
騨欝

書
　
　
遷

宮
綺
市
定
著

九
品
官
人
法
の
研
究
　
科
挙
前
愛

　
宮
崎
博
士
は
多
作
の
人
で
あ
る
。
少
く
と
も
東
洋

史
畑
で
は
第
一
級
の
生
産
者
で
あ
る
。
単
行
著
書
も

今
度
の
で
十
冊
を
数
え
る
と
思
う
。
生
産
性
が
高
い

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
質
も
き
わ
め
て
ユ
ニ
τ
ク
で

あ
る
。
今
度
の
薬
物
は
、
直
接
に
は
こ
の
数
年
来
、

文
部
省
科
学
研
究
喪
の
補
助
を
え
て
続
行
さ
れ
た

「
中
国
糊
総
評
語
彙
扁
の
整
理
の
一
つ
の
ま
と
め
と

し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
想

像
さ
れ
る
よ
う
な
無
昧
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

副
題
に
「
科
挙
前
帝
」
と
あ
る
か
ら
、
前
著
「
科
挙
」

と
薄
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
か
つ
て
、
い
や
今
も

学
界
に
刺
戟
を
与
え
つ
づ
け
て
い
る
好
著
門
東
洋
的

近
枇
」
に
そ
ろ
え
て
「
中
国
的
中
世
」
と
呼
ん
で
も

よ
さ
そ
う
な
内
容
で
あ
る
。
著
者
も
こ
の
書
物
の
題

名
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
震
い
め
ぐ
ら
さ
れ
た
こ
と

が
、
は
し
が
き
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。
或
は

「
六
朝
貴
族
聖
霊
の
研
究
」
、
或
は
「
流
昂
の
研
究
」

と
い
う
よ
う
に
。
あ
げ
く
の
は
て
今
の
題
名
に
な
っ

た
の
だ
が
、
こ
れ
は
少
し
耳
な
れ
な
い
。
が
実
は
今

ま
で
東
洋
史
の
教
科
書
に
も
出
て
い
る
「
九
品
中
正
」

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
A
D
二
二
〇
年
、
漢
魏
革
命

の
直
前
に
、
登
用
す
べ
き
官
吏
を
一
品
か
ら
九
品
ま

で
に
序
列
づ
け
た
、
陳
群
制
定
の
あ
の
制
度
の
こ
と

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
「
九
最
中
正
の
研
究
」

と
い
5
通
り
の
よ
い
名
に
せ
ず
に
、
あ
え
て
聞
き
な

れ
な
い
「
九
品
官
署
法
の
研
究
」
と
銘
打
つ
た
の
だ

ろ
う
か
。
実
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で

学
界
に
お
い
て
と
か
く
の
論
議
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
か
り
に
二
赫
と
格
付
け
さ
れ
た
入

が
、
直
ち
に
二
融
富
に
就
程
で
き
た
か
ど
う
か
。
歴

史
の
事
実
は
そ
の
よ
う
に
は
答
え
て
く
れ
な
い
か

ら
、
資
絡
審
査
官
で
あ
る
中
正
の
格
付
け
す
る
九
品

と
、
官
位
の
上
で
の
九
最
と
は
全
く
写
物
で
あ
る
よ

う
で
も
あ
る
。
と
い
っ
て
両
者
を
無
関
係
と
し
て
し

ま
う
の
も
気
が
か
り
で
あ
る
。
げ
ん
に
諸
等
濡
氏
の

「
九
品
中
正
欄
度
試
釈
鳳
　
（
「
魏
腎
爾
北
朝
史
論
叢
」

所
収
、
　
一
九
五
五
年
刊
）
な
ど
は
、
中
正
の
晶
第
は

単
に
褒
販
の
虚
名
で
は
な
く
、
就
職
の
コ
ー
ス
と
不

可
分
の
関
係
の
あ
る
も
の
で
、
官
位
は
必
ず
最
第
と

根
符
合
す
る
も
の
だ
と
く
り
か
え
し
強
調
す
る
の
だ

が
、
さ
て
そ
れ
で
慧
そ
の
将
合
燭
係
は
具
体
的
に
ど

う
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し

な
い
。
わ
が
宮
崎
博
士
は
こ
の
書
に
お
い
て
、
こ
の

も
や
も
や
し
て
い
た
中
正
の
品
第
と
官
位
の
九
品
と

の
閥
に
明
瞭
な
関
係
の
あ
る
こ
と
を
定
立
し
た
。
薯

者
あ
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
前
立
（
九
品
中
正
）
の
裏

に
か
く
さ
れ
て
い
た
本
蘇
秘
仏
（
丸
彫
官
人
法
）
を

開
扉
し
た
の
で
あ
る
。
中
正
の
与
え
る
品
笙
は
そ
の

上
限
を
示
す
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
購
等
さ
げ
た
官
位

で
任
官
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
申
正

が
二
晶
と
格
付
け
し
た
人
の
初
任
窟
位
は
六
品
で
、

そ
の
こ
累
進
し
て
二
品
に
ま
で
達
し
う
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
聞
い
て
み
る
と
至
極
あ
っ
け
な
い
こ
と

だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る
患
い
つ
き
で
は
な
い
。
は
じ

め
て
官
に
就
く
こ
と
を
漁
家
ま
た
は
釈
褐
と
い
・
）

が
、
当
時
の
人
の
起
家
の
官
位
と
中
正
の
品
第
と

を
、
史
書
の
中
か
ら
こ
く
め
い
に
探
し
出
し
て
、
遂

に
両
者
の
閥
に
あ
る
関
係
を
発
見
す
る
に
垂
つ
た
の

で
あ
る
。
　
「
こ
の
｛
畢
な
ど
も
当
時
の
粁
云
皿
に
あ
っ
て

は
特
に
言
う
を
要
せ
ぬ
分
り
き
っ
た
こ
と
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
時
代
が
変
る
と
そ
れ
が
最
も
分
ら
な
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
　
（
は
し
が
き
）
も
の
で

は
あ
る
。
し
か
し
「
書
い
て
な
い
こ
と
は
信
じ
な
い
㎏

（
無
徴
不
信
）
と
い
う
清
代
考
証
学
の
手
堅
さ
だ
け

で
糠
ど
う
し
て
も
到
達
し
え
な
い
境
地
で
も
あ
る
。
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上
述
の
罵
係
を
定
立
す
る
に
至
っ
た
事
例
は
極
め

て
数
少
い
の
で
不
安
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
こ

れ
を
興
醒
の
例
に
照
合
す
る
と
、
次
第
に
確
か
ら
し

さ
が
増
し
て
く
る
。
任
子
と
い
う
の
は
、
高
官
の
子

弟
が
、
父
兄
の
お
か
げ
で
任
官
す
る
こ
と
で
、
漢
代

か
ら
見
ら
れ
る
欄
度
で
あ
る
。
漢
代
で
は
父
兄
が
二

千
石
す
な
わ
ち
公
事
に
相
当
す
る
身
分
に
上
っ
た
者

は
任
期
三
年
に
溝
つ
る
と
子
弟
一
入
を
、
そ
の
才
能

を
保
証
し
て
郎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
藤
代
、
九
品
官
編
制
時
代
に
つ
い
て
み
る

と
、
あ
る
入
の
初
任
官
品
と
そ
の
当
時
に
お
け
る
父

の
官
晶
と
の
問
に
四
等
の
差
（
一
晶
官
の
子
の
初
任

富
品
は
静
逸
の
如
し
〉
の
あ
る
こ
と
が
見
幽
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
さ
き
の
申
正
下
面
と
起
家
官

品
と
の
関
係
の
確
か
ら
し
さ
が
分
る
と
と
も
に
、
九

品
官
人
制
の
も
つ
意
昧
が
か
ぎ
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
官
僚
と
な
る
べ
き
も
の
の
才
能
…
と
徳
行
を
公
平

に
評
価
審
査
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
合
理
的
な
官
吏

登
用
制
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
の
だ
が
、
父
兄
の
獲

得
し
た
地
位
を
、
何
等
か
の
形
で
子
弟
に
伝
え
る
思

子
の
欄
を
抱
合
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
特
権
階
級

の
温
存
を
ね
ら
っ
た
制
度
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
慕
実
、
そ
の
後
こ
の
綱
度
は
い
よ
い
よ
貴
族
主

義
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
九
品
官
人
法
の
本
質

は
、
や
は
り
貴
族
的
選
挙
制
度
な
の
で
あ
る
ひ

　
こ
の
書
物
は
、
こ
の
九
晶
宮
人
法
の
起
源
か
ら
、

晴
の
開
塁
年
間
に
こ
の
綱
度
の
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の

四
批
紀
問
、
い
わ
ゆ
る
六
朝
時
代
に
お
け
る
官
吏
制

度
の
変
遷
を
精
密
に
追
跡
し
た
も
の
で
あ
る
。
は
じ

め
に
門
漢
よ
り
唐
へ
」
と
題
す
る
緒
論
（
と
は
い
い

条
、
二
十
二
篇
、
七
十
頁
に
及
び
、
本
論
の
要
点
は

す
べ
て
露
顕
さ
れ
る
）
が
あ
り
、
本
論
は
漢
代
走
度

一
斑
、
魏
暦
の
九
品
官
人
法
、
南
朝
に
お
け
る
流
品

の
発
達
、
具
陳
臨
代
の
新
…
傾
向
、
北
朝
の
官
制
と
選

挙
制
度
の
五
章
よ
り
成
る
。
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
、

「
再
び
漢
よ
り
唐
へ
」
と
題
す
る
餓
論
が
つ
づ
く
。

さ
き
の
「
漢
よ
り
唐
へ
」
が
時
代
を
追
っ
て
述
べ
ら

れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
官
僚
網
と
貴
族
制
…
、

貴
族
と
豪
族
、
士
人
と
膏
吏
、
爾
朝
と
北
朝
、
中
正

と
科
挙
と
い
う
五
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
本
論
の
所

説
を
浮
彫
に
す
る
。

　
著
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
呼
鈴
圓
は
中
国
史
上
に

始
め
て
確
実
に
全
国
的
な
麦
配
権
を
樹
立
し
た
王
朝

で
は
あ
る
が
、
そ
の
大
統
一
の
中
に
古
代
都
市
蟹
家

的
要
素
が
清
算
さ
れ
ず
に
残
っ
て
お
り
、
貴
族
主
義

も
官
僚
主
義
も
十
分
に
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
統
治
の
た
め
の
官
僚
制
度
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
た
宮
長
の
集
合
体
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
一
お
う

形
式
だ
け
を
整
え
た
宮
僚
鋼
は
順
当
な
発
達
を
見
ず

に
、
却
っ
て
そ
の
下
か
ら
貴
族
綱
が
発
生
し
て
来
て

意
外
な
方
向
に
発
展
を
遂
げ
、
宮
僚
制
が
貴
族
的
に

二
士
さ
れ
る
結
果
（
士
庶
の
断
層
、
秀
才
孝
廉
制
の

門
閥
化
傾
向
）
を
招
い
た
。
九
品
官
入
法
は
こ
う
い

う
時
勢
を
背
景
に
し
て
繊
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
魏

の
九
晶
を
漢
の
俸
秩
と
対
比
す
る
と
五
品
以
上
が
公

卿
大
夫
、
六
品
以
下
が
士
に
網
当
す
る
。
こ
の
五
品

・
六
品
の
線
を
以
て
、
勘
考
は
官
僚
…
線
と
よ
ぶ
。
そ

の
こ
貴
族
化
が
進
む
と
門
地
二
流
と
い
う
費
族
階
級

が
成
立
し
、
従
っ
て
趨
家
宝
が
多
く
六
品
で
あ
る
と

こ
ろ
が
ら
六
品
・
七
最
の
間
に
太
い
線
が
引
か
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
貴
族
線
と
よ
ぶ
。
そ
れ
と
同

蒔
に
、
官
品
の
上
下
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
富
品
の

中
で
の
優
劣
（
清
濁
）
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
か

く
て
南
朝
の
宋
斉
時
代
の
官
僚
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
は

変
化
を
来
し
、
門
地
工
品
の
至
急
、
門
地
二
品
に
非

ざ
る
寒
士
の
就
き
う
る
富
、
庶
民
寒
入
の
就
任
を
許

さ
れ
た
勲
位
に
区
翻
さ
れ
る
。
つ
い
で
梁
代
に
な
る

と
、
魯
凪
族
線
以
上
す
．
な
わ
ち
六
口
㎜
目
以
上
梓
か
川
止
従
九

日
、
十
八
班
（
正
一
品
が
十
八
斑
、
従
九
品
が
一
珊
）

に
小
分
さ
れ
、
こ
の
流
記
に
対
し
て
七
三
以
下
の
三

品
が
流
外
七
班
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
さ
き
の

門
地
二
品
と
突
さ
士
に
薄
応
ず
る
。
さ
き
の
勲
位
は
三
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品
三
位
。
三
品
勲
位
よ
り
六
品
動
…
位
ま
で
の
五
等
に

分
か
れ
る
。
こ
の
流
外
勲
位
が
海
獣
に
当
る
の
で
あ

っ
て
、
膏
吏
と
い
う
言
葉
も
こ
の
時
分
か
ら
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
こ
の
憲
グ
ル
τ

プ
の
外
に
全
く
独
立
し
た
将
軍
号
が
あ
る
。
獄
内
十

贔
二
十
四
班
百
二
十
五
号
、
流
下
八
班
十
四
号
と
い

う
お
び
た
だ
し
い
数
で
、
前
代
以
来
の
将
軍
号
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
二
度
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
貴
族
主
義
の
集
積
を
み
る
一
方
で
、
学
校
・

試
験
制
度
が
出
現
し
て
官
僚
主
義
へ
の
新
傾
向
が
齎

取
さ
れ
る
。
そ
し
て
流
内
九
品
の
中
で
も
三
・
四
品

お
よ
び
五
・
六
贔
に
線
を
ひ
く
よ
う
に
な
る
。
い
わ

ば
薪
官
僚
線
が
あ
ら
わ
れ
て
来
た
。
瞑
を
北
朝
に
転

ず
る
縁
葛
族
制
を
脱
し
た
北
越
は
、
天
子
は
官
僚

制
、
北
族
有
力
者
は
封
建
欄
、
国
入
貴
族
は
貴
族
制

を
望
ん
だ
が
、
結
局
は
南
朝
の
貴
族
制
に
近
い
も
の

と
な
っ
た
。
つ
い
で
北
斉
は
や
は
り
筆
墨
に
追
随
し

よ
う
と
し
た
が
、
北
周
は
之
に
反
し
て
貴
族
欄
度
を

樵
…
繋
し
た
。
階
…
は
北
周
の
後
を
う
け
勇
敢
に
貴
族
主

義
に
薄
決
し
、
門
地
に
よ
る
任
宮
を
排
し
て
、
個
入

の
才
能
本
位
で
藤
蔓
を
登
用
す
る
こ
と
を
強
行
し

た
。
即
ち
中
正
の
廃
止
と
科
挙
の
戚
立
で
あ
る
。
科

挙
は
聖
代
の
秀
才
孝
廉
制
球
と
相
似
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
漢
代
の
秀
、
孝
は
貴
族
主
義
の
攻
勢
の
覇

に
降
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
貧
弱
な
制
度
で
あ
っ
た

が
、
晴
鷹
の
科
挙
は
貴
族
主
義
を
克
服
す
る
逞
し
い

生
命
力
を
も
つ
た
制
度
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
次
元
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
蓋
口
う
方
が
適
当
で
あ

る
。
ひ
ろ
く
看
っ
て
、
漢
は
貴
族
制
の
胎
生
期
で
あ

り
、
唐
は
貴
族
鰯
の
没
落
期
に
当
る
。
そ
し
て
両
軍

に
挾
ま
れ
た
中
間
の
貴
族
制
時
代
は
、
難
儀
史
上
に

特
殊
な
位
置
を
占
め
、
そ
の
前
後
と
併
せ
て
優
に
｝

時
代
と
し
て
独
立
せ
し
む
る
に
足
る
価
値
が
あ
る
、

と
著
者
は
い
う
。

　
本
文
の
億
か
に
補
注
が
五
十
八
項
目
そ
れ
ぞ
れ
が

小
論
文
に
な
り
そ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ

で
一
寸
口
を
挾
ま
せ
て
頂
く
。
第
六
項
の
郷
品
と
い

う
語
、
こ
の
補
注
で
は
、
　
「
ど
う
も
史
籍
に
見
当
ら

な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
あ
る
。
駅
長
片
聞
の
前
掲
論

文
を
見
て
い
て
気
付
い
た
の
で
あ
る
が
、
世
説
新
語

の
尤
悔
篇
に
、
混
嬌
が
老
母
を
ふ
り
切
っ
て
南
黙
し

た
の
で
「
蓬
於
崇
貴
、
郷
雲
不
潔
也
扁
と
あ
る
郷
品

は
こ
の
申
正
の
品
第
に
当
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

補
注
の
次
に
は
参
考
文
献
が
、
そ
の
後
に
は
詳
密
な

制
度
史
用
語
索
引
が
つ
づ
く
。
ま
た
本
文
中
に
は
理

解
に
便
す
る
た
め
に
魏
暦
、
宋
膏
、
梁
陳
、
北
魏
、

北
斉
・
北
周
・
晴
の
官
僚
ピ
ラ
ミ
ッ
ジ
構
造
図
と
同

趣
孝
廉
数
よ
り
魏
蝦
蟹
北
靭
士
庶
線
変
遷
表
に
懸
る

四
十
二
表
を
収
め
る
。
さ
ら
に
新
機
軸
は
、
引
用
の

漢
文
に
す
べ
て
懇
切
な
B
本
語
訳
を
附
し
た
こ
と
で

あ
る
。
全
く
か
ゆ
い
処
に
手
の
と
ど
い
た
作
晶
で
あ

る
。
も
一
つ
の
新
趣
巧
は
扉
で
、
題
宇
は
著
着
自

筆
、
内
印
は
曜
斎
居
士
の
刻
す
る
と
こ
ろ
。
な
か
な

か
雅
な
も
の
で
あ
る
。
　
（
A
5
本
丈
五
八
一
頁
、
制

度
史
用
語
索
引
二
八
頁
、
定
価
一
　
○
○
円
、
東
洋

史
研
究
会
刊
、
策
洋
史
研
究
叢
刊
之
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
森
鹿
三
一

黄口

d
身
近
餓
地
理
学
論
丈
集

　
本
論
文
集
に
は
二
十
三
篇
の
塗
壁
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
半
ば
近
く
は
植
艮
・
開
拓
お
よ
び
集
落

に
関
す
る
研
究
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
田
中

秀
作
敦
授
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は
周
知
の
ご
と
く
植

民
・
開
拓
地
理
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
睡
中
教
授
の
既
応
の
業
績
た
る
数
十
篇
の

論
文
の
テ
ー
マ
は
、
植
罠
・
開
拓
地
理
の
垢
内
に
と

ど
ま
ら
ず
、
ひ
ろ
く
自
然
・
集
落
・
経
済
・
交
通
・

人
目
Φ
陣
P
に
わ
た
り
、
本
書
二
十
三
篇
の
研
究
対

象
の
殆
ん
ど
す
べ
て
を
蔽
っ
て
い
る
。
即
ち
田
中
董
…

教
授
は
「
繊
中
先
生
と
の
つ
な
が
り
を
氷
河
闘
題
に

見
韻
し
て
」
、
　
氷
河
に
関
す
る
稿
を
寄
巷
ら
れ
、
位
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