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2 7 9 　　第Ⅸ章　謀略と表象

後
漢・西
晉

人
相
術
に
基
づ
く
人
物
の
い
で
た
ち
に
よ
り
、
そ
の
人
物
の
叙
述
が
始

ま
る
前
に
、
人
物
の
印
象
を
与
え
る
『
演
義
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
将
に

も
、
特
別
な
武
器
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
武
将
の
強
さ
を
表
現
し
て

い
る
。

『
演
義
』
に
お
い
て
、
個
人
的
武
力
と
し
て
は
最
強
と
設
定
さ
れ
る
呂り
ょ

布ふ

が
手
に
す
る
武
器
は
、
方ほ
う

天て
ん

画が

戟げ
き

で
あ
る
。
三
日
月
形
の
鋭
い
刃
の
部

分
で
薙な

ぐ
こ
と
も
、
先
端
の
矛
先
に
よ
り
突
く
こ
と
も
で
き
る
方
天
画
戟

は
、
戈か

の
進
化
し
た
型
で
あ
る
。
戈
は
、
春
秋
戦
国
時
代
か
ら
発
達
し
、

後
漢
・
三
国
時
代
に
は
主
力
の
武
器
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
董と
う

卓た
く

か
ら
も

ら
っ
た
赤せ
き

兎と

馬ば

に
ま
た
が
り
、
馬
上
で
戦
う
呂
布
に
は
、
群
が
る
歩
兵
を

薙
ぎ
、
相
手
の
騎
兵
と
矛
で
戦
う
の
に
理
想
の
武
器
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
史
書
の
『
三
国
志
』
に
は
、
呂
布
の
使
用
し
た
武
器
に

関
す
る
記
録
は
な
い
が
、
明
の
『
三さ
ん

才さ
い

図ず

会え

』
に
は
「
戟げ
き

刀と
う

」
と
し
て
図

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

張ち
ょ
う

飛ひ

が
生
涯
愛
用
し
た
蛇だ

矛ぼ
う

は
槍や
り

で
、『
演
義
』
の
版
本
に
よ
り
、
刃

の
部
分
が
蛇
行
し
て
描
か
れ
る
場
合
と
、
ま
っ
す
ぐ
の
場
合
が
あ
る
。
名

を
「
点て
ん

鋼こ
う

矛ぼ
う

」
と
い
う
。
そ
の
長
さ
は
一
丈
じ
ょ
う

八
尺
と
さ
れ
、『
演
義
』
の

書
か
れ
た
明
代
の
尺
度
で
計
算
す
る
と
六
ｍ
近
く
に
及
ぶ
。
通
常
、
長
柄

の
武
器
は
三
ｍ
以
内
が
有
効
と
さ
れ
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
槍
は
使
え
る
は
ず

は
な
い
。
だ
が
、
張
飛
の
身
の
丈た
け

は
八
尺
、
明
尺
で
は
二
六
一
㎝
と
な
る

た
め
、
一
般
的
な
事
例
に
従
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。

趙ち
ょ
う

雲う
ん

が
ふ
だ
ん
使
用
す
る
武
器
は
、
騎
兵
と
し
て
戦
う
の
に
適
し
た

槍
（
民
間
伝
説
で
は
涯が

い

角か
く

槍そ
う

）
で
あ
る
。
帯
び
て
い
る
青せ
い

釭こ
う

と
い
う
剣
は
、

も
と
も
と
曹そ
う

操そ
う

の
宝
剣
で
あ
っ
た
。
長
ち
ょ
う

坂は
ん

坡は

で
一
騎
駆
け
を
し
た
折
に
、

曹
操
か
ら
剣
を
預
か
っ
て
い
た
夏か

侯こ
う

恩お
ん

を
一
突
き
で
倒
し
て
手
に
入
れ
た

も
の
で
あ
る
。

剣
は
、
春
秋
戦
国
時
代
の
武
器
で
諸も
ろ

刃は

で
あ
る
。
漢
代
に
片
刃
の
刀
が

普
及
し
た
こ
と
に
よ
り
、
剣
は
次
第
に
減
少
し
た
。
し
か
し
、
剣
は
逆
に

神
秘
的
な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み

に
、
劉
り
ゅ
う

備び

が
持
つ
雌
雄
一
対
の
武
器
は
剣
で
あ
り
、
刀
で
は
な
い
。
劉
備

の
神
聖
性
が
、
剣
に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、
中

国
近
世
の
小
説
で
は
、
雌
雄
一
対
の
剣
は
、
女
性
が
持
つ
こ
と
が
多
い
。

聖
人
君
子
と
さ
れ
、泣
い
て
天
下
を
取
っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る『
演

義
』
の
劉
備
か
ら
、
暴
力
性
を
削
ぐ
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

神
で
あ
る
関か
ん

羽う

の
武
器
は
、薙な
ぎ

刀な
た

の
一
種
で
あ
る
青せ
い

龍
り
ゅ
う

偃え
ん

月げ
つ

刀と
う

で
あ
る
。

柄
の
先
端
が
龍
り
ゅ
う

首し
ゅ

に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
青
龍
と
い
い
、
刃
部
が
三
日
月

に
似
た
形
で
あ
る
か
ら
偃
月
刀
と
呼
ぶ
。
関
羽
は
、
こ
れ
を
「
冷れ
い

豔え
ん

鋸き
ょ

」

と
名
付
け
た
。
冷
や
や
か
な
美
し
さ
を
持
つ
の
こ
ぎ
り
、
と
い
う
名
と
は

裏
腹
に
、
冷
豔
鋸
は
た
い
へ
ん
重
く
八
十
二
斤
（
約
五
〇
㎏
）
あ
る
と
さ

れ
る
。
大
き
な
関か
ん

帝て
い

廟び
ょ
うで
は
、
多
く
の
場
合
「
刀
楼
」
が
あ
り
、
青
龍
偃

月
刀
を
納
め
て
い
る
が
、
た
い
が
い
は
触
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
関
帝
の

胴
体
を
埋
葬
し
て
い
る
洛ら
く

陽よ
う

の
関
林
の
青
龍
偃
月
刀
は
、
持
つ
こ
と
が
で

き
る
が
、
た
い
へ
ん
重
く
、
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を
振

り
回
す
た
め
に
必
要
な
握
力
は
七
〇
〇
㎏
で
あ
る
と
い
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
住
民
族
で
あ
る
ケ
ル
ト
人
の
英
雄
ア
ー
サ
ー
王
は
、

エ
ク
ス
カ
リ
バ
ー
（Excalibur

）
と
い
う
名
剣
を
得
る
こ
と
に
よ
り
「
剣

神
」
と
な
り
活
躍
す
る
が
、
死
に
際
し
て
エ
ク
ス
カ
リ
バ
ー
を
ア
バ
ロ
ン

湖
に
投
げ
込
ん
で
死
ぬ
。
剣
神
と
は
、
剣
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
超
人
的

な
力
を
持
ち
、
こ
れ
を
失
っ
て
死
を
迎
え
る
英
雄
の
こ
と
で
あ
る
。

中
国
小
説
で
は
、
如に
ょ

意い

棒ぼ
う

を
手
に
入
れ
る
孫そ
ん

悟ご

空く
う

が
典
型
的
な
剣
神
と

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
演
義
』
で
は
、
冷
豔
鋸
を
馬
商
人
か
ら
の

資
金
援
助
に
よ
り
鍛
練
さ
せ
て
お
り
、
神
に
も
ら
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
死
去
の
際
に
、
青
龍
偃
月
刀
を
失
っ
て
関
羽
の
力
が
な
く
な
る
、

と
い
う
場
面
も
な
い
。
関
羽
は
、
剣
神
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
は
い
な

い
。し

か
し
、
雑
劇
「
劉
り
ゅ
う

関か
ん

張
ち
ょ
う

桃と
う

園え
ん

三さ
ん

結け
つ

義ぎ

」
で
は
、
関
羽
が
石
を
ど
け
、

そ
の
下
の
刀
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
一
段
が
あ
る
。
ま
た
、
嘉か

靖せ
い

本
の
第

二
版
に
は
、
関
羽
が
呉
軍
の
馬ば

忠ち
ゅ
うと
戦
っ
て
い
る
際
に
、
突
然
空
中
か
ら

「
雲う
ん

長ち
ょ
うよ

、
久
し
く
下
方
に
住
ん
で
お
っ
た
が
、
こ
れ
に
玉
ぎ
ょ
く

帝て
い

の
詔
み
こ
と
の
りが

あ

る
。
凡ぼ
ん

夫ぷ

と
の
勝
負
に
こ
だ
わ
る
で
は
な
い
」
と
の
声
が
し
、
頓と
ん

悟ご

し
た

関
羽
は
、「
刀
馬
を
棄
却
し
て
」
神
に
帰
っ
た
と
あ
る
。

さ
ら
に
古
く
は
、
劉
り
ゅ
う

宋そ
う

の
陶と
う

弘こ
う

景け
い

の
『
古
今
刀
剣
録
』
に
は
、
関
羽
が

敗
れ
た
と
き
、
刀
を
水
中
に
投
じ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
関
羽
の
冷
豔
鋸

は
、
孫
悟
空
の
如
意
棒
と
同
じ
よ
う
に
、
関
羽
を
「
剣
神
」
と
す
る
た
め

の
剣
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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関林の青龍偃月刀 方天画戟


