手
の
リ
レ
ー
現
象
の
他
に
も
、
幾
つ
か
の
論
ず
る
べ
き
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

「
怒
目
」
と
「
睜
目
」
は
日
本
語
に
訳
さ
れ
る
際
に
は
い
ず
れ
も
「
目
を
怒
ら
せ
」「
目
を
か
っ
と
見
開
き
」
等
と
し
て
区
別
を
つ
け
難
い

が
、『
演
義
』
の
用
例
を
詳
細
に
見
る
と
、
そ
こ
に
は
温
度
差
が
感
じ
ら
れ
る
。「
怒
目
」
は
十
二
回
用
い
ら
れ
て
お
り
、
動
作
の
主
体
は
張

飛
二
回
、
呂
布
、
典
韋
、
関
羽
、
于
吉
、
凌
統
、
趙
雲
、
徐
晃
、
曹
操
、
龐
徳
、
姜
維
配
下
の
諸
将
が
各
一
回
ず
つ
で
あ
る
。「
睜
目
」
は

六
回
用
い
ら
れ
て
お
り
、
動
作
の
主
体
は
張
飛
三
回
、
吉
平
、
張
任
、
司
馬
懿
が
各
一
回
で
あ
る
。
吉
平
が
拷
問
さ
れ
る
と
き
や
（
第
二
三

回
）、
司
馬
懿
が
危
地
に
陥
っ
た
と
き
に
状
況
を
探
っ
て
い
る
例
（
第
一
〇
四
回
）
も
あ
る
が
、「
目
を
剝
く
」
の
は
ほ
ぼ
猛
将
た
ち
の
専
売

特
許
で
あ
り
、
理
知
的
な
文
官
が
見
せ
る
振
る
舞
い
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か

を
概
観
す
る
と
、
い
ず
れ
も
攻
撃
的
で
不
服
従
の
眼
差
し
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
が
、「
怒
目
」
は
積
極
的
に
「
目
を
怒
ら
せ
て
」
い
る
場
面

が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
睜
目
」
は
全
て
策
に
窮
し
た
場
面
で
あ
り
、
言
わ
ば
追
い
詰
め
ら
れ
た
窮
鼠
の
怒
り
の
眼
差
し
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
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毛
宗
崗
本
に
見
え
る
「
睜
目
」
六
例
は
全
て
呉
観
明
本
か
ら
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
怒
目
」
十
二
例
の
う
ち
五
例
は
呉
観
明
本
に
は

見
え
ず
毛
宗
崗
本
が
改
変
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
毛
宗
崗
本
が
新
た
に
加
筆
し
た
「
怒
目
」
を
列
挙
す
る
と
、呂
布
「
怒
目
而
視
」（
第
三

回
）、
于
吉
「
怒
目
視
策
」（
第
二
九
回
）、
凌
統
「
只
是
怒
目
而
視
甘
寧
」（
第
三
九
回
）、
張
飛
「
怒
目
横
矛
」（
第
四
二
回
）、
曹
操
「
怒
目

視
帝
」（
第
六
六
回
）
で
あ
る
。
張
飛
を
除
く
四
例
は
、「
怒
目
」
だ
け
で
は
な
く
「
而
視
」
の
よ
う
に
相
手
を
伴
う
言
い
回
し
を
用
い
て
、

怒
り
が
そ
の
対
象
に
向
け
て
先
鋭
化
し
て
い
る
様
を
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
怒
目
」
は
、
毛
宗
崗
本
が
必
然
性
を
も
っ
て
補
筆
し
た
箇

所
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。「
怒
目
」
と
「
睜
目
」
は
、
原
文
で
は
ま
さ
に
、
目
は
口
ほ
ど
に
も
の
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
反
復
さ
れ
る
怒
り

『
演
義
』
の
怒
り
は
単
発
的
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、反
復
さ
れ
る
怒
り
が
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。『
演
義
』

で
同
一
の
対
象
に
対
し
て
反
復
す
る
最
も
印
象
的
な
怒
り
は
、
于
吉
に
対
す
る
孫
策
と
並
ん
で
、
諸
葛
亮
に
対
す
る
周
瑜
で
あ
ろ
う
。
諸
葛

亮
へ
の
嫉
妬
か
ら
憤
死
す
る
周
瑜
の
姿
は
、
凄
絶
と
い
う
に
は
む
し
ろ
滑
稽
に
近
い
。
周
瑜
の
盟
友
で
あ
る
孫
策
の
死
も
、
執
拗
な
ま
で
の

怒
り
に
苛
ま
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
嘉
靖
本
に
す
で
に
見
ら
れ
る
周
瑜
の
戯
画
化
さ
れ
た
怒
り
の
様
相
も
ま
た
、
悪
意
に
満
ち
た
筆
致

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
対
一
の
対
人
関
係
で
は
な
く
、
複
数
対
一
人
と
い
う
関
係
に
於
て
反
復
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
個
人
の
身
体
的
特
徴
も
し
く
は
出
自
に

対
す
る
冒
瀆
の
罵
詈
が
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
劉
備
の
「
大
耳
」
が
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
劉
備
は
四
回
に
わ
た
っ
て
「
大
耳
」
と

罵
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
罵
言
で
あ
る
と
同
時
に
、
張
飛
の
「
豹
頭
環
眼
」
と
同
様
に
容
貌
に
関
す
る
人
物
形
象
と
し
て
論
ず
る
の
が
適
切
で
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あ
ろ
う23

。
他
に
特
定
の
人
物
の
み
に
浴
び
せ
ら
れ
る
罵
言
と
し
て
は
「
村
夫
」
が
あ
る
。「
村
夫
」
六
回
の
う
ち
、
一
回
は
劉
備
に
対
し
て

投
げ
か
け
ら
れ
た
言
葉
だ
が
、
残
り
の
五
回
は
全
て
諸
葛
亮
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
三
国
志
平
話
』
で
す
で
に
定
着
し
た
イ

メ
ー
ジ
が
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う24

。

個
人
を
主
体
も
し
く
は
対
象
と
す
る
怒
り
の
反
復
で
は
な
く
、
人
物
を
跨
い
で
同
種
の
怒
り
が
描
写
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
呉
の

老
臣
張
昭
が
、
血
気
盛
ん
な
若
き
君
主
で
あ
る
孫
策
と
孫
権
を
「
い
っ
と
き
の
怒
り
に
ま
か
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
諫
め
る
場
面
が
あ
る

（
第
二
九
回
、
第
五
六
回
）。
呉
観
明
本
で
は
、
孫
策
に
は
「
一
次
之
忿
」、
孫
権
に
は
「
一
次
之
氣
」
と
異
な
る
言
い
回
し
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
毛
宗
崗
本
は
い
ず
れ
も
「
一
次
之
忿
」
に
統
一
し
て
作
る
。
同
じ
性
質
を
も
つ
兄
弟
を
同
じ
「
忿
」
の
語
で
諫
め
る
老
臣
と
い
う
構
図

に
、
些
か
皮
肉
を
込
め
た
毛
宗
崗
本
の
改
変
の
跡
が
見
え
る
。

六
、
毛
宗
崗
本
に
見
え
る
「
忿
」

毛
宗
崗
本
に
は
「
忿
」
の
文
字
が
三
十
二
箇
所
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
忿
忿
」
と
い
う
畳
語
の
一
文
字
分
や
、「
不
忿
」
と
い
う

否
定
形
を
除
く
と
、
二
十
七
の
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
セ
リ
フ
の
な
か
で
「
誰
々
が
忿い

か

っ
て
」
と
い
う
具
合
に
用
い
ら
れ

て
い
る
場
面
も
多
く
、
ま
た
演
技
と
し
て
「
忿
」
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
「
忿
」
の
動
作
主
を
列
挙
す
る
と
、
姜

維
三
回
、
黄
蓋
、
孫
権
が
二
回
、
袁
紹
、
呂
布
、
管
亥
、
蔡
陽
、
孫
策
、
曹
仁
、
王
威
、
周
瑜
、
夏
侯
淵
、
孟
獲
、
馬
忠
、
祝
融
夫
人
、
張

郃
が
各
一
回
、
そ
れ
以
外
に
、
司
馬
懿
麾
下
の
魏
の
将
士
五
回
、
劉
備
の
諸
将
一
回
、
蜀
と
呉
と
の
外
交
関
係
に
つ
い
述
べ
た
場
面
で
の
用

例
が
一
回
で
あ
る
。
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「
忿
」
は
抑
圧
さ
れ
た
被
害
者
的
な
意
識
を
含
ん
だ
怒
り
の
表
白
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
恨
み
が
ま
し
く
激
し
い
感
情
が
通
底
し
て
い
る
。

動
作
主
の
ほ
と
ん
ど
が
魏
と
呉
の
人
物
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
が
滲
む
か
ら
で
あ
ろ
う
。
蜀
陣
営
で
個
人
名

を
挙
げ
て
「
忿
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
二
名
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
馬
忠
と
並
ん
で
姜
維
の
名
が
挙
が
る
の
は
興
味
深
い
。

姜
維
が
「
忿
」
る
の
は
、
諸
葛
亮
が
延
命
の
祈
禱
を
し
て
い
る
際
に
、
消
し
て
は
な
ら
ぬ
燈
火
を
魏
延
が
誤
っ
て
消
し
て
し
ま
っ
た
と
き

と
（
第
一
〇
三
回
末
尾
、
第
一
〇
四
回
冒
頭
で
、
厳
密
に
言
え
ば
同
じ
場
面
）、
宦
官
黄
晧
を
粛
正
で
き
な
か
っ
た
と
き
（
第
一
一
五
回
）
で

あ
る
。
こ
の
三
箇
所
と
も
呉
観
明
本
で
は
「
忿
」
の
文
字
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
も
毛
宗
崗
本
が
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
劉
備
、

関
羽
、
張
飛
、
諸
葛
亮
ら
は
数
多
く
「
怒
」
っ
た
が
、「
忿
」
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
姜
維
も
呉
観
明
本
ま
で
は
「
忿
」
っ
て
い
な
か
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、毛
宗
崗
本
が
敢
え
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
遺
恨
の
色
彩
を
帯
び
る
「
忿
」
を
与
え
た
の
は
如
何
な
る
所
以
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
、「
泣
」
の
経
脈
が
劉
備
、
諸
葛
亮
か
ら
姜
維
に
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
同
様
に25

、
あ
る
種
の
精
神
的
な
断
絶
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

し
か
し
見
方
を
変
え
て
、
姜
維
に
「
忿
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
諸
葛
亮
の
死
を
防
げ
な
か
っ
た
と
き
と
、
蜀
を
滅
亡
に
導
く
黄
晧
を

除
け
な
か
っ
た
と
き
の
み
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
毛
宗
崗
本
は
ま
さ
に
蜀
が
滅
び
ゆ
く
定
め
を
恨
み
が
ま
し
く
姜
維
に
託
し
て
、
読
者
と

と
も
に
負
の
感
情
を
共
有
す
る
役
割
を
与
え
た
側
面
が
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
正
統
が
滅
び
ゆ
き
、
物
語
が
終
焉
に
導
か
れ
る
「
忿
」

り
を
託
せ
る
人
物
は
、
も
は
や
姜
維
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

七
、
毛
宗
崗
本
に
見
え
る
「
憤
」

毛
宗
崗
本
に
は
「
憤
」
の
文
字
が
二
十
一
箇
所
用
い
ら
れ
て
い
る26

。
そ
の
う
ち
、「
憤
憤
」
と
い
う
畳
語
の
一
文
字
分
や
、
同
じ
場
面
で
セ
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リ
フ
が
繰
り
返
し
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
除
く
と
、
以
下
の
十
九
の
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

①
丁
管
が
董
卓
に
「
憤
怒
」（
第
四
回
）、
②
伍
孚
が
董
卓
に
「
憤
恨
不
平
」（
第
四
回
）、
③
曹
操
の
檄
文
「
共
洩
公
憤
、
扶
持
王
室
」（
第

五
回
）、
④
呂
布
が
董
卓
を
評
し
て
「
罪
悪
貫
盈
、
人
神
共
憤
」（
第
九
回
）、
⑤
挿
入
詩
で
李
傕
と
郭
汜
の
内
心
に
つ
い
て
「
誰
知
李
郭
心
懷

憤
」（
第
一
三
回
）、
⑥
趙
彦
「
憤
操
専
横
」（
第
二
〇
回
）、
⑦
劉
備
が
曹
操
の
振
る
舞
い
に
「
不
勝
悲
憤
」（
第
二
一
回
）、
⑧
陳
琳
の
檄
文

「
自
是
士
林
憤
痛
、
民
怨
彌
重
」（
第
二
二
回
）、
⑨
董
承
「
見
曹
操
驕
横
愈
甚
、
感
憤
成
疾
」（
第
二
三
回
）、
⑩
諸
葛
亮
が
東
呉
で
の
舌
戦

に
て
曹
操
を
評
し
て
「
天
下
之
所
共
憤
」（
第
四
三
回
）、
⑪
張
昭
が
諸
葛
亮
を
評
し
て
「
彼
因
自
欲
雪
憤
」（
第
四
四
回
）、
⑫
黄
奎
が
曹
操

に
憤
慨
す
る
様
子
を
李
春
香
が
見
る
「
見
黄
奎
憤
恨
」（
第
五
七
回
）、
⑬
荀
攸
が
曹
操
の
魏
王
就
任
に
反
対
し
て
「
憂
憤
成
疾
、
臥
病
十
数

日
而
卒
」（
第
六
六
回
）、
⑭
吉
邈
、
吉
穆
が
曹
操
の
専
横
に
対
し
て
「
感
憤
流
涙
、
怨
氣
沖
天
」（
第
六
九
回
）、
⑮
龐
徳
を
描
い
た
絵
「
龐

德
憤
怒
不
屈
、
于
禁
拜
伏
於
地
」（
第
七
九
回
）、
⑯
于
禁
が
自
分
の
無
様
な
姿
の
描
か
れ
た
絵
を
見
て
「
又
羞
又
惱
、
氣
憤
成
疾
、
不
久
而

死
」（
第
七
九
回
）、
⑰
呉
の
諸
将
が
劉
備
と
戦
お
う
と
し
な
い
陸
遜
に
「
衆
皆
憤
憤
而
退
」（
第
八
三
回
）、
⑱
毌
丘
倹
が
司
馬
師
に
「
心
中

憤
怒
」（
第
一
一
〇
）、
⑲
挿
入
詩
で
傅
僉
に
つ
い
て
「
一
日
抒
忠
憤
、
千
秋
仰
義
名
」（
第
一
一
六
回
）。

毛
宗
崗
本
に
見
え
る
上
記
十
九
例
に
つ
い
て
、
嘉
靖
本
、
呉
観
明
本
と
「
憤
」
の
字
の
有
無
を
対
照
す
る
と
、

嘉
靖
本
、
呉
観
明
本
、
毛
宗
崗
本　

全
て
に
有
り　

⑦
⑭
⑰

嘉
靖
本
無
し
、
呉
観
明
本
有
り
、
毛
宗
崗
本
有
り　

④
⑤

嘉
靖
本
有
り
、
呉
観
明
本
無
し
、
毛
宗
崗
本
有
り　

①27

嘉
靖
本
無
し
、
呉
観
明
本
無
し
、
毛
宗
崗
本
有
り　

②
③
⑥
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑮
⑯
⑱
⑲
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と
な
り
、
十
九
例
の
う
ち
十
四
例
は
、
呉
観
明
本
に
見
え
な
か
っ
た
箇
所
に
毛
宗
崗
本
が
新
た
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
共
通
点
は
、

朝
廷
も
し
く
は
君
主
に
対
す
る
忠
節
の
心
が
、横
暴
な
る
権
力
者
に
よ
っ
て
撓
め
ら
れ
た
と
き
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、

　⑫
黄
奎
が
曹
操
に
憤
慨
す
る
様
子
を
李
春
香
が
見
る
場
面
（
第
五
七
回
）

【
呉
観
明
本
】
黄
奎
回
家
、
恨
氣
不
收
、･･･

其
妾
對
澤
曰
、「
黄
侍
郎
今
日
商
議
軍
情
回
、
意
甚
恨
、
不
知
爲
誰
。」

【
毛
宗
崗
本
】
黄
奎
回
家
、
恨
氣
未
息
、･･･

妾
見
黄
奎
憤
恨
、
遂
對
澤
曰
、「
黄
侍
郎
今
日
商
議
軍
情
回
、
意
甚
憤
恨
、
不
知
爲
誰
。」

こ
の
場
面
、
毛
宗
崗
本
で
は
、
す
で
に
呉
観
明
本
が
記
し
て
い
る
「
恨
」
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、「
憤
」
の
文
字
を
加
え
る
こ
と
を
以

て
、
黄
奎
の
漢
王
朝
へ
の
赤
心
と
曹
操
の
専
横
へ
の
憤
り
を
示
す
指
標
と
為
し
て
い
る
。

毛
宗
崗
本
が
描
く
「
憤
」
は
、
各
人
が
所
属
す
る
勢
力
に
お
け
る
道
義
的
な
拘
束
力
に
準
ず
る
た
め
、
必
ず
し
も
後
漢
や
蜀
へ
の
忠
誠
心

の
称
揚
に
限
定
さ
れ
な
い
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
物
語
前
半
で
は
、
董
卓
や
曹
操
と
い
う
漢
王
朝
を
内
部
か
ら
蝕
む
者
へ
の
「
憤
」
を
主
潮

と
す
る
が
、
物
語
後
半
で
曹
魏
政
権
が
確
立
さ
れ
る
に
及
び
、
⑮
龐
徳
と
⑯
于
禁
の
魏
に
対
す
る
忠
誠
心
の
対
比
や
、
⑱
曹
氏
を
圧
迫
す
る

司
馬
氏
へ
の
毌
丘
倹
の
怒
り
に
も
「
憤
」
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
毛
宗
崗
本
の
「
憤
」
は
、
正
し
く
も
弱
き
者
た
ち
が
発
す
る
倫
理

的
・
道
義
的
な
憤
り
で
あ
り
、
滅
び
ゆ
く
こ
と
を
代
償
に
、
称
揚
さ
れ
る
べ
き
感
情
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
忠
節
の
称
揚
と
い
う

ベ
ク
ト
ル
が
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
雑
多
な
要
素
の
集
積
体
で
あ
る
「
怒
」
と
も
、
あ
る
種
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を
内
包
す
る

「
忿
」
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
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毛
宗
崗
本
は
「
泣
」
を
「
哭
」
と
区
別
し
て
特
定
の
人
物
に
の
み
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
漢
か
ら
蜀
へ
の
系
譜
に
正
統
性
を
附
与
す

る
感
情
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る
が28

、「
憤
」
は
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
信
ず
る
価
値
観
の
も
と
で
発
す
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
と

い
う
点
、
質
的
に
異
な
る
扱
い
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
毛
宗
崗
本
は
後
漢
か
ら
蜀
へ
の
正
統
性
を
強
固
に
謳
い
上
げ
る
一
方
で
、
忠
節
の
信

念
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
所
属
陣
営
を
問
わ
ず
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

毛
宗
崗
本
の
描
く
「
憤
」
が
如
何
に
強
く
道
義
に
よ
る
拘
束
力
を
反
映
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
⑨
⑬
⑯
の
例
を
挙
げ
る
。
い
ず

れ
の
箇
所
も
、
呉
観
明
本
は
嘉
靖
本
の
描
写
を
踏
襲
し
て
い
る
。

⑨
董
承
が
曹
操
の
専
横
を
見
て
嘆
く
場
面
（
第
二
三
回
）

【
呉
観
明
本
】
自
元
旦
朝
賀
處
、
見
曹
操
傲
慢
公
卿
、
因
此
感
病
回
家
。

【
毛
宗
崗
本
】
建
安
五
年
元
旦
朝
賀
、
見
曹
操
驕
横
愈
甚
、
感
憤
成
疾
。

⑬
荀
攸
が
曹
操
の
魏
王
昇
進
に
反
対
し
、
曹
操
の
不
興
を
買
う
場
面
（
第
六
六
回29

）

【
呉
観
明
本
】
曹
操
聞
之
、
大
怒
曰
、「
此
人
又
欲
效
荀
彧
耶
？
」
荀
攸
知
之
、
當
年
十
月
、
臥
病
不
起
、
十
數
日
内
身
亡
。･･･

荀
攸

亡
年
五
十
八
歳
。
操
厚
葬
之
、
遂
罷
魏
王
事
。

【
毛
宗
崗
本
】
曹
操
聞
之
、
怒
曰
、「
此
人
欲
荀
彧
耶
？
」
荀
攸
知
之
、
憂
憤
成
疾
、
臥
病
十
數
日
而
卒
、
亡
年
五
十
八
歳
。
操
厚
葬
之
、

遂
罷
魏
王
事
。
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⑯
蜀
に
囚
わ
れ
、
後
に
呉
を
経
由
し
て
魏
に
戻
っ
た
于
禁
が
、
自
分
の
無
様
な
姿
の
描
か
れ
た
絵
を
見
せ
ら
れ
る
場
面
（
第
七
九
回
）

【
呉
観
明
本
】（
該
当
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
無
し
）

【
毛
宗
崗
本
】
當
下
于
禁
見
此
畫
像
、
又
羞
又
惱
、
氣
憤
成
病
、
不
久
而
死
。

か
く
見
れ
ば
、
毛
宗
崗
本
の
「
憤
」
は
、
呉
観
明
本
で
は
漠
然
と
し
て
い
た
道
義
的
な
心
情
に
一
つ
の
明
確
な
形
を
与
え
、
時
に
病
を
発

し
て
死
に
至
る
要
因
と
す
ら
な
る
強
力
な
拘
束
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
演
義
』
で
最
後
に
「
憤
」
の
字
が
現
れ
る
の
は
⑲
傅
僉
を
詠
ん
だ
挿
入
詩
で
あ
る
（
第
一
一
六
回
）。
魏
に
降
っ
た
蔣
舒
と
、
蜀
に
忠
節

を
尽
く
し
て
自
刎
し
て
果
て
た
傅
僉
が
対
照
を
な
す
場
面
で
、
呉
観
明
本
は
静
軒
先
生
の
詩
「
魏
將
西
驅
十
萬
兵
、
漢
人
無
計
守
陽
平
。
蔣

舒
降
虜
傅
僉
死
、
尚
有
流
芳
遺
臭
名
。」
を
挿
入
し
て
い
る
。
毛
宗
崗
本
は
静
軒
先
生
の
詩
を
省
き
、
か
わ
り
に
「
後
人
有
詩
讚
曰
」
と
し

て
、「
一
日
抒
忠
憤
、
千
秋
仰
義
名
。
寧
爲
傅
僉
死
、
不
作
蔣
舒
生
。」
の
詩
を
挿
入
す
る
。
句
中
の
「
忠
憤
」「
義
名
」
の
対
に
、
毛
宗
崗
本

の
「
憤
」
の
位
相
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
嘉
靖
本
か
ら
呉
観
明
本
ま
で
は
、
傅
僉
の
死
の
直
前
に
「
怒
」
二
回
と
「
忿
怒
」

一
回
を
用
い
て
い
る
が
、
毛
宗
崗
本
は
最
後
の
「
忿
怒
」
を
省
き
、
か
わ
り
に
「
忠
憤
」
の
語
を
与
え
て
い
る
。
毛
宗
崗
本
に
於
け
る
傅
僉

の
忠
節
の
死
は
、
呉
観
明
本
ま
で
の
「
忿
」
で
は
な
く
、「
憤
」
の
一
字
に
込
め
て
描
破
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

八
、
結
語

『
演
義
』
に
は
、
概
念
的
に
心
情
を
表
す
表
現
、
怒
り
の
表
白
と
し
て
の
動
作
、
罵
語
、
反
復
を
利
用
し
た
怒
り
の
ア
ピ
ー
ル
と
い
っ
た



─ 80 ─ （213）

様
々
な
形
態
の
怒
り
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
感
情
表
現
は
人
物
形
象
の
重
要
な
一
部
分
で
あ
る
と
同
時
に
、「
怒
」
の
主
体
が
リ
レ
ー
す
る
こ

と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
語
構
造
の
要
請
に
よ
っ
て
表
面
化
し
て
い
る
と
い
う
側
面
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
笑
」「
哭
」

「
泣
」
も
含
め
た
感
情
表
現
の
一
部
分
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
『
三
国
志
演
義
』
祖
本
で
す
で
に
見
ら
れ
る
傾
向
と
、
毛
宗

崗
本
が
独
自
に
改
変
し
た
傾
向
が
あ
る
点
に
つ
い
て
も
、
常
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

概
し
て
言
え
ば
、
毛
宗
崗
本
の
感
情
表
現
は
、
思
想
的
な
要
素
を
担
う
用
語
と
し
て
精
錬
の
度
を
増
し
て
い
る
。
嘉
靖
本
以
来
、
最
も
大

量
に
現
れ
る
「
怒
」
は
、
道
徳
や
倫
理
に
必
ず
し
も
依
拠
し
て
お
ら
ず
、
往
々
に
し
て
個
人
の
利
益
と
感
情
に
終
始
す
る
。
毛
宗
崗
本
は
、

孫
策
と
于
吉
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
怒
」
の
加
筆
修
整
を
行
い
つ
つ
、「
忿
」
は
遺
恨
的
な
要
素
を
込
め
て
描
き
、
ま
た
「
憤
」
は
所
属

陣
営
を
問
わ
ぬ
忠
節
の
称
揚
と
い
っ
た
共
通
点
を
以
て
紡
い
で
い
る
。
毛
宗
崗
本
は
呉
観
明
本
ま
で
の
感
情
表
現
を
見
つ
め
直
し
て
、
各
種

の
概
念
を
特
化
し
自
覚
的
に
再
構
成
し
て
描
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

毛
宗
崗
本
に
は
尊
劉
貶
曹
の
道
義
的
な
規
範
を
切
望
す
る
想
い
が
溢
れ
て
い
る
一
方
で
、
怒
り
に
よ
っ
て
滅
び
行
く
人
々
を
冷
静
に
見
つ

め
、
分
析
し
て
分
類
し
、
個
別
の
標
識
を
与
え
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
道
義
的
な
熱
さ
の
み
で
は
な
く
、
明
以
降
の
皮
肉
で
冷
め
た
批

評
眼
も
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
毛
宗
崗
本
の
感
情
表
現
は
、
複
合
的
な
視
野
を
以
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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注1 
『
三
国
志
演
義
』
の
版
本
系
統
に
つ
い
て
は
、
中
川
諭
『『
三
国
志
演
義
』
版
本
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
第
二
章
「
二
十
四
巻

系
諸
本
の
相
互
関
係
」
第
二
節
「『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』」、
第
三
節
「
毛
宗
崗
本
の
成
立
過
程
」
等
、
参
照
。

2 

統
計
は
台
湾
中
央
研
究
院
の
漢
籍
電
子
文
献
瀚
典
全
文
検
索
系
統2.0

版http://hanji.sinica.edu.tw
/

に
拠
る
。（
二
〇
一
四
年
十
月
十
七

日
閲
覧)　

本
稿
「
二
、『
演
義
』
に
渦
巻
く
怒
り
の
諸
相
」
で
は
、
全
体
の
傾
向
を
概
観
し
つ
つ
文
字
の
異
同
を
確
認
す
る
必
要
上
、「
忿
忿
」

の
よ
う
な
畳
語
も
基
本
的
に
全
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
が
、
例
外
に
つ
い
て
は
注
記
す
る
。「
三
、「
怒
」
に
生
き
る
英
雄
、「
怒
」
に
死
ぬ
英

雄
」
以
降
は
、
各
人
物
ご
と
の
カ
ウ
ン
ト
の
際
、
他
の
人
物
の
セ
リ
フ
で
「
怒
り
な
さ
る
な
」「
誰
々
は
激
し
く
怒
っ
て
お
り
」
等
と
触
れ
ら

れ
て
い
る
「
怒
」
の
字
は
カ
ウ
ン
ト
す
る
が
、「
怒
ら
な
か
っ
た
」
等
の
否
定
形
は
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。
ま
た
題
目
、
引
用
さ
れ
て
い
る

詩
詞
の
う
ち
、
本
文
の
内
容
と
重
複
し
て
い
る
も
の
も
省
い
て
い
る
。
基
準
の
設
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
異
な
る
結
果
が
出
る
の
で
、
あ
く
ま

で
概
況
を
見
る
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
の
検
索
に
よ
る
と
「
怒
」
は
五
百
七
十
箇
所
該
当
す
る
が
、
第
九

七
回
の
「
孔
明
大
怒
曰
、「
汝
燒
吾
雲
梯･･･

」」
の
箇
所
が
欠
落
し
て
い
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
分
を
加
算
し

て
五
百
七
十
一
回
と
し
た
。
他
に
も
欠
落
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

3 

李
福
清
氏
は
「
喜
、
怒
、
驚
の
三
種
の
感
情
は
『
三
国
志
平
話
』
の
本
文
中
で
数
多
く
見
ら
れ
、
こ
れ
は
人
物
の
内
心
が
不
安
定
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
て
い
る
。
彼
ら
は
突
然
激
し
く
怒
っ
た
り
、
ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
狂
喜
し
た
り
、
見
聞
き
し
た
こ
と
に
驚
愕
す
る
の
で
あ
る
」

と
指
摘
す
る
。（『
三
国
演
義
与
民
間
文
学
伝
統
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、海
外
漢
学
叢
書
、一
九
九
七
年
）
第
一
部
分
「『
三
国
演
義
』
的
源
流
」

「『
三
国
志
平
話
』
的
思
想
基
礎
和
人
物
描
写
」「
人
物
情
感
的
描
写
」
一
一
四
〜
一
一
七
頁
、参
照
）　
『
演
義
』
に
於
て
「
大
怒
」
が
「
勃
然
」

と
い
う
語
に
導
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
、
同
じ
流
れ
の
上
に
あ
ろ
う
。
な
お
『
演
義
』
中
に
「
勃
然
」
は
二
十
一
例
見
ら
れ
、「
勃
然
大
怒
」

十
五
回
、「
勃
然
變
色
」六
回
で
あ
り
他
の
用
例
は
見
え
な
い
。『
演
義
』で
は「
勃
然
」と
す
れ
ば
必
ず
大
い
に
怒
る
か
色
を
変
ず
る
の
で
あ
る
。

4 

「
扯
碎
」
は
六
例
あ
る
が
、
第
八
一
回
の
李
意
は
怒
り
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。
な
お
当
該
箇
所
は
李
意
が
描
き

終
わ
っ
た
絵
を
「
便
一
一
扯
碎
」
す
る
の
だ
が
、
中
央
研
究
院
の
漢
籍
電
子
文
献
は
誤
っ
て
「
便
二
扯
碎
」
に
作
る
。

5 

「
斬
使
」
は
五
例
あ
る
が
、
曹
操
か
ら
の
使
者
を
周
瑜
が
斬
る
場
面
（
第
四
五
回
）
で
三
回
、
劉
封
が
孟
達
か
ら
の
使
者
を
劉
封
が
斬
る
場
面

（
第
七
九
回
）
で
二
回
用
い
ら
れ
て
お
り
、
出
来
事
と
し
て
は
二
例
で
あ
る
。

6 

「
唾
」
は
十
四
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
九
例
は
「
唾
手
可
得
」「
唾
手
而
得
」
等
の
用
例
で
あ
る
。
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7 

「
大
耳
」
は
五
例
あ
る
が
、
第
一
〇
七
回
の
司
馬
師
の
容
貌
描
写
は
罵
言
で
は
な
い
た
め
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。

8 
「
氣
」
に
関
し
て
は
様
々
な
用
例
が
見
ら
れ
る
た
め
、
稿
を
改
め
て
別
途
論
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
嚇
」
は
権
力
も
し
く
は
武
力
を
背
景
と

す
る
威
嚇
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
り
、
九
例
の
う
ち
六
例
が
「
嚇
得
」
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
嗔
」
は
七
例
の
う
ち
六
例
ま
で
が
否
定
、

禁
止
、
或
い
は
「
嗔い

か

り
か
ら
喜
び
に
転
ず
る
」
と
い
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
肯
定
形
で
「
嗔
」
る
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

第
四
〇
回
で
蔡
瑁
が
劉
表
に
つ
い
て
述
べ
た
「
主
公
必
生
嗔
怒
」
の
セ
リ
フ
の
み
で
あ
る
。

9 

張
飛
の
長
坂
橋
で
の
活
躍
を
讃
え
る
詩
が
第
六
一
回
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詩
の
「
怒
」
は
カ
ウ
ン
ト

し
て
い
な
い
。

10 

毛
宗
崗
本
の
女
性
重
視
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
義
浩
・
仙
石
知
子
『「
三
国
志
」
女
性
た
ち
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
詳
し

い
。「
終
章　

毛
宗
崗
本
に
お
け
る
女
性
像
」
一
七
四
〜
一
七
五
頁
に
於
て
、
毛
宗
崗
本
の
「
読
三
国
志
法
」
で
女
性
に
関
す
る
記
述
が
多
く

見
え
る
点
に
つ
い
て
、
明
末
清
初
、
女
性
を
扱
う
小
説
が
増
え
、
女
性
が
説
唱
文
学
の
弾
詞
を
見
聞
す
る
機
会
も
増
え
た
と
い
う
背
景
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
熊
篤
・
段
庸
生
『『
三
国
演
義
』
与
伝
統
文
化
遡
源
研
究
』（
重
慶
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
第
一
章
「『
三
国
演

義
』
与
倫
理
学
」
第
三
節
「
従
『
三
国
演
義
』
看
「
婦
道
」
観
念
的
経
権
」
二
六
〜
三
九
頁
は
、
貂
蟬
、
樊
氏
、
呉
氏
、
徐
夫
人
、
孫
夫
人
、

祝
融
夫
人
、
黄
氏
、
徐
庶
の
母
、
姜
叙
の
妻
、
趙
昂
の
妻
、
李
氏
、
崔
夫
人
を
挙
げ
て
個
別
に
論
じ
て
い
る
。

11 

拙
論
「『
三
国
志
演
義
』
の
「
笑
い
」
の
位
相
に
つ
い
て
」（『
藝
文
研
究
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
一
三
年
六
月
）、
及
び
「『
三
国
志
演
義
』
の

涙
の
力
学
」（『
藝
文
研
究
』
第
一
〇
五
号
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
）、
参
照
。

12 

左
慈
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、小
南
一
郎
『
中
国
の
神
話
と
物
語
』（
岩
波
書
店
、一
九
八
四
年
）
第
三
章
「「
神
仙
伝
」
│
新
し
い
神
仙
思
想
」、

前
田
繁
樹
「
曹
操
幕
下
の
仙
者
た
ち
（
上
）
―
左
慈
を
中
心
と
し
て
―
」（『
中
国
古
典
研
究
』
第
三
七
号
、
一
九
九
三
年
）、
中
鉢
雅
量
『
中

国
小
説
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）
第
１
章
「
神
仙
伝
記
の
変
容
」、
及
び
拙
論
「『
三
国
志
演
義
』
の
左
慈
像
に
つ
い
て
」（『
藝

文
研
究
』
第
七
六
号
、
一
九
九
九
年
十
二
月
）
等
、
参
照
。

13 

中
鉢
雅
量
、
注
一
二
前
掲
書
、「
附
論
２
『
三
国
演
義
』
の
表
現
手
法
」「
三　

誇
張
の
方
法
」
三
一
一
〜
三
一
四
頁
、
参
照
。

14 

第
三
〇
回
に
見
え
る
袁
紹
の
「
怒
」
八
例
の
う
ち
、「
紹
因
怒
、
欲
斬
田
豐
。」「
紹
怒
叱
曰
、「
汝
乃
得
罪
之
人
、
何
敢
妄
言
惑
衆
！
」」
の
二

例
は
、
呉
観
明
本
に
無
い
箇
所
に
毛
宗
崗
本
が
書
き
増
し
た
も
の
で
あ
る
。

15 

本
稿
の
毛
宗
崗
本
の
引
用
は
、『
毛
宗
崗
評
点
三
国
演
義
（
上
・
下
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
排
印
本
に
拠
る
。
呉
観
明
本
の
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引
用
は
、
徳
田
武
編
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
四
年
）
影
印
本
に
拠
る
。
な
お
嘉
靖
本
は
、『
古
本
小
説
集
成
』

（
上
海
古
籍
出
版
社
）
影
印
本
を
参
照
し
た
。

16 
複
数
の
感
情
表
現
を
「
怒
」
に
収
斂
さ
せ
る
同
様
の
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
馬
超
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
回
の
呉
観
明
本
が
「
馬

超
甚
恨
曹
操
」
と
す
る
箇
所
を
毛
宗
崗
本
は
「
馬
超
大
怒
」
に
作
り
、
第
六
四
回
の
呉
観
明
本
が
「
超
心
不
喜
」
と
す
る
箇
所
を
毛
宗
崗
本

は
「
超
大
怒
」
に
作
る
。
な
お
、
逆
に
呉
観
明
本
の
「
怒
」
を
毛
宗
崗
本
が
削
除
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
第
二
九
回
で
は
、
呉
観
明
本
「
策

怒
將
于
吉
屍
號
令
于
市
」
を
毛
宗
崗
本
は
「
策
命
將
其
屍
號
令
於
市
」
に
作
る
。
毛
宗
崗
本
は
、
孫
策
が
怒
り
に
ま
か
せ
て
于
吉
を
棄
市
し

た
の
で
は
な
く
、
合
理
的
な
判
断
の
も
と
下
し
た
命
令
で
あ
る
、
と
す
る
意
図
で
あ
ろ
う
。

17 

第
六
八
回
冒
頭
、毛
宗
崗
総
評
：
曹
操
之
遇
左
慈
、與
孫
策
之
遇
于
吉
彷
彿
相
似
、而
實
有
大
不
同
者
。
于
吉
非
來
謁
孫
策
、左
慈
特
來
謁
曹
操
、

是
于
吉
無
意
、而
左
慈
有
心
；
于
吉
不
敢
犯
孫
策
、左
慈
敢
於
侮
曹
操
、是
于
吉
沒
趣
、而
左
慈
有
膽
；
于
吉
索
命
、而
左
慈
不
索
命
、是
于
吉
死
、

而
左
慈
不
死
；
孫
策
殺
一
于
吉
、
便
處
處
見
有
于
吉
、
曹
操
殺
了
無
數
左
慈
、
却
不
見
有
一
個
左
慈
、
是
于
吉
不
能
空
、
而
左
慈
能
空
。
于

吉
未
得
爲
仙
、
若
左
慈
之
仙
則
眞
仙
耳
。

18 

周
建
渝
『
多
重
視
野
中
的
『
三
国
志
通
俗
演
義
』』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
四
章
「「
衆
声
喧
嘩
」：『
三
国
志
通
俗
演
義
』

的
「
多
重
対
話
」
特
質
及
其
意
義
」「
一　

孫
策
与
于
吉
的
対
話
」「
二　

左
慈
与
曹
操
的
対
話
」「
三　

両
組
対
話
之
関
係
及
其
意
義
」
九
〇

〜
一
〇
四
頁
、
参
照
。

19 

第
二
九
回
冒
頭
、
毛
宗
崗
総
評
：
孫
策
不
信
于
神
仙
、
是
孫
策
英
雄
處
。･･･

孫
策
之
怒
、
非
怒
于
吉
、
怒
士
大
夫
之
羣
然
拜
之
也
。

20 

第
二
九
回
、
毛
宗
崗
評
：
此
時
衆
人
不
羅
拜
、
孫
策
或
未
必
殺
吉
。
使
策
果
於
殺
吉
者
、
皆
衆
人
之
過
也
。

21 

毛
宗
崗
本
で
は
、諸
葛
亮
の
「
怒
」
は
第
八
九
回
に
一
回
、第
九
六
回
に
一
回
、第
九
七
回
に
四
回
、第
一
〇
〇
回
に
一
回
、第
一
〇
一
回
に
二
回
、

第
一
〇
二
回
に
一
回
見
え
る
。
司
馬
懿
の「
怒
」は
第
一
〇
〇
回
に
一
回
、第
一
〇
三
回
に
一
回
、第
一
〇
六
回
に
四
回
見
え
る
。
姜
維
の「
怒
」

は
第
一
〇
三
回
に
一
回
、
第
一
〇
四
回
に
一
回
、
第
一
〇
七
回
に
二
回
、
第
一
一
二
回
に
一
回
、
第
一
一
五
回
に
二
回
、
第
一
一
六
回
に
三
回
、

第
一
一
七
回
に
一
回
見
え
る
。

22 

注
11
前
掲
、
拙
論
「『
三
国
志
演
義
』
の
涙
の
力
学
」、
参
照
。
但
し
、「
泣
」
の
主
体
の
リ
レ
ー
現
象
は
毛
宗
崗
本
の
改
変
に
よ
っ
て
意
図
的

に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
曹
操
、
関
羽
、
張
飛
か
ら
劉
備
、
諸
葛
亮
へ
の
「
怒
」
の
リ
レ
ー
は
、
嘉
靖
本
か
ら
呉
観
明
本
に
か
け
て
す
で
に

ほ
ぼ
整
え
ら
れ
て
い
る
点
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
泣
」
の
経
脈
は
、
後
漢
か
ら
蜀
へ
の
正
統
性
を
附
与
す
る
表
現
と
し
て
毛
宗
崗
本
に
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於
て
再
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、「
怒
」
に
関
し
て
は
そ
う
し
た
要
素
は
見
ら
れ
ず
、
物
語
を
推
進
す
る
感
情
的
な
熱
量
の
維
持
と
い
う
側
面
か

ら
の
み
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
泣
」
に
見
え
る
理
念
的
な
統
一
性
と
の
類
似
は
、後
述
す
る
「
忿
」「
憤
」
に
於
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

23 
劉
備
が
「
大
耳
」
と
罵
ら
れ
る
の
は
、第
一
六
回
、第
一
九
回
に
二
回
、第
二
六
回
で
あ
る
。
な
お
人
物
の
容
貌
に
関
し
て
は
、小
川
陽
一
『
日

用
類
書
に
よ
る
明
清
小
説
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
五
年
）
第
三
篇
「
明
代
小
説
と
占
卜
」
第
一
章
「
明
代
小
説
に
お
け
る
相
法
」
に

詳
し
い
。

24 

「
村
夫
」
の
用
例
は
、
劉
備
は
第
一
四
回
、
諸
葛
亮
は
第
三
七
回
、
第
三
八
回
、
第
四
一
回
、
第
五
二
回
、
第
九
九
回
に
見
え
る
。
諸
葛
亮
に

対
す
る
「
村
夫
」
の
蔑
称
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
晋
太
郎
「
周
瑜
描
写
の
踏
襲
に
関
し
て
」（『
藝
文
研
究
』
第
七
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、
参
照
。

25 

注
11
前
掲
、
拙
論
「『
三
国
志
演
義
』
の
涙
の
力
学
」、
参
照
。

26 

注
2
前
掲
、
中
央
研
究
院
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、「
憤
」
は
二
十
二
箇
所
該
当
す
る
が
、
第
一
一
〇
回
の
張
郃
の
「
憤
怒
」
は
「
奮
怒
」
の

誤
り
で
あ
り
、
本
稿
で
は
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。

27 

丁
管
の
描
写
を
嘉
靖
本
は
「
憤
然
高
叫
」、
毛
宗
崗
本
は
「
憤
怒
高
叫
」
に
作
る
（
第
四
回
）。

28 

注
11
前
掲
、
拙
論
「『
三
国
志
演
義
』
の
涙
の
力
学
」、
参
照
。

29 

『
三
国
志
』
魏
書
・
荀
攸
伝
に
は
、
荀
攸
が
曹
操
の
魏
王
就
任
に
反
対
し
た
と
い
う
事
績
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
荀
彧
同
様
の
末
路
を
辿
っ
た

と
す
る
の
は
『
三
国
志
演
義
』
の
虚
構
で
あ
る
。


