
後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
二
、

三
の
問
題

西

Jrf 

手。

文

国
家
の
支
配
を
貫
徹
し
て
い
く
た
め
に
官
僚
機
構
が
存
在
し
、
そ
れ
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
絶
え
ず
新
し
い
人
材
を
官
僚
機
構
に

送
り
込
む
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
官
吏
登
用
法
（
以
下
、
登
用
法
と
略
す
〉
の
重
要
視
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

本
稿
で
対
象
と
す
る
漢
代
（
後
漢
時
代
を
含
む
）
の
登
用
法
と
は
、
一
般
に
百
石
以
下
の
中
央
官
庁
・
地
方
郡
県
の
属
吏
層
及
び
在

野
無
官
の
庶
民
の
中
か
ら
、
二
百
石
以
上
の
勅
任
官
を
選
抜
す
る
時
に
適
用
さ
れ
る
制
度
を
さ
す
。
そ
し
て
こ
の
制
度
に
関
し
て
ま
ず

頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
孝
廉
・
茂
才
・
賢
良
方
正
な
ど
の
科
目
の
あ
る
郷
挙
里
選
〈
H
選
挙
制
度
〉
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
選
挙
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
漢
代
の
登
用
法
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
研
究
も
少
な
く
な
く
、
新
た
に
考
察
を
加
え

る
必
要
も
な
い
と
も
言
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
後
漢
時
代
に
な
っ
て
主
流
の
登
用
法
と
な
っ
た
孝
廉
を
中
心

①
 

に
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
は
、
後
漢
時
代
に
新
た
な
登
用
経
路
と
し
て
重
き
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
酔
召
に
関
す
る
五
井

②
 

直
弘
氏
の
研
究
や
、
不
定
期
的
な
選
挙
制
度
で
あ
る
制
挙
（
あ
る
い
は
制
科
〉
に
関
す
る
福
井
重
雅
氏
の
研
鈴
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
漢
代
に
存
在
し
た
多
く
の
登
用
法
の
一
部
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
総
合
的
に
登
用
法
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

一O
七
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た
だ
最
近
に
な
っ
て
、
中
国
の
研
究
者
に
よ
っ
て
漢
代
の
各
登
用
法
を
総
合
的
に
取
り
扱
っ
た
注
目
す
べ
き
研
究
が
発
表
さ
れ
た
が
、

こ
の
研
究
は
各
登
用
法
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
制
度
の
縦
割
的
な
研
究
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
各
登
用
法
の
相
互
の
関
係
を
取
り
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
永
田
英
正
氏
の
「
後
漢
の
三
公
に
み
ら
れ
る

⑤

⑤

 

起
家
と
出
自
に
つ
い
て
」
と
、
福
井
重
雅
氏
の
「
後
漢
の
選
挙
に
お
け
る
推
挙
の
辞
退
」
と
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
を
進
め
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
と
、
な
お
残
さ
れ
て

い
る
問
題
点
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
永
田
氏
は
後
漢
時
代
の
三
公
就
任
者
が
い
か
な
る
登
用
法
に
よ
っ
て
就
官
し
た
か
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
実
際
の
就

官
ま
で
に
は
か
な
り
複
雑
な
ケ
i
ス
が
存
在
し
た
」
と
し
て
、

ω最
初
の
登
用
を
拒
否
し
て
別
の
登
用
を
う
け
て
就
官
し
た
場
合
。

例
去
官
・
免
官
の
後
更
め
て
別
の
登
用
を
う
け
た
場
合
。

り
連
続
し
て
登
用
を
う
け
た
場
合
。

⑦
 

の
三
ケ
I
ス
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
後
漢
も
後
期
に
な
る
と
最
初
の
登
用
の
み
で
三
公
に
な
っ
た
例
は
少
な
く
な
り
、
多
く
の
者

は
複
数
の
登
用
法
を
う
け
て
お
り
、
ま
た
実
際
に
就
官
す
る
時
に
応
じ
た
登
用
法
と
し
て
は
孝
廉
は
減
少
し
、
昨
召
・
徴
召
が
多
く
な

っ
て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
氏
は
孝
廉
に
よ
っ
て
最
初
に
就
く
官
で
あ
る
三
署
の
郎
官
の
増
加
に
よ
っ
て
、
孝
廉
に
応
じ
た
場
合
の
昇
進
の

機
会
が
少
な
く
な
っ
て
く
る
の
に
対
し
て
、
辞
召
・
徴
召
と
い
う
の
は
三
署
の
郎
官
を
経
な
い
登
用
法
で
あ
り
、
孝
廉
よ
り
も
昇
進
の



機
会
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
三
公
に
至
る
ま
で
に
要
す
る
年
数
が
孝
廉
と
野
召
・
徴
召
と
で
は
十
年
近
い
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ

れ
、
辞
召
・
徴
召
は
昇
進
が
早
く
有
利
な
登
用
法
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
。

次
に
、
福
井
氏
は
後
漢
時
代
に
急
激
に
増
加
す
る
登
用
拒
否
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
理
由
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
追

求
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
中
央
政
府
の
側
と
し
て
は
、
被
察
挙
者
が
登
用
を
拒
否
し
て
も
登
用
に
応
じ
た
も
の
と
し
て
対
処
し
、
被
察

挙
者
が
登
用
に
応
じ
な
い
原
因
は
、
察
挙
者
の
被
察
挙
者
に
対
す
る
礼
遇
の
欠
如
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
用
拒
否
が
察
挙

者
の
責
任
で
あ
っ
て
、
直
接
中
央
政
府
の
権
威
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
。
ま
た
一
方
、
被
察
挙
者
の
側
と
し
て
は
、
中
央
政

府
が
右
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
ら
こ
そ
、
本
人
の
意
志
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
る
登
用
に
対
す
る
拒
否
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
ま
た
被

察
挙
者
本
人
に
対
す
る
評
価
は
、
登
用
を
拒
否
し
た
時
も
応
じ
た
も
の
と
同
様
に
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
後
漢
時
代
に
は
、
中
央
政
府
の
権
威
を
失
墜
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
被
察
挙
者
に
拒
否
権
を
認
め
た

わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
氏
は
、
登
用
拒
否
を
通
し
て
漢
代
に
存
在
し
た
各
登
用
法
聞
に
於
け
る
重
要
度
の
上
下
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

孝
廉
・
茂
才
の
常
挙
よ
り
も
賢
良
方
正
な
ど
の
制
挙
の
ほ
う
が
上
位
で
あ
り
、
そ
の
中
間
に
公
府
に
よ
る
酔
召
が
位
置
し
、
制
挙
の
上

位
に
は
公
府
に
よ
る
推
薦
（
H
表
薦
〉
が
あ
り
、
最
上
級
の
登
用
法
と
し
て
皇
帝
に
よ
る
徴
召
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

福
井
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
各
登
用
法
の
重
要
度
の
差
と
い
う
の
は
、
非
常
な
卓
見
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
永
田
氏
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
辞
召
・
徴
召
の
有
利
性
と
い
う
の
は
、
実
は
辞
召
・
徴
召
と
い
う
の
が
孝
廉
よ
り
も
上
級
の
登
用
法
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
昇
進
が
早
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
面
で
は
、
福
井
氏
の
論
は

永
田
氏
の
論
を
補
強
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
両
氏
は
共
に
登
用
拒
否
・
去
官
を
通
し
て
独
自
の
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
登
用
拒
否
・
去
官
の
意
味
に

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

一

（

U
九
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つ
い
て
は
、
両
氏
と
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
登
用
拒
否
・
去
官
と
い
う
の
は
、
最
高
官
僚
へ
の
昇
進
が
早

く
有
利
な
上
級
の
登
用
法
で
あ
る
辞
召
あ
る
い
は
徴
召
を
う
け
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
福
井
氏
は
論
文
の
最
後
で
、

常
科
を
拒
否
し
て
制
科
の
推
薦
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
就
官
し
た
場
合
と
、
制
科
を
辞
退
し
て
天
子
の
徴
召
を
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
任
官
し
た
場
合
と
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
結
果
的
に
は
そ
の
間
に
初
任
官
の
懸
隔
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
中
略
）
と
す
る
な
ら
ば
賢
良
方
正
な
ど
を
固
辞
し
て
ま
で
最
終
的
な
天
子
に
よ
る
徴
召
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的

③
 

に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
行
為
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
最
上
級
の
登
用
法
で
あ
る
皇
帝
に
よ
る
徴
召
の
存
在
意
義
が
疑
問
に
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、
永
田
氏
は
徴
召
が
辞
召
と
同
様
に
昇
進
が
早
く
、
徴
召
に
お
け
る
推
薦
者
が
辞
召
権
を
も
っ
公
府
の
長
官
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
「
徴
召
と
い
う
登
用
法
は
、
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
同
じ
高
官
の
辞
召
の
範
鴎
に
属
す
る
特
殊
例
的
な
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

⑨
 

た
と
考
え
る
。
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
登
用
拒
否
の
状
況
を
見
る
と
、
辞
召
を
拒
否
し
て
徴
召
に
応
じ
る
場
合
が
少
な
く
な

い
の
で
あ
る
（
後
掲
表

E
参
照
）
。

と
す
れ
ば
、
何
故
故
吏
関
係
に
よ
っ
て
将
来
が
保
証
さ
れ
る
辞
召
を
拒
否
し
て
ま
で
、
昇
進
に
要

す
る
年
数
の
変
わ
ら
な
い
徴
召
に
応
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

以
上
両
氏
の
論
を
検
討
し
て
み
る
時
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
主
と
し
て
皇
帝
に
よ
る
徴
召
の
登
用
法
と
し
て
の
存
在
意
義

が
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
解
く
手
が
か
り
と
し
て
本
稿
で
は
、
永
田
・
福
井
両
氏
と

同
様
に
登
用
拒
否
を
取
り
上
げ
、
登
用
法
と
い
う
の
が
、
実
際
に
政
治
を
動
か
し
て
い
く
官
僚
機
構
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
制
度
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
後
漢
の
政
治
の
流
れ
の
中
で
、
登
用
拒
否
が
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。
こ
の
よ
う
な
検
討
を
行
え
ば
、
或
い
は
後
漢
時
代
に
存
在
し
た
徴
召
を
は
じ
め
と
す
る
各
登
用
法
の
新
た
な
一
面
も
浮
か
び
上



っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
後
漢
時
代
に
於
け
る
登
用
拒
否
を
見
た
時
、
あ
る
種
の
登
用
を
拒
否
し
た
者
が
、
そ
の
後
一
種
な
い
し
数
種
の
登
用
法
を
う

け
て
彼
ら
全
て
の
者
が
就
官
し
た
か
と
言
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、

一
切
の
登
用
を
拒
否
し
て
就
官
し
な
か
っ
た
者
も
少
な
か
ら

ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
時
の
登
用
拒
否
の
持
つ
意
味
を
検
討
す
る
時
に
、

者
を
分
析
の
範
囲
外
に
置
く
こ
と
は
、
正
し
い
結
論
へ
の
道
で
は
な
い
。

次
に
、
後
漢
時
代
に
登
用
を
拒
否
す
る
風
潮
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
全
て
の
者
が
最
初
の
登
用
を
拒
否
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
最
初
の
登
用
に
よ
っ
て
就
官
し
た
者
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
後
漢
時
代
の
各
登
用
法
に
つ
い
て
検
討

一
切
の
登
用
を
拒
否
し
て
就
官
し
な
か
っ
た

す
る
時
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
最
初
の
登
用
に
よ
っ
て
就
官
し
た
者
を
検
討
の
対
象
外
に
置
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
原
則
と
し
て
『
後
漢
書
』
と
『
三
国
志
』
と
に
依
り
、
こ
の
正
史
二
書
の
中
に
伝
の
存
す
る
者
、

ま
た
は
他
人
の
伝
の
附
伝
並
び
に
注
に
よ
っ
て
経
歴
の
わ
か
る
者
の
中
で
、
後
漢
帝
国
の
成
立
か
ら
滅
亡
に
至
る
ま
で
の
後
漢
一
代
約

二
百
年
（
紀
元
後
二
五
！
二
二

O
〉
の
間
に
、
最
終
的
に
就
官
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
登
用
を
う
け
た
こ
と
が
判
明

⑬
 

す
る
者
（
以
下
、
「
有
伝
者
」
と
す
る
）
を
取
り
出
し
、
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
分
析
の
範
囲
を
広
げ
る

こ
と
は
、
永
田
氏
が
論
文
の
最
後
で
、
「
（
氏
の
考
察
が
〉
果
し
て
当
時
の
一
般
的
傾
向
を
一
示
す
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

⑫
 

更
に
一
層
広
い
視
野
に
立
っ
た
検
討
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
よ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
言
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
規
準
に
従
っ
て
取
り
出
し
た
四
一
八
名
の
「
有
伝
者
」
が
、
後
漢
時
代
の
主
な
九
人
の
皇
帝
の
ど
の
時
馳
に
ど
の
登
用

法
を
う
け
た
の
か
を
示
し
た
の
が
、
後
掲
（
七
頁
）
の
表
ー
で
あ
る
。

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題
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こ
こ
で
ま
ず
、
表
中
に
挙
げ
た
登
用
法
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω孝
廉
l
前
漢
武
帝
の
時
に
開
始
さ
れ
る
登
用
法
で
、
郡
国
の
守
相
が
毎
年
一
定
数
の
官
僚
候
補
者
を
察
挙
し
、
被
察
挙
者
は
原
則

と
し
て
ま
ず
三
署
の
郎
官
に
就
く
。
後
漢
時
代
に
な
る
と
、
察
挙
年
令
が
四
十
才
以
上
に
制
限
さ
れ
、
察
挙
後
に
試
験
が
義
務
付
け
ら

⑬

⑬

 

れ
た
り
、
郡
国
の
人
口
数
に
よ
っ
て
察
挙
数
が
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ω茂
才
ー
や
は
り
前
漢
武
帝
期
に
開
始
さ
れ
、
前
漢
時
代
に
は
不
定
期
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
漢
時
代
に
な
る
と
毎
年
定
期
的
に
行⑬

 

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
登
用
法
で
、
三
八
ム
・
光
禄
勲
・
刺
史
が
各
一
人
の
茂
才
を
察
挙
し
、
被
察
挙
者
の
初
任
官
は
一
般
に
県
令
で
あ
る
。

ω辞
召
！
公
府
（
太
侍
・
太
尉
・
司
徒
・
司
空
・
大
将
軍
な
ど
〉
が
行
い
、
後
漢
時
代
に
新
た
な
登
用
経
路
と
し
て
さ
か
ん
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
を
一
種
の
登
用
法
と
見
る
場
合
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
も
う
少
し
細
か
い
規
定
が
必
要
で
あ
る
。

ω制
挙

l
前
漢
文
帝
期
の
賢
良
方
正
の
察
挙
に
始
ま
る
登
用
法
で
、
不
定
期
的
に
行
わ
れ
る
。
後
漢
時
代
に
は
、
主
に
日
食
や
地
震

な
ど
の
災
異
の
あ
っ
た
時
に
、
皇
帝
が
公
卿
以
下
太
守
・
刺
史
な
ど
に
命
じ
て
、
賢
良
方
正
を
は
じ
め
直
言
・
有
道
・
至
孝
な
ど
の
諸

⑬
 

科
目
に
よ
っ
て
官
僚
候
補
者
を
察
挙
さ
せ
た
。

⑫
 

ω徴
召
｜
官
僚
の
推
薦
に
よ
っ
て
皇
帝
自
身
が
官
僚
侯
補
者
を
召
す
登
用
法
で
、
被
召
者
は
一
般
に
ま
ず
議
郎
に
就
く
。

⑬
 

ω任
子
！
高
級
官
僚
の
子
弟
を
郎
官
に
就
け
る
古
く
か
ら
あ
る
世
襲
的
な
登
用
法
で
あ
る
。

例
外
戚
・
宗
室

l
帝
室
の
関
係
者
の
み
に
行
わ
れ
る
登
用
法
で
あ
る
。

ωそ
の
他
｜
右
に
挙
げ
た
登
用
法
以
外
の
例
え
ば
明
経
・
通
経
・
知
音
な
ど
と
い
う
察
挙
例
の
少
な
い
登
用
法
や
、
郡
国
の
上
計
吏

⑬
 

か
ら
官
僚
と
な
っ
た
者
を
こ
こ
に
入
れ
て
お
い
た
。

表
ー
は
、
後
漢
時
代
に
存
在
し
た
登
用
法
を
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
よ
っ
て
右
の
八
項
目
に
分
け
て
、
各
「
有
伝
者
」
に
つ
い
て
、
就

官
し
た
者
に
つ
い
て
は
最
初
の
就
官
ま
で
に
う
け
た
登
用
法
を
、
ま
た
一
切
の
登
用
を
拒
否
し
て
就
官
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
最
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主f42Hgf1仰3刈oco) [ 16 (2) [ 3co) [ re作~gs
明lぉI8 igj I O (O〕卜1(2) I O （の[sc中山（0)I oig? 

章I20 ! 9 igs f o (0) I引のI4 （わI3 (I) I 叫 1co〕卜~g
和 118 1 6 i1s f 1川町ゎI3斗5(0) I央O)I叫強

安 I41 トパgI 3 (1〕卜8(6) I 4 (2) I川川ω 卜~gs
順 I28 卜9it? [ 3 (2）卜5（バ 6叶 4(3) I 0(0) I 0(0) I峨

程｜回！ぉ到 6叶初〈中（11)115(9) 14(1）ト州

刊 9 （～句川川叶（σ伺叶仲州7η川作れ）I小巾｜ドい4剖h～叶州山1ハ切叫吋（οイ叶1イわ4小8

献｜曲［21 85 I 7 C市叶 2(2) I 5 (3) I 0〔の叫 6~8s
百I6 I 3 (gs J 2叶 3(3) [ 1 Cバ 1仲山。）I 0(gs 

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

1. 表中で（）内に示した数字は，登用拒否者を示す。
2. 表中で＜ ＞に示した数は，孝廉あるいはその他の登用法に応じて，
連続して辞召に応じた者を示す。

〔註〕

後
に
う
け
た
登
用
法
ま
で
を
、
そ
れ

ぞ
れ
全
部
取
り
出
し
て
表
わ
し
た
も

の
で
あ
る
。

」
こ
で
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

辞
召
を
一
種
の
登
用
法
と
見
ょ
う
と

す
れ
も
う
少
し
細
か
い
規
定
が
必
要

で
あ
る
の
で
、
具
体
的
な
分
析
に
入

る
前
に
辞
召
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て

お
き
た
い
。

辞
召
と
は
、

一
般
に
は
太
侍

公
・
大
将
軍
を
は
じ
め
中
央
・
地
方

の
長
官
が
、
自
己
の
属
吏
を
長
官
自

身
が
自
由
に
選
任
す
る
こ
と
を
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
後
漢
時
代
に

新
た
な
登
用
経
路
と
し
て
撞
頭
し
て

く
る
の
は
、
太
侍
・
三
ハ
ム
・
大
将
軍

と
い
っ
た
公
府
に
よ
る
辞
召
で
あ
る
。

そ
し
て
、
公
府
に
辞
召
さ
れ
る
と
比

一一一一一
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一
一
四

四
百
石
か
ら
比
二
百
石
の
橡
属
と
な
り
、
そ
れ
は
勅
任
官
で
あ
る
郎
官
と
同
等
の
秩
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
孝
廉
に
よ
る
察
挙
を
経
ず
に

⑫
 

百
石
か
ら
二
百
石
に
至
る
最
初
に
し
て
最
大
の
関
門
を
通
過
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
公
府
の
橡
属
は
秩
は
高
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
は
あ
く
ま
で
も
公
府
の
属
吏
な
の
で
あ
っ
て
、
官
僚
（
H
勅
任

官
）
と
な
る
た
め
に
は
、
高
第
・
茂
才
あ
る
い
は
制
挙
等
に
よ
っ
て
、
改
め
て
所
属
の
公
府
か
ら
察
挙
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

＠
 

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
有
伝
者
」
の
中
で
公
府
に
辞
召
さ
れ
た
者
の
登
用
過
程
を
調
べ
れ
ば
、
高
第
等
に
察
挙
さ
れ
て
か
ら
官

僚
と
な
っ
て
い
る
者
が
き
わ
あ
て
多
い
こ
と
か
ら
も
明
白
と
な
る
。

つ
ま
り
、
後
漢
時
代
に
公
府
に
よ
る
辞
召
か
ら
官
僚
と
な
る
と
い
う
コ

l
ス
が
一
般
化
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
野
召
を
「
一
種
有
利

⑫
 

な
バ
イ
パ
ス
ど
で
も
い
う
べ
き
性
格
の
登
用
法
」
と
す
る
な
ら
ば
、
高
第
等
に
よ
る
察
挙
と
い
う
の
は
、
官
僚
と
な
る
た
め
に
は
必
ず

通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
通
過
点
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
来
そ
れ
自
体
が
登
用
法
と
は
言
え
な
い
公
府
に
よ
る
辞
召
が
、

＠
 

一
種
有
利
な
登
用
法
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
降
召
↓
（
高
第
等
に
よ
る
〉
察
挙
」
と
い
う
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

四

右
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
作
成
し
た
表
ー
に
よ
っ
て
、
ま
ず
「
有
伝
者
」
が
ど
の
登
用
法
を
う
け
た
の
か
を
見
て
み
る
。

表
ー
を
見
る
と
、

「
有
伝
者
」
の
多
く
が
孝
廉
か
辞
召
に
よ
る
登
用
を
う
け
て
お
り
、
こ
の
二
種
の
登
用
法
が
、
後
漢
時
代
の
登
用

法
の
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
応
確
認
さ
れ
る
。
次
に
、
徴
召
が
｜
｜
孝
廉
・
辞
召
と
比
較
す
る
と
そ
の
数
は
少
な
い
も
の
の
1

1
孝

廉
・
辞
召
に
次
い
で
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
光
武
帝
期
と
和
帝
期
に
は
、
孝
廉
・
辞
召
と
ほ
ぼ
同
数
の
者
が
徴
召
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
制
挙
・
茂
才
に
察
挙
さ
れ
た
者
が
そ
れ
に
続
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ト
い
ま
「
有
ー
伝
者
」
が
ど
の
登
用
を
う
け
た
か
を
そ
の
入
数
の
多
少
の
み
に
よ
っ
て
見
た
の
で
あ
る
が
、

「
有
伝
者
」
全



体
に
占
め
る
孝
廉
の
割
合
が
、

あ
ま
り
に
も
低
す
、
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑫
 

の
永
和
五
年
（
九
一
二
）
頃
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
と
以
後
と
で
は
多
少
異
な
る
が

i
l毎
年
二
百
名
前
後
で
あ
り
、
後
漢
一
代
を
通

＠
 

し
て
約
四
万
二
千
名
も
の
孝
廉
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
孝
廉
と
同
様
に
毎
年
察
挙
さ
れ
る
茂
才
の
場
合
は
、
三

つ
ま
り
、

孝
廉
の
察
挙
数
は

l
l和
帝

公
・
光
禄
勲
・
刺
史
が
各
一
名
、
計
一
七
名
（
後
漢
一
代
を
通
し
て
約
三
千
三
百
名
〉
を
察
挙
す
る
こ
と
に
な
り
、
毎
年
の
孝
廉
察
挙

数
と
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
な
く
な
る
。
同
様
に
制
挙
・
辞
召
・
徴
召
の
場
合
も
、
孝
廉
ほ
ど
多
く
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
登
用
法
に
よ

っ
て
登
用
さ
れ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
有
伝
者
」
の
中
で
孝
廉
と
ほ
ぼ
向
数
の
被
召
者
の
い
る
酔
召
や
、
そ

れ
に
次
ぐ
被
召
者
が
い
る
徴
召
と
い
う
の
は
、
永
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
昇
進
に
有
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
茂
才
や
制
挙

も
含
め
た
孝
廉
以
外
の
登
用
法
の
ほ
う
が
、
正
史
に
そ
の
名
を
残
す
ほ
ど
の
有
能
な
人
物
に
対
し
て
よ
り
多
く
適
用
さ
れ
た
も
の
と
言

え
よ
う
。

し
か
し
、
本
稿
の
主
目
的
は
、
後
漢
時
代
に
ど
の
登
用
法
が
主
流
で
あ
っ
た
の
か
と
か
、
ま
た
昇
進
に
有
利
か
不
利
か
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
後
漢
時
代
に
於
け
る
徴
召
を
は
じ
め
と
す
る
各
登
用
法
の
特
徴
と
、
そ
の
解
明
の
手
が
か
り
と
な
る
登
用
拒

否
の
意
味
と
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
登
用
を
う
け
た
人
数
の
多
少
と
い
う
こ
と
は
第
二
の
問
題
と
し
て
、
ま
ず
表
ー
を
使
っ

て
二
応
出
身
に
関
係
の
な
い
孝
廉
か
ら
徴
召
ま
で
の
五
種
の
登
用
法
に
つ
い
て
、
登
用
を
う
け
た
者
が
そ
の
登
用
に
応
ず
る
か
拒
否
す

る
か
に
主
眼
を
置
い
て
、
各
登
用
法
・
各
時
期
に
於
い
て
登
用
拒
否
者
が
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
く
る
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
こ
で
、
五
種
の
登
用
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
別
の
登
用
拒
否
の
状
況
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω孝
廉
は
、
桓
・
霊
帝
期
に
拒
否
者
が
多
く
な
る
も
の
の
、
そ
の
割
合
は
三
割
を
越
え
ず
、
他
の
登
用
法
の
同
時
期
に
於
け
る
登
用

拒
否
の
割
合
と
比
べ
る
と
は
る
か
に
低
く
、
ま
た
桓
・
霊
帝
期
を
除
く
時
期
の
登
用
拒
否
の
割
合
も
き
わ
め
て
低
い
。
特
に
、
明
・
章

帝
期
に
は
、
拒
否
者
が
い
な
い
。

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
伺
題

一
一
五
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ω茂
才
は
、
順
帝
期
以
後
に
登
用
拒
否
の
割
合
が
き
わ
め
て
高
く
な
る
。

ω辞
召
は
、
従
来
の
説
で
は
、
孝
廉
の
行
き
寺
つ
ま
り
と
と
も
に
有
利
な
登
用
法
と
し
て
撞
頭
し
て
く
る
と
い
わ
れ
る
順
帝
期
以
後
に

於
い
て
も
、
献
帝
期
を
除
い
て
は
、
孝
廉
以
外
の
三
種
の
登
用
法
と
歩
調
を
合
せ
て
登
用
拒
否
の
割
合
が
高
く
な
る
。
ま
た
安
帝
期
以

前
に
も
少
な
か
ら
ず
拒
否
者
が
お
り
、
特
に
光
武
帝
期
に
は
、
被
召
者
の
半
数
近
く
が
辞
召
を
拒
否
し
て
い
る
。

ω制
挙
は
、
そ
の
登
用
を
う
け
た
「
有
伝
者
」
の
存
在
す
る
章
帝
期
以
後
の
全
時
期
に
わ
た
り
登
用
拒
否
の
割
合
が
き
わ
め
て
高
い
。

ω徴
召
は
、
安
帝
期
以
前
に
は
孝
廉
と
同
じ
く
ほ
と
ん
ど
拒
否
者
が
い
な
い
の
に
対
し
、
順
帝
期
以
後
に
な
る
と
急
速
に
拒
否
者
が

多
く
な
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
登
用
拒
否
は
順
帝
期
以
後
、
後
漢
末
ま
で
そ
の
割
合
が
特
に
高
く
な
る
も
の
の
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

般

に
昇
進
に
不
利
と
言
わ
れ
る
孝
廉
は
、
全
時
期
に
わ
た
っ
て
登
用
拒
否
の
割
合
が
低
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
登
用

拒
否
が
決
し
て
昇
進
に
有
利
か
不
利
か
と
い
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

り
、
登
用
拒
否
の
意
味
を
も
う
一
度
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

五

と
こ
ろ
で
、

い
ま
ま
で
は
表
ー
に
よ
っ
て
、
各
登
用
法
に
見
え
る
登
用
拒
否
の
状
況
を
分
析
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
登
用
拒
否

者
が
次
に
ど
の
登
用
法
を
ど
の
よ
う
な
順
序
で
う
け
、
最
終
的
に
ど
の
登
用
に
応
じ
て
就
官
し
た
の
か
、
或
い
は
一
切
の
登
用
を
拒
否

し
て
就
官
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
状
況
は
、
表
ー
で
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
を
知
る
こ
と
は
、
各
登
用
法
の
特

徴
や
登
用
拒
否
の
意
味
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
状
況
を
知
る
た
め
に
、
次
に
四
一

八
名
の
「
有
伝
者
」
の
中
か
ら
登
用
拒
否
者
の
み
を
取
り
出
し
て
、
表

E
と
し
て
掲
げ
た
。



表H

時期INo. I 有伝者｜孝廉｜茂才｜問｜制挙｜徴召｜任子｜上誠一l~I 出

1 

典

光

武

帝

劉昆 11
淳子恭 11

3 I王良

4 I承宮

高獲

閲貢

萄億

2 

5 

6 

q
G
4
i
噌

i

’i
唱

i
q
L

(2) 

(3) 

(2) 

(2) 

2 

1 

：：！； 
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附

附

一

注

Q
d
Q
d

ヴ
’
ヴ
’
ヮ
“
円
。

q
o

一
q
u
o
d

一
ヴ
’
円
。

q
u
Q
d

一
Q
d

ワ臼

t
i

つ
白
一
つ
“
氏
U

Q

V

3

h

6

2

1

1

7

4

4

一
3

2
一
1

2

7

3

一白
4

7

7

7

一
4

1

5

ヘ吋

伝

伝

伝

伝

伝

伝

伝

一

伝

伝

一

伝

巻

伝

伝

一

伝

伝

伝

伝

一

伝

伝

伝

l

後

後

後

後

後

後

後

一

後

後

一

後

三

後

後

一

後

後

後

後

一

後

後

後

令

郎

夫

士

一

一

一

一

郎

郎

一

書

令

一

一

一

中

将

士

一

一

令

郎

中

大

一

一

一

一

一

一

一

一

自

二

郎

一

一

一

一

一

一

一

一

中

二

議

一

一

一

一

一

一

一

一

官

二

書

県

議

諌

博

一

一

一

一

議

議

一

尚

県

一

一

一

郎

五

博

二

県

議

校



意詩話＋＜副島＋＜園時出目玉駅耳退陣線十同盟S 11 < 
21 楊倫 1 2・（3) I専 士 後・伝・ 69

22 寅 E量 2 3 .い） 1 議 郎 後・伝・ 51

23 周獲 1 2 3 後・伝・ 43

帝
24 李関 1 2 後・伝・ 72・注

25 摩扶 後・伝・ 72

26 賀純 1 2 3 後・伝・ 53・注

27 李固 1 2 3 (4) 議 良日 後・伝・ 53

28 王暢 1 (2) 尚書令 後・伝・ 46
JI原 29 張綱 1 (2) 侍御史 後・伝・ 46，三・巻・ 45・注

30 茶玄 1 2・（3) 議 良日 後・伝・ 69

31 雀寒 1 (2) 民日 後・伝・ 42

32 張糖 1 2 3 4 後・伝・ 26

帝
33 鍾陪 2 後・伝・ 52，三・巻・ 13・注

34 法真 1 2 3 

35 郎顕 1 2 後・伝・ 20

36 向槻 1 3 2 4 • (5) 国 本目 後・伝・ 71

37 越谷 1 (2) f事 こと 後・伝・ 29

38 檀敷 1 2 (4) 3 議 良F 後・伝・ 57

39 ，刀士主＝τ， t'~ 古台 1 2 3 県 ρH 、 後・伝・ 57

桓 40 張倹 1 2 3 4 • (5) 衛 lM 後・伝・ 57

41 章著 1 2 • (3) 国 中目 後・伝・ 16

42 孔昼 2 (3) 議 良日 後・伝・ 57

43 劉淑 1 (2) 議 郎 後・伝・ 57



44 越典 1 2 (3) 議 郎後・伝・ 17

45 李獲 1 (2) 議 良R 後・伝・ 53

46 董扶 2 1・4 3 • (5) 侍 中 後・伝・ 72，三・巻・ 31・注

47 萄爽 (2) 1 良日 中 後・伝・ 52

48 黄琉 1 五官中郎将 後・伝・ 51

49 神岱 1 2 3 4 後・伝・ 46

50 黄憲 1 2 後・伝・ 43

51 符融 1 2 後・伝・ 58

52 与陪 1 2- 3 後・伝・ 57

53 徐椋 1 3 2 • 6 4 5 • 7 後・伝・ 43

54 申屠幡 1 2 3 後・伝・ 43

55 菱肱 1 2 後・伝・ 43

56 郭太 1 2 後・伝・ 58

帝
57 夏複 1 後・伝・ 57

58 仇覧 1 後・｛云・ 66

59 韓康 1 後・伝・ 73

60 蘇不意 2 後・伝・ 21

61 鄭太 1 2 3 .い） 尚書侍郎 後・伝・ 60，三・巻・ 16・注

塁Jr:き 62 楊彪 1 2 3 (4) 議 nB 後・伝・ 40

63 劉溺 1 (2) 議 民日 後・伝・ 71

64 l凍紀 1 (2) 五官中郎将 後・伝・ 52

65 華｛ち 1 2 後・伝・ 72，三・巻・ 29

66 桓華 1 3 4 2 一一 後・伝・ 27

67 頴容 1 2 後・伝・ 69

ミ属都Q年E格（制民剥ば~←~11 ・ 11]Q 毘眼 1 1 -R 
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68 任安 1 2 3 4 後・伝・ 69，三・巻・ 38・注

69 王烈 1 2 後・伝・ 71，三・巻・ 11・附

70 許劫 1 2 3 後・伝・ 58

71 鄭玄 3 2・4 後・伝・ 25

72 張玄 1 後・伝・ 26

73 越査 1 後・伝・ 70

74 孫期 2 1 後・伝・ 69

75 張芝 1 2 後・伝・ 55・注

76 裏楢 1 2 後・伝・ 20

77 蘇則 1 2 3 (4) 太 守 三・巻・ 16

78 和沿 1 2 • (3) 〔貌〕 三・巻・ 23

帝
79 韓壁 1 2 • (3) 太 守 三・巻・ 24

80 張紘 2 (3) 正議校尉 三・巻・ 53

81 韓嵩 1 (2) 大鴻臨 三・巻・ 6・注

82 張範 1・（2) 議 HB 三・巻・ 11

83 張昭 1 2 〔呉〕 三・巻・ 52

84 i長既 1 (3) 2 ノl尽E、 令 三・巻・ 15

献 85 邪願 1 2 県 長 三・巻・ 12

86 王｛t情 1 (2) 〔貌〕 三・巻・ 11

87 陳霊 1 (2) 県 メμ入 三・巻・ 22

88 曹亙 1 2 五官中郎将 三・巻・ 2

89 劉巴 1 2 • (3) 〔萄〕 三・巻・ 39

90 辛眺 1 (2) 議 良日 三・巻・ 25

91 院璃 1・（2) 〔貌〕 三・巻・ 21・附



9~ 王 祭 1・（3) 2 〔魂〕 三・巻・ 21

93 孫資 1 (2) 尚書郎 三・巻・ 14・注

94 部 原 (2) 1 〔貌〕 三・巻・ 11

帝 95 虞翻 1 〔呉〕 三・巻・ 57

96 胡 昭 1 〔貌〕 三・巻・ 11・附

97 呉 範 1 〔呉〕 三・巻・ 63

98 程 皇 1・（2) 国 本店 三・巻・ 14

司時期明ミ

99 活 式 (2) 1 刺 史 後・伝・ 71

100 戴良 1 2 後・伝・ 73

101 飽昂 1 2 3 後・伝・ 19

102 侯嘩 1 後・伝・ 70

〔註〕

1. 表中で登用法の欄に示した数字は， 102名の登用拒否者がどのような順序でどの登用法をうけたかを示す。

2. （〉で囲んだ数字は，その登用法に応じて就官したことを示し，初任官の欄にその初任官を示した。（初任

官が不明な者については，その後最初に明らかとなる官名を示した。〉

3. 数字にく 〉のない者の中で，初任官の欄に横線を引いた者は，一切の登用を拒否し就官しなかった者で、あ

り，初任官の欄に官名を示した者は，最終的に応じた登用法が不明な者である。

4. 特に後漢末期の登用拒否者の中には，登用を拒否して三国の政権の官僚となった者がおり，その場合は初任

官の欄に〔魂〕・〔萄〕・〔呉〕と示した。

5. また，登用拒否者の中には，正式な登用法とは言えない上計吏から官僚となった者も存在するので，それを

明らかにするために登用法の欄の最後に上計吏の欄を設けた。

後…『後漢書』

三…『三国志』
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登
用
法
を
う
け
る
か
も
一
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
福
井
氏
が
、

皇
帝
に
よ
る
直
接
の
徴
召
を
受
け
る
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
に
中
央
に
よ
る
制
科
や
辞
召
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

必
要
と
し
、
同
様
に
制
科
や
辞
召
を
受
け
る
に
は
少
な
く
と
も
そ
の
事
前
に
地
方
に
よ
る
召
請
や
常
科
に
よ
る
推
挙
を
経
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（
中
略
）
当
該
選
挙
科
目
よ
り
一
段
下
の
各
種
の
推
挙
の
過
程
を
経
由
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
、
不

⑧
 

可
欠
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
〈
傍
点
は
筆
者
加
筆
〉
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
物
語
る
。
た
だ
徴
召
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
最
終
的
に
う
け
る
登
用

法
で
あ
る
と
言
え
、
し
か
も
登
用
拒
否
者
の
中
で
就
官
し
た
者
は
、
こ
の
徴
召
に
応
じ
た
者
が
最
も
多
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
孝
廉

を
拒
否
し
た
者
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
登
用
を
う
け
た
順
序
を
示
す
数
字
は
全
て
ー
で
あ
り
、
孝
廉
は
他
の
四
種
の
登
用
法
と
は
異

な
っ
て
、
他
の
登
用
法
を
う
け
て
か
ら
察
挙
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
表

E
か
ら
得
ら
れ
る
各
登
用
法
の
上
下
関
係
を
整
理
す
る
と
、
孝
廉
は
最
も
下
位
に
位
置
す
る
登
用
法
で
あ
り
、
そ
の

一
段
上
位
に
茂
才
・
辞
召
・
制
挙
が
位
置
し
、
最
上
位
に
徴
召
が
位
置
す
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
上
位
の
登
用
法
を
う
け
る
以
前
に

そ
れ
よ
り
下
位
の
登
用
法
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
不
可
欠
の
前
提
と
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ω孝
廉

と
こ
ろ
で
、
孝
廉
は
最
も
下
位
に
位
置
す
る
登
用
法
で
あ
り
な
が
ら
、
表
ー
を
見
る
と
拒
否
の
割
合
が
最
も
低
い
。
こ
の
二
つ
の
事

実
を
考
え
る
と
、
従
来
の
研
究
で
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
孝
廉
が
持
つ
登
用
法
と
し
て
の
限
界
と
特
徴
と
を
検
討

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
孝
廉
が
他
の
登
用
法
を
う
け
て
か
ら
察
挙
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
、



孝
廉
に
よ
っ
て
最
初
に
就
く
官
が
、
孝
廉
以
外
の
登
用
法
に
よ
っ
て
最
初
に
就
く
官
に
比
べ
て
、
官
秩
が
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
孝
廉
に
よ
る
初
任
官
は
三
百
石
の
郎
中
で
あ
る
の
に
対
し
、
茂
才
の
場
合
は
千
石
か
ら
六
百
石
の
県
令
、
辞
召
の
場
合
は

高
第
に
察
挙
さ
れ
る
と
六
百
石
の
侍
御
史
、
制
挙
や
徴
召
の
場
合
は
六
百
石
の
博
士
か
議
郎
と
い
う
よ
う
に
、
孝
廉
以
外
の
登
用
法
の

初
任
官
は
一
般
に
六
百
石
以
上
の
官
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
孝
廉
と
孝
廉
以
外
の
登
用
法
と
で
は
、
そ
の
初
任
官
に
格
差
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
漢
時
代
か
ら
野
召
の
基
準
と
し
て
四
つ
の
項
目
が
あ
り
、
そ
の
基
準
の
中
に
は
、
賢
良
方
正
・
直
言
と

い
っ
た
制
挙
や
茂
才
な
ど
に
相
当
す
る
基
準
も
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
全
て
「
孝
悌
廉
公
の
行
有
る
」
こ
と
と
い
う
よ
う
に
、

＠
 

「
孝
廉
」
で
あ
る
こ
と
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
孝
廉
は
登
用
基
準
に
於
い
て
基
本
と
な
る
、
い
わ
ば
資
格
審
査
の

意
味
を
持
つ
登
用
法
で
あ
り
、
孝
廉
以
外
の
登
用
法
は
、

「
孝
廉
」
プ
ラ
ス

α
と
い
う
登
用
基
準
を
充
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
登

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
福
井
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
を
も
う
一
度
確
認
す
る
と
、
い
っ
た
ん
登
用
を
う
け
れ
ば
被
察
挙
者
が
そ

の
登
用
に
応
じ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
央
政
府
の
側
は
被
察
挙
者
が
登
用
に
応
じ
た
も
の
と
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
登
用

に
応
じ
て
も
拒
否
し
て
も
被
察
挙
者
に
対
す
る
評
価
は
、
上
が
り
こ
そ
す
れ
下
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
孝
廉

以
外
の
登
用
法
を
拒
否
し
た
者
は
、
す
で
に
「
孝
廉
」
プ
ラ
ス

α
の
登
用
基
準
を
充
た
し
て
お
り
、
ま
た
孝
廉
よ
り
も
高
い
初
任
官
が

用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
も
制
度
的
に
も
初
任
官
の
低
い
基
本
的
な
登
用
法
で
あ
る
孝
廉
に
察
挙
さ
れ
な
い
の
は

当
然
で
、
同
等
の
初
任
官
が
用
意
さ
れ
て
い
る
茂
才
・
辞
召
・
制
挙
・
徴
召
の
い
ず
れ
か
を
順
次
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
孝
廉

⑧

、

を
拒
否
し
た
者
は
、
そ
の
後
何
度
か
同
じ
孝
廉
に
察
挙
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
次
に
は
必
然
的
に
よ
り
高
い
初
任
官

が
用
意
さ
れ
て
い
る
孝
廉
以
外
の
登
用
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
孝
廉
は
登
用
基
準
の
面
で
も
制
度
的
な
面
で
も
、
最
も
基
本
的
な
登
用
法
で
あ
る
が
故
に
、
孝
廉
以
外
の
登
用
法
を
う

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

一一一一一一
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一
二
四

け
て
か
ら
察
挙
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
孝
廉
の
登
用
法
と
し
て
の
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
、
孝
廉
の
特
徴
の
一
側
面
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
孝
廉
の
登
用
法
と
し
て
の
限
界
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
孝
廉
を
拒
否
す
る
の
は
よ
り
上
位
の
昇
進
に
有
利

な
登
用
法
を
う
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
実
に
孝
廉
拒
否
者

の
四
割
近
く
（
三
三
名
中
二
二
名
）
が
、
そ
の
後
上
位
の
登
用
法
を
う
け
な
が
ら
一
切
の
登
用
を
拒
否
し
て
就
官
し
て
い
な
い
の
で
あ

＠
 

り
、
孝
廉
を
拒
否
す
る
こ
と
が
、
よ
り
上
位
の
昇
進
に
有
利
な
登
用
法
を
う
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
は
一
概
に
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
表

E
の
登
用
拒
否
者
全
体
で
も
四
割
以
上
の
者
（
一

O
二
名
中
四
四
名
）
が
、
一
切
の
登
用
を
拒
否
し
て
全
く
就
官
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
に
表
l
を
分
析
し
た
結
果
、
被
察
挙
が
登
用
を
拒
否
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
昇
進
に
有

利
か
不
利
か
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
い
、
と
し
た
こ
と
を
一
層
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

ω辞
召

そ
れ
で
は
、
被
察
挙
者
が
登
用
に
応
じ
る
か
拒
否
す
る
か
は
、
何
を
基
準
と
し
て
決
定
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
前
に
、

昨
召
が
果
し
て
一
般
に
言
わ
れ
る
ほ
ど
有
利
な
登
用
法
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
次
に
検
討
し
て
み
る
。

一
般
に
、
昨
召
が
有
利
な
登
用
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
『
北
堂
書
紗
』
巻
六
八
に
引
く
崖
寒
の
『
政
論
』
に
、

三
府
橡
属
、
位
卑
職
重
、
及
其
取
官
、
又
多
超
卓
、
或
期
月
而
長
州
郡
、
或
数
年
而
至
公
卿
。

と
あ
り
、
ま
た
事
実
孝
廉
と
比
べ
る
と
官
位
昇
進
に
要
す
る
期
間
が
短
か
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
酔
召
さ
れ
る
と
、
被
召
者
は

＠
 

公
府
の
長
官
と
の
聞
に
故
吏
関
係
が
生
じ
、
将
来
が
保
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
故
吏
関
係
を
媒
介
と
し
て
、

公
府
の
長
官
を
筆
頭
と
し
た
派
閥
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



こ
の
こ
と
は
、
表
ー
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
時
期
に
於
い
て
毎
年
の
察
挙
数
が
は
る
か
に
多
い
孝
廉
と
ほ
ぼ
同

数
の
者
が
辞
召
さ
れ
て
お
り
、
有
能
で
高
官
に
至
っ
た
者
や
、
そ
の
資
格
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
物
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
献
帝
期
に
辞
召
が
孝
廉
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
な
る
こ
と
は
、
昨
召
が
何
よ
り
も
派
閥
形
成
に
有
利
で
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
献
帝
期
に
辞
召
さ
れ
た
者
の
ほ
と
ん
ど
が
ー
ー
ー
こ
の
時
期
の
「
有
伝
者
」

『
三
国
志
』
に
伝
を
有
す
る
こ
と
に
も
よ
る
が
｜
｜
建
安
元
年
（
一
九
六
）
以
後
、
司
空
そ
し
て
丞
相
と
な
っ
た
曹
操
に
よ
っ
て
辞
召

の
ほ
と
ん
ど
が

さ
れ
た
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
曹
操
が
後
漢
の
官
僚
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
つ
つ
、
八
ム
府
の
長
官
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
る
特
権
で
あ
る
辞
召
権
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
後
の
曹
貌
政
権
の
母
体
と
な
る
派
閥
を
着
実
に
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ
り
、
辞
召
が
派
閥
形
成
に
利
用
さ
れ
た
適
例
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
、
表

E
を
見
る
と
登
用
拒
否
者
の
七
割
近
く
の
者
（
一

O
二
名
中
六
八
名
）
が
、
辞
召
を
拒
否
し
て
お
り
、
逆
に
登
用
拒

否
者
の
中
で
辞
召
に
応
じ
た
者
は
一

O
名
し
か
い
な
い
。
一
方
、
官
位
昇
進
の
早
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
徴
召
に
応
じ
た
者
を
見
る
と
、

二
八
名
と
辞
召
に
応
じ
た
者
の
三
倍
弱
の
者
が
徴
召
に
応
じ
、
し
か
も
そ
の
中
の
二
五
名
は
辞
召
を
拒
否
し
た
こ
と
の
あ
る
者
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
辞
召
は
必
ず
し
も
有
利
な
登
用
法
と
は
言
え
ず
、
少
な
く
と
も
登
用
拒
否
者
に
と
っ
て
は
、
辞
召
に
応
ず
る
こ

と
は
か
え
っ
て
不
利
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
従
来
の
研
究
で
は
、
辞
召
の
有
利
な
点
と
し
て
故
吏
関
係
に
よ
っ
て
将
来
が
保
証
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
果
た
し
て
故
吏
関
係
が
有
利
な
点
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
み
る
。

例
え
ば
李
固
の
場
合
を
見
る
と
、
『
後
漢
書
』
紀
一

0
・
皇
后
紀
下
に
、

（
梁
）
太
后
夙
夜
勤
労
、
推
心
杖
賢
、
委
任
太
尉
李
固
等
、
抜
用
忠
良
、
務
崇
節
倹
。

と
あ
り
、
李
国
等
が
忠
良
の
士
を
登
用
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
『
後
漢
書
』
伝
五
三
の
本
伝
で
は
、

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

一
二
五
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太
尉
李
回
、
因
公
俵
私
、
依
正
行
邪
、
離
間
近
戚
、
自
隆
支
党
。
至
於
表
挙
薦
達
、
例
皆
門
徒
及
所
僻
召
、
麻
酔
非
先
旧
。

と
あ
り
、
李
固
に
よ
っ
て
免
官
さ
れ
た
者
が
外
戚
梁
翼
の
意
を
う
け
て
、
李
固
が
門
生
や
故
吏
と
い
っ
た
自
派
の
者
ば
か
り
を
登
用
し

て
い
る
と
し
て
、
李
国
の
人
材
登
用
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
争
の
時
に
は
人
材
登
用
が
批
判
の
口
実
と
な
り
や
す

い
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
、
『
後
漢
書
』
伝
五
六
・
陳
蕃
伝
に
、

（
桓
）
帝
誇
其
言
切
、
託
以
蕃
辞
召
非
其
人
、
遂
策
免
之
。

と
あ
り
、
延
烹
九
年
（
一
ム
ハ
ム
ハ
）
の
第
一
次
党
錨
の
時
に
、
陳
蕃
が
李
麿
等
を
弁
護
し
た
言
葉
が
あ
ま
り
に
厳
し
か
っ
た
の
で
、
桓
帝

が
陳
蕃
の
辞
召
が
適
切
で
な
い
と
い
う
口
実
で
彼
を
免
官
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
李
固
や
陳
蕃
の
場
合
を
見
る
と
、
政
争
の
時

に
は
、
人
材
登
用
、
中
で
も
僻
召
が
批
判
の
口
実
と
な
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
争
に
敗
れ
た
側
は
ど
う
な
る
か
と
言

え
ば
、
同
じ
く
陳
蕃
伝
を
見
る
と
、

徒
其
家
属
於
比
景
、
宗
族
・
門
生
・
故
吏
皆
斥
免
禁
鋼
。

と
あ
り
、
彼
が
第
二
次
党
鋼
で
諒
さ
れ
た
時
に
、
一
族
と
と
も
に
彼
の
門
生
や
故
吏
ま
で
が
免
官
禁
鋼
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
辞
召
は
昇
進
が
早
く
故
吏
関
係
に
よ
っ
て
将
来
が
保
証
さ
れ
て
有
利
で
あ
る
も
の
の
、
政
情
が
不
安
定

に
な
っ
て
く
る
と
、
辞
召
が
批
判
の
口
実
と
な
り
や
す
く
、
ま
た
故
吏
は
本
人
の
資
質
の
如
何
に
か
か
わ
り
な
く
、
辞
召
者
が
罰
せ
ら

＠
 

れ
た
時
に
は
連
座
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
辞
召
に
応
じ
る
こ
と
は
か
え
っ
て
危
険
な
面
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
昇
進
の
早
さ
が

ほ
ぼ
同
じ
で
、
故
吏
と
い
う
私
的
な
関
係
の
生
じ
な
い
徴
召
に
応
じ
る
ほ
う
が
有
利
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
辞
召
を
拒
否
し
て
徴
召

に
応
じ
る
傾
向
が
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ω徴
召



そ
こ
で
次
に
、
登
用
拒
否
者
の
多
く
が
最
終
的
に
う
け
、
そ
れ
に
よ
う
て
多
く
の
者
が
就
官
し
て
い
る
徴
召
に
つ
い
て
、
そ
の
登
用

法
と
し
て
持
つ
特
徴
を
検
討
し
て
み
る
。

徴
召
に
つ
い
て
は
、
登
用
拒
否
・
去
官
と
の
関
係
か
ら
分
析
さ
れ
た
鈴
木
啓
造
氏
の
研
究
が
あ
り
、
氏
に
よ
る
と
、

徴
召
辞
召
に
は
「
命
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
被
召
者
に
対
し
て
は
強
制
力
を
も
つ
も
の
で
（
中
略
〉
被
召
者

＠
 

が
徴
召
辞
召
に
応
じ
な
い
の
は
命
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
通
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
召
者
の
権
威
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

③
 

「
法
制
的
に
は
一
律
に
大
不
敬
と
し
て
処
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
。

の
で
あ
っ
て
、
特
に
徴
召
に
応
じ
な
い
こ
と
は
、

そ
し
て
、

『
後
漢
書
』
伝
五
三
・
李
国
伝
に
、

（
李
固
）
上
疏
陳
事
日
「
（
略
）
陛
下
（
H
順
帝
）
援
乱
龍
飛
、
初
登
大
位
、
聴
南
陽
焚
英
・
江
夏
黄
理
・
広
漢
楊
厚
・
会
稽
賀

純
、
策
書
瑳
歎
、
待
以
大
夫
之
位
（
下
略
〉
。
」
又
薦
陳
留
楊
倫
・
河
南
芦
存
・
東
平
王
憧
・
陳
国
何
臨
・
清
河
房
植
等
。
是
日
有

詔
徴
用
倫
・
厚
等
。

と
あ
り
、
李
固
が
上
疏
中
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
順
帝
が
即
位
当
初
に
徴
召
し
た
撲
英
・
黄
現
・
賀
純
は
、
表

E
を
見
る
と
、
い
ず

れ
も
順
帝
期
以
前
に
何
ら
か
の
登
用
法
を
拒
否
し
て
い
た
者
で
あ
り
、
ま
た
李
闘
が
推
薦
し
た
者
の
中
で
経
歴
の
判
明
す
る
楊
倫
も
ま

た
、
表

E
を
見
る
と
、
そ
れ
以
前
に
辞
召
や
一
度
は
徴
召
を
も
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
官
僚
が
皇
帝
に
人
材
を
推
薦

＠
 

し
皇
帝
が
徴
召
す
る
場
合
、
登
用
拒
否
者
が
そ
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
、
表

E
は
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
鈴
木
氏
の
研
究
と
表

H
と
か
ら
、
徴
召
は
登
用
拒
否
者
の
中
で
中
央
政
府
に
と
っ
て
必
要
と
認
め
る
者
に
対
し
て
、
帝

国
の
最
高
権
威
者
で
あ
る
皇
苛
の
権
威
に
よ
っ
て
登
用
し
よ
う
と
す
る
、
登
用
法
の
中
で
最
も
強
制
力
の
あ
る
登
用
法
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
皇
帝
の
権
威
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徴
召
は
初
任
官
が
同
等
で
あ
る
茂
才
・
辞
召
・
制
挙
よ
り

も
一
段
上
位
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

一
二
七
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徴
召
の
こ
の
よ
う
な
登
用
法
と
し
て
の
特
徴
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
登
用
拒
否
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
く
る
順
帝
期
以
後

で
あ
り
、
表

I
で
徴
召
さ
れ
た
者
の
数
と
表

E
の
登
用
拒
否
者
の
中
で
徴
召
さ
れ
た
者
の
数
と
を
照
合
す
れ
ば
、
順
帝
期
以
後
そ
の
数

は
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
安
帝
期
以
前
に
は
、
徴
召
さ
れ
た
者
の
数
は
表
！
と
表

E
と
で
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、

特
に
後
漢
建
国
当
初
の
光
武
帝
期
に
は
、
大
半
の
者
が
直
接
徴
召
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
時
期
に
は
孝
廉
や
辞
召
と

並
ぶ
ほ
ど
さ
か
ん
に
徴
召
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
前
漢
と
三
国
貌
の
建
国
当
初
の
官
吏
登
用
の
状
況
を
見
る
と
、
前
漢
の
場
合
、
高
祖
の
一
一
年
（
前
一
九
六
〉
に
天

＠
 

下
の
賢
者
を
諸
侯
王
や
郡
守
に
推
薦
さ
せ
る
詔
が
出
さ
れ
て
お
り
、
登
用
法
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
前
漢
当
初
に
あ
っ
て
は
、
徴
召
が

唯
一
の
登
用
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
三
国
貌
の
場
合
、
そ
の
実
質
的
な
建
国
者
で
あ
る
曹
操
が
、
自
分
自
身
は
後
漢
の
官

こ
こ
で
、

僚
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
つ
つ
、
そ
の
外
側
に
新
た
な
政
権
を
作
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
献
帝
期
に
曹
操
が
さ
か
ん
に
行
っ

た
蹄
召
も
、
当
時
の
彼
の
立
場
か
ら
見
て
皇
帝
に
よ
る
徴
召
と
同
様
の
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
後
漢
の
建

国
当
初
に
は
、
徴
召
以
外
に
登
用
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徴
召
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

徴
召
と
は
、
本
来
帝
国
の
建
国
当
初
の
政
権
確
立
期
に
あ
っ
て
、
積
極
的
に
優
秀
な
人
材
を
集
め
、
官
僚
機
構
を
充
実
す
る
時
に
行
わ

れ
る
登
用
法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
本
来
は
政
権
確
立
期
に
最
も
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
は
ず
の
徴
召
が
、
登
用
拒
否
が
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
漢
時

代
に
は
、
登
用
拒
否
者
の
中
で
中
央
政
府
に
最
も
必
要
で
あ
る
者
に
対
し
て
、
最
終
手
段
の
登
用
法
ー
ー
す
な
わ
ち
、
被
察
挙
者
の
拒

否
権
を
拒
否
す
る
登
用
法
ー
ー
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
後
漢
時
代
に
於
け
る
徴
召
の
登
用
法

と
し
て
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。



ω登
用
拒
杏
の
意
味

と
こ
ろ
で
、
登
用
拒
否
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
最
終
手
段
と
し
て
最
も
強
制
方
の
あ
る
登
用
法
で
あ
る
徴
召
が
設
け
ら
れ
た

後
漢
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
徴
召
を
も
拒
否
し
て
就
官
し
な
い
ケ
l
ス
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
徴
召
を
拒
否
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

一
般
に
「
徳
」
の
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
逆
に
皇
帝
の
権

⑧
 

威
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
説
明
さ
れ
る
。

る
論
理
と
し
て
は
、

と
こ
ろ
が
、
順
帝
期
以
後
の
徴
召
拒
否
の
状
況
を
見
る
と
、
中
央
政
府
が
い
か
に
拒
否
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
の
権
威
を
高

め
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
拒
否
者
の
側
は
そ
の
よ
う
な
認
識
は
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
孝
廉
や
辞
召
の
登
用
拒
否
の
状
況
を
見
る
と
、
登
用
を
拒
否
す
る
こ
と
は
昇
進
に
有
利
か
不
利
か
と
い
う
こ

と
の
み
で
は
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
後
漢
の
政
治
の
流
れ
の
中
で
、
登
用
拒
否
が
ど
の
よ
う
に

意
味
付
け
ら
れ
る
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
徴
召
に
注
目
し
て
表

E
を
見
る
と
、
和
帝
期
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
の
者
が
徴
召
に
応
じ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
間
に
徴
召
を
拒
否

し
た
者
の
中
で
、
少
な
く
と
も
光
武
帝
期
の
二
名
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
が
政
権
確
立
期
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
拒
否
を
認

め
る
こ
と
は
、
光
武
帝
の
皇
帝
と
し
て
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
安
帝
期
以
後
に
な
る
と
、

登
用
拒
否
者
の
中
で
徴
召
を
う
け
た
半
数
以
上
の
者
が
拒
否
し
て
お
り
、
ま
た
最
終
的
に
徴
召
に
応
じ
る
と
し
て
も
い
っ
た
ん
拒
否
す

一
時
的
に
し
て
も
徴
召
を
拒
否
し
、
さ
ら
に
一
切
の
登

用
を
拒
否
し
て
就
官
し
な
い
ケ
I
ス
が
、
時
期
が
下
る
と
と
も
に
多
く
な
る
こ
と
は
、
和
帝
期
か
ら
外
戚
・
官
官
が
織
烈
な
政
権
争
い

＠

＠

 

を
行
い
、
さ
ら
に
順
帝
期
以
後
、
清
流
派
が
そ
の
反
対
勢
力
と
し
て
加
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
政
治
的
緊
張
が
高
ま
り

中
央
官
僚
機
構
内
の
統
制
を
欠
く
状
況
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る
と
と
も
に
、
皇
帝
の
権
威
も
次
第
に
衰
退
し
て
く
る
こ
と
を
物
語
る
も

る
例
が
、
和
帝
期
か
ら
次
第
に
多
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

一
二
九
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の
で
あ
ろ
う
。

一三

O

郭
太
は
彼
に
就
官
す
る
こ
と
を
勧
め
た
者
に
対
し
て
、

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
緊
張
が
最
高
潮
と
な
る
桓
帝
期
に
な
る
と
、
例
え
ば
、

『
後
漢
書
』
伝
五
八
・
郭
太
伝
を
見
る
と
、

吾
夜
観
乾
象
、
昼
察
人
事
、
天
之
所
廃
、
不
可
支
也
。

と
い
っ
て
、
彼
は
後
漢
帝
国
の
崩
壊
を
予
見
し
て
、
就
官
す
る
こ
と
を
無
意
味
（
あ
る
い
は
不
利
〉
と
考
え
て
就
官
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
登
用
を
う
け
た
桓
帝
期
に
は
、
彼
が
「
天
之
所
廃
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
中
央
政
府
は
政
治
的
混
乱
に

よ
っ
て
無
力
化
し
、
皇
帝
の
権
威
さ
え
も
地
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
次
に
掲
げ
る
表

E
に
よ
っ
て
、
各
時
期
の
「
有
伝
者
」
に
占
め
る
登
用
拒
否
者
の
割
合
を
見
る
と
、
順
・
桓
・
霊
帝
の
三

時
期
に
は
、
そ
の
割
合
が
他
の
時
期
よ
り
も
高
く
な
り
、
さ
ら
に
一
切
の
登
用
を
拒
否
し
た
者
の
み
に
限
っ
て
見
て
も
、
「
有
伝
者
」

に
占
め
る
割
合
は
、
や
は
り
こ
の
三
時
期
に
特
に
高
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
の
徴
召
拒
否
の
状
況
か
ら
見
た
後
漢
の
政

治
の
流
れ
と
付
合
す
る
の
で
あ
る
。

表直

時期！有伝者｜拒否者｜五否室

主I42 I 7 J 3 

明 I26 I 2 I 0 

章 I20 I 4 I 2 

和 J 1s J 4 J 1 

安 I41 I 9 J 3 

順 I28 I 9 I 4 

程｜曲 lぉ I12 

霊 l鴎 I23 J 13 

献｜曲 115I 4 

す
な
わ
ち
、
後
漢
時
代
に
一
切
の
登
用
を
拒
否
し
て

就
官
し
な
か
っ
た
者
を
は
じ
め
と
す
る
登
用
拒
否
者
の

多
く
は
、
当
時
の
政
治
状
況
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
就

官
す
る
こ
と
が
無
意
味
（
あ
る
い
は
不
利
）
と
判
断
し

て
登
用
を
拒
否
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
中
に

あ
っ
て
、
和
帝
期
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
の
者
が
徴
召
に
応

じ
て
い
る
の
は
、
当
時
去
官
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か



ら
す
れ
ば
、
い
っ
た
ん
登
用
を
拒
否
し
た
者
が
就
官
す
る
こ
と
は
不
利
と
考
え
つ
つ
も
、
皇
帝
の
権
威
ま
で
は
否
定
す
る
政
治
状
況
に

至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
表
面
を
見
る
と
、
後
漢
帝
国
の
崩
壊
が
決
定
的
に
な
っ
た
献
帝
期
に
な
る
と
逆
に
登
用
拒
否
者
が
減
少
し
、
ま
た
表
ー
を

見
る
と
、
こ
の
時
期
の
「
有
伝
者
」
の
大
半
が
辞
召
さ
れ
て
そ
れ
に
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、

辞
召
は
有
利
な
面
と
不
利
な
面
と
が
表
裏
一
体
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
は
政
治
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
時
期

の
辞
召
の
ほ
と
ん
ど
が
曹
操
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
献
帝
期
に
酔
召
に
応
じ
た
者
と
い
う
の
は
、
新
た
な
時
代
の
到

来
を
敏
感
に
感
じ
と
っ
て
、
確
立
期
に
あ
っ
た
曹
操
政
権
に
身
を
投
じ
た
者
な
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
検
討
す
る
と
、
被
察
挙
者
が
登
用
に
応
じ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
基
準
と
い
う
の
は
、
単
に
昇
進
に
有
利
か
不
利
か

と
い
う
点
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
『
後
漢
書
』
伝
四
三
の
序
に
「
邦
有
道
則
仕
、
邦
無
道
則
可
巻
而
懐
也
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、

被
察
挙
者
自
身
が
、
当
時
の
政
治
状
況
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
表
l
で
見
た
よ
う
に
、
順
帝
期
以
後
に
各
登
用
法
と
も
拒
否
の
割
合
が
高
く
な
り
、
そ
の
中
に

あ
っ
て
、
献
帝
期
に
は
辞
召
が
特
に
多
く
の
「
有
伝
者
」
に
適
用
さ
れ
て
そ
れ
に
応
じ
て
い
る
こ
と
が
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

_L.  

／＼ 

最
後
に
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
以
後
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
問
題
を
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω孝
廉
は
、
他
の
登
用
を
拒
否
し
た
り
、
去
官
の
後
に
察
挙
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と
不
利
な
登
用
法
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
は
孝
廉
の
登
用
法
と
し
て
持
つ
限
界
の
故
で
あ
る
。

ω降
召
は
、
昇
進
が
早
く
有
利
で
あ
る
も
の
の
、
辞
召
に
よ
っ
て
生
じ
る
故
吏
関
係
か
ら
見
る
と
、
政
治
状
況
に
微
妙
に
反
映
し
、

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
澗
題

一一一一一
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有
利
に
も
不
利
に
も
な
る
登
用
法
で
あ
り
、
後
漢
初
期
か
ら
拒
否
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

ω徴
召
は
、
登
用
拒
否
が
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
後
漢
時
代
で
は
、
登
用
拒
否
者
に
対
し
て
最
終
手
段
と
し
て
適
用
さ
れ
る
登
用

法
で
あ
り
、
そ
れ
は
皇
帝
の
権
威
が
付
加
さ
れ
る
が
故
に
、
最
も
強
制
力
の
あ
る
最
上
級
の
登
用
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま

た
政
治
の
消
長
を
最
も
端
的
に
表
わ
す
登
用
法
で
も
あ
る
。

ω孝
廉
・
辞
召
・
徴
召
の
各
登
用
法
か
ら
見
る
時
、
登
用
拒
否
は
、
従
来
言
わ
れ
る
よ
う
に
有
利
な
登
用
法
を
う
け
る
た
め
に
の
み

行
う
の
で
は
な
く
、
被
察
挙
者
が
当
時
の
政
治
状
況
を
就
官
す
る
の
に
無
意
味
（
あ
る
い
は
不
利
〉
と
判
断
す
る
か
ら
行
う
の
で
あ
る
。

ω残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
は
、
孝
廉
が
後
漢
時
代
の
全
時
期
を
通
し
て
、
他
の
登
用
法
に
比
べ
て
相
対
的
に
拒
否
の
割
合
が
低
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
察
挙
者
が
地
方
長
官
で
あ
る
太
守
で
あ
っ
て
、
し
か
も
毎
年
の
上
計
の
み
な
ら
ず
、
孝
廉
察
挙
に
よ
っ

て
も
地
方
統
治
の
成
果
が
判
断
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
孝
廉
の
問
題
は
、
地
方
統
治
と
の
関
係
か
ら
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

①註

代
表
的
な
研
究
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

市
村
噴
次
郎
「
後
漢
の
儒
教
経
学
及
び
孝
廉
選
挙
と
士
風
と
の

関
係
」
（
『
支
那
史
研
究
』
所
収
、
春
秋
社
松
柏
館
、
一
九
三
九

年〉。浜
口
重
国
「
漢
代
の
孝
廉
と
廉
吏
」
『
（
秦
漢
惰
唐
史
の
研
究
』

下
巻
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
。

鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
孝
廉
」
（
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
所
収
、

日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
）
。

労
斡
「
漢
代
察
挙
制
度
考
」
（
『
労
斡
学
術
論
文
集
甲
篇
』
上
冊

所
収
、
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
六
年
）
。

厳
耕
望
「
秦
漢
郎
吏
制
度
考
」
（
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
集
刊
』
二
三
上
、
一
九
五
一
年
）
。

ま
た
最
近
で
は
、
那
義
国
「
東
漢
孝
廉
的
身
分
背
景
」
（
許
停

雲
・
毛
漢
光
・
劉
翠
溶
主
編
『
第
二
居
中
国
社
会
経
済
史
研
討
会

論
文
集
』
所
収
、
漢
字
研
究
資
料
中
心
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。

②
「
後
漢
時
代
の
官
吏
登
用
法
『
辞
召
』
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学

研
究
』
一
七
八
号
、
一
九
五
四
年
）
。

③
「
漢
代
の
選
挙
と
制
科
の
形
成
」
（
『
社
会
科
学
討
究
』
五
二
、



一
九
七
三
年
〉
を
は
じ
め
、
一
福
井
氏
に
は
制
挙
に
関
す
る
一
連
の

研
究
が
あ
る
。

④
左
益
嚢
・
劉
克
宗
「
両
漢
的
選
挙
制
度
与
門
関
世
族
的
形
成
」

（
『
中
国
古
代
史
論
叢
』
第
七
輯
、
一
九
八
三
年
〉
。

黄
留
珠
『
秦
漢
仕
進
制
度
』
（
西
北
大
学
出
版
社
、
一
九
八
五

年〉。

⑤
『
東
洋
史
研
究
』
二
四

l
三
、
一
九
六
六
年
。

永
田
氏
の
研
究
に
は
、
ほ
か
に
「
漢
代
の
選
挙
と
官
僚
階
級
」

（
『
東
方
学
報
』
〔
京
都
〕
四
一
、
一
九
七

O
年
）
が
あ
り
、
こ
れ

も
参
照
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
者
を
A
論
文
、
後
者
を

B
論
と
し
、
特
に
B
論
文
で
参
照
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
適
宜

註
の
中
で
触
れ
る
。

⑥
『
東
方
学
』
第
五
七
輯
、
一
九
七
八
年
。

⑦
前
掲
註
⑤
の
永
田
A
論
文
、
六

O
i六
一
一
貝
。

③
前
掲
註
⑥
の
福
井
論
文
、
二
二
一
貝
。

⑤
前
掲
註
⑤
の
永
田
A
論
文
、
六
七
頁
。

⑬
本
稿
で
本
文
中
に
挙
げ
た
正
史
二
書
の
中
で
「
有
伝
者
」
と
し

て
取
り
出
さ
な
か
っ
た
者
は
、
次
の
場
合
で
あ
る
。

ω前
漢
時
代
に
既
に
官
僚
の
経
験
を
も
ち
、
後
漢
時
代
に
更
め

て
登
用
さ
れ
た
者
。

ω両
漢
の
交
替
期
や
後
漢
末
期
と
い
っ
た
軍
閥
割
拠
の
混
乱
期

に
軍
閥
に
参
加
し
、
登
用
過
程
が
不
明
な
者
。

ω何
ら
か
の
登
用
法
を
う
け
た
こ
と
の
み
判
明
し
、
そ
の
前
後

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

の
記
載
の
全
く
な
い
者
。
例
え
ば
、
『
後
漢
書
』
伝
四
七
・

劉
瑞
伝
に
附
伝
と
し
て
あ
る
彼
の
子
・
劉
琉
の
よ
う
に
「
伝

諭
学
、
明
占
候
、
能
著
災
異
。
挙
方
正
、
不
行
。
」
と
あ
る

の
み
で
、
そ
れ
以
外
は
全
く
わ
か
ら
な
い
場
合
で
あ
る
。

＠
前
掲
註
⑤
の
永
田
A
論
文
、
七
四
頁
。

⑫
時
期
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
登
用
を
う
け
た
時
期
が
ど
の
皇
帝

の
時
に
あ
た
る
か
を
基
準
に
決
定
し
た
。
し
か
し
、
「
有
伝
者
」

の
中
に
は
、
最
初
の
登
用
を
う
け
た
時
期
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
い
者
も
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
「
有
伝
者
」
の
伝
の
前

後
の
記
事
や
、
そ
の
他
の
列
伝
・
本
紀
等
に
あ
る
関
連
記
事
に
よ

っ
て
時
期
を
決
定
し
、
そ
れ
が
不
可
能
な
者
に
つ
い
て
は
、
時
期

不
明
の
欄
に
入
れ
た
。
ま
た
、
登
用
拒
否
者
に
つ
い
て
は
、
最
初

の
登
用
を
う
け
た
時
期
と
続
い
て
登
用
を
う
け
た
時
期
が
ず
れ
る

場
合
も
あ
る
。

⑬
『
後
漢
書
』
伝
五
一
、
左
雄
伝
参
照
。

⑬
『
同
右
』
伝
二
七
、
丁
鴻
伝
参
照
。

⑬
『
同
右
』
志
二
四
・
百
官
士
山
一
、
太
尉
の
条
に
引
く
『
漢
官
目

録
』
参
照
。

ま
た
、
茂
才
の
初
任
官
が
県
令
で
あ
る
こ
と
は
、
「
有
伝
者
」

で
茂
才
に
察
挙
さ
れ
た
者
の
多
く
が
、
ま
ず
県
令
に
補
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
特
に
『
後
漢
書
』
伝
二
六
・
張
構
伝
に
、

「
司
隷
挙
茂
才
、
除
長
陵
令
、
不
至
官
」
と
あ
り
、
張
糖
は
茂
才

を
拒
否
し
た
が
、
彼
が
茂
才
に
察
挙
さ
れ
る
と
た
だ
ち
に
県
令
に

一一一一一一一
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除
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茂
才
の
初
任
官
が
県
令
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

⑬
前
掲
註
③
の
福
井
論
文
を
参
照
。

⑫
一
般
に
、
徴
召
に
お
け
る
推
薦
者
は
、
公
府
の
長
官
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
『
後
漢
書
』
伝
五
三
・
李
固
伝
を
見
る
と
、

彼
は
将
作
大
匠
の
時
に
官
僚
候
補
者
を
推
薦
し
、
そ
の
推
薦
し
た

人
物
が
徴
召
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
推
薦
者
は
必
ず
し

も
公
府
の
長
官
の
み
で
は
な
く
、
広
く
官
僚
層
と
見
る
ほ
う
が
よ

い
と
思
う
。

⑬
『
漢
書
』
巻
一
一
・
哀
帝
紀
の
応
劫
注
を
参
照
。
後
漢
時
代
に

な
る
と
必
ず
し
も
応
劫
注
の
規
定
ど
お
り
で
は
な
い
が
、
最
低
基

準
と
し
て
は
そ
の
規
定
は
生
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

⑬
上
計
吏
に
関
し
て
は
、
鎌
田
重
雄
「
郡
国
の
上
計
」
（
『
前
掲

書
』
所
収
〉
を
参
照
。

⑫
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
⑤
の
永
田
A
・
B
論
文
、
及
び

大
庭
惰
「
漢
代
官
吏
の
辞
令
に
つ
い
て
」
（
『
関
西
大
学
文
学
論

集
』
一

O
l
一
、
一
九
六

O
年
〉
を
参
照
。

＠
属
吏
と
官
僚
（
H
勅
任
官
〉
と
の
違
い
を
一
言
で
い
え
ば
、
官

僚
の
選
任
を
主
る
尚
書
の
承
認
を
経
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
有
伝
者
」
の
中
に
は
、
辞
召
さ
れ
て
高
第
等
に
察

挙
さ
れ
ず
に
直
接
官
僚
に
な
っ
て
い
る
者
も
い
る
が
、
彼
ら
が
あ

く
ま
で
公
府
の
属
更
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
史
料
で
は
高

一
三
四

第
等
に
よ
る
察
挙
と
い
う
過
程
が
省
略
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

⑫
前
掲
註
⑤
の
、
氷
田
A
論
文
、
六
六
頁
。

⑫
本
稿
で
は
、
「
酔
召
↓
（
高
第
等
に
よ
る
〉
察
挙
」
と
い
う
過

程
を
も
っ
て
、
辞
召
を
一
種
の
登
用
法
と
見
る
の
で
、
公
府
に
辞

召
さ
れ
て
表
I
に
登
用
法
と
し
て
挙
げ
た
茂
才
や
制
挙
に
よ
っ
て

察
挙
さ
れ
た
場
合
、
茂
才
・
制
挙
に
よ
る
察
挙
と
い
う
の
は
、
辞

召
を
一
種
の
登
用
法
と
す
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
の
要
素
な
の
で

あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
茂
才
・
制
挙
を
独
立
し
た
一
種
の
登
用
法

と
は
と
ら
ず
、
表
I
の
茂
才
や
制
挙
の
欄
に
も
そ
の
数
は
入
っ
て

い
な
い
。
ま
た
、
公
府
の
酔
召
に
応
じ
な
が
ら
橡
属
の
ま
ま
で
公

府
を
去
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
高
第
等
に
よ
る
察
挙
を
う
け
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
登
用
法
と
し
て
の
辞
召
に
は
応
じ
な
か
っ
た
も

の
と
し
て
登
用
拒
否
者
と
見
た
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
私
は
、
後
漢
時
代
に
於
け
る
酔
召
の
盛
行
の

要
因
と
し
て
、
毎
年
一
定
数
の
公
府
の
按
属
を
高
第
・
茂
才
に
よ

っ
て
察
挙
す
る
と
い
う
、
公
府
の
定
期
的
な
察
挙
権
の
確
立
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
茂
才
に
つ
い
て
は
、
『
後
漢
書
』
志
二
四
・
百
官

志
一
、
太
尉
の
条
の
注
に
引
く
『
漢
官
目
録
』
に
よ
っ
て
毎
年
一

人
と
わ
か
る
。
ま
た
、
高
第
に
つ
い
て
は
、
『
後
漢
書
』
伝
二
四

・
梁
糞
伝
に
、
「
建
和
元
年
（
一
二
四
）
、
益
封
翼
万
三
千
戸
、
増

大
将
軍
府
挙
高
第
・
茂
才
、
官
属
倍
於
三
公
。
」
と
あ
り
、
桓
帝

即
位
の
翌
年
に
当
時
大
将
軍
で
あ
っ
た
梁
糞
に
対
し
て
、
益
封
及



び
大
将
軍
府
の
援
属
の
定
員
増
と
な
ら
ん
で
、
高
第
・
茂
才
の
察

挙
数
を
増
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
茂
才
と
と
も
に
高
第
に
も
毎
年
の
察
挙
定
員
が
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
『
後
漢
書
』
伝
一
五
・
魯
恭
伝
に
、
「
恭

再
在
公
位
、
選
辞
高
第
、
至
列
卿
郡
守
者
数
十
人
」
と
あ
り
、
魯

恭
が
前
後
二
度
、
五
年
間
に
わ
た
る
司
徒
在
位
期
間
中
に
、
高
第

に
察
挙
し
た
者
の
中
で
数
十
人
が
高
級
官
僚
に
な
っ
た
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
定
員
に
つ
い
て
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
毎
年
相
当

数
の
公
府
の
橡
属
が
高
第
と
し
て
察
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
推
測

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
漢
時
代
に
辞
召
さ
れ
た
者
の
中

で
高
第
に
察
挙
さ
れ
た
例
は
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
一
例
も
見
出

せ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
後
漢
時
代
に
数
少
な
い

橡
属
の
中
か
ら
多
数
の
者
を
、
毎
年
茂
才
・
高
第
に
察
挙
す
る
こ

と
が
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
有
利
な
登
用
法
と

な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

⑫
『
後
漢
書
』
伝
二
七
・
丁
鴻
伝
参
照
。
ま
た
、
前
掲
註
④
の
黄

『
前
掲
書
』
に
よ
れ
ば
、
黄
氏
は
郡
国
の
人
口
数
に
よ
っ
て
孝
廉

察
挙
数
が
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
に
は
毎
年
約
一
八
九
名
、

そ
れ
以
後
に
は
毎
年
約
二
二
八
名
の
孝
廉
が
、
全
国
か
ら
察
挙
さ

れ
た
と
計
算
さ
れ
て
い
る
ご
（
U
二
頁
〉
。

⑧
同
右
、
黄
『
前
掲
書
』
、
一

O
二
頁
。

＠
前
掲
註
⑥
の
福
井
論
文
、
一
一
頁
。

⑫
『
後
漢
書
』
志
二
四
・
百
官
志
一
、
太
尉
の
条
の
注
に
応
劫
の

後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題

『
漢
官
儀
』
に
日
く
と
し
て
、

世
祖
詔
「
方
今
選
挙
、
賢
俵
朱
紫
錯
用
。
丞
相
故
事
、
四
科

取
士
。
一
日
徳
行
高
妙
、
志
節
清
白
、
二
日
学
通
行
修
、
経

中
博
士
、
三
日
明
達
法
令
、
足
以
決
疑
、
能
案
章
覆
問
、
文

中
御
史
、
四
日
剛
毅
多
略
、
遭
事
不
惑
、
明
足
以
決
、
才
任

三
輔
令
、
皆
有
孝
悌
廉
公
之
行
。

と
あ
る
。
こ
の
文
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
①
の
労
論
文
、

前
掲
註
⑤
の
永
田
B
論
に
詳
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
既
召
の
登
用
基
準
が
「
孝
廉
」
に
集
約
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
公
府
が
辞
召
す
る
場
合
、
実
際
に
孝
廉
に
察
挙
さ
れ
た

者
を
辞
召
す
る
ほ
う
が
容
易
で
確
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
故
、

孝
廉
か
ら
連
続
し
て
酔
召
さ
れ
た
り
、
孝
廉
を
拒
否
し
た
者
を
昨

召
す
る
場
合
が
、
少
な
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑧
孝
廉
に
数
度
に
わ
た
っ
て
察
挙
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
『
後
漢

書
』
伝
四
三
・
徐
稗
伝
の
注
に
引
く
『
謝
承
書
』
に
「
四
察
孝
廉
、

五
酔
宰
府
、
三
挙
茂
才
」
と
あ
り
、
ま
た
『
同
右
』
伝
五
三
・
李

固
伝
の
注
に
引
く
『
謝
承
書
』
に
「
五
察
孝
廉
、
益
州
再
挙
茂
才
、

不
応
。
五
府
連
酔
、
皆
辞
以
疾
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

⑫
こ
こ
で
、
前
掲
註
⑤
の
永
田
B
論
文
で
、
永
田
氏
が
「
孝
廉
を

辞
し
て
酔
召
に
応
じ
る
こ
と
が
一
つ
の
風
潮
と
な
っ
て
現
わ
れ
て

く
る
」
（
一
九
O
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
孝
廉
と
酔
召
と
の
関
係
を

表
E
に
よ
っ
て
見
る
と
、
孝
廉
を
拒
否
し
て
辞
召
さ
れ
た
者
が
二

七
名
い
る
が
、
そ
の
辞
召
に
応
じ
た
者
は
わ
ず
か
四
名
で
あ
り
、

一
三
五
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一
つ
の
風
潮
と
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
状
況
で
あ
る
。

＠
前
掲
註
⑤
の
永
田
A
論
文
参
照
。

＠
辞
召
者
が
罰
せ
ら
れ
た
時
に
、
い
か
に
多
く
の
関
係
者
が
連
座

さ
せ
ら
れ
た
か
を
示
す
史
料
と
し
て
、
例
え
ば
『
後
漢
書
』
伝
二

四
・
梁
翼
伝
に
、

其
官
所
連
及
公
卿
列
校
刺
史
二
千
石
死
者
数
十
人
、
故
吏
賓

客
免
瓢
者
三
百
余
人
、
朝
廷
為
空
。

と
あ
る
。

＠
「
後
漢
に
お
け
る
就
官
の
拒
否
と
棄
官
に
つ
い
て
」
（
中
国
古
代

史
研
究
会
編
『
中
国
古
代
史
研
究
』
第
二
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
五
年
）
、
五
頁
。

＠
同
右
、
鈴
木
論
文
、
八
頁
。

＠
李
国
の
上
疏
中
に
そ
の
名
の
あ
る
楊
厚
の
場
合
も
、
『
後
漢
書
』

伝
二

0
・
本
伝
を
見
る
と
、
免
官
の
後
、
数
種
の
登
用
法
を
拒
否

し
て
、
願
帝
の
永
建
二
年
三
二
七
〉
に
徴
召
に
応
じ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

＠
『
漢
書
』
巻
一
・
高
帝
紀
下
。

一
....L晶、

／、‘

⑧
前
掲
註
⑤
の
永
田
B
論
文
、
及
び
前
掲
註
＠
の
鈴
木
論
文
を
参

照。

＠
増
淵
龍
夫
「
後
漢
党
鏑
事
件
の
史
評
に
つ
い
て
」
（
『
一
橋
論

叢
』
四
四
l
八
、
一
九
六

O
年
〉
で
、
氏
が
「
章
帝
以
後
の
内
朝

の
歴
史
は
、
実
際
の
政
権
の
掌
握
を
め
ぐ
っ
て
の
外
戚
と
官
官
と

の
は
げ
し
い
争
い
の
歴
史
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
（
六
九
頁
〉

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
後
漢
の
政
治
の
流
れ
を
最
も
端
的

に
表
現
し
て
い
る
。

⑧
順
帝
期
頃
か
ら
清
流
派
が
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
、
狩
野
直

禎
「
李
固
と
清
流
派
の
進
出
」
（
『
田
村
博
士
煩
寿
記
念
東
洋
史
論

叢
』
所
収
、
一
九
六
六
年
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
時

期
に
官
官
に
よ
る
害
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
、
江
幡
真
一

郎
「
後
漢
末
の
農
村
の
崩
壊
と
宜
官
の
害
民
に
つ
い
て
」
（
『
集
刊

東
洋
学
』
一
二
、
一
九
六
九
年
〉
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

＠
『
後
漢
書
』
伝
七
三
・
逸
民
伝
の
序
に
「
自
後
帝
徳
精
衰
、
邪

婁
当
朝
、
処
士
歌
介
、
差
与
卿
相
等
列
」
と
あ
る
こ
と
が
、
こ
の

状
況
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

（
文
学
研
究
科
博
士
後
期
過
程
・
東
洋
史
学
専
攻
〉


