
大

抄

録

曾
宋
代
に
お
け
る
官
僚
家
系
に
つ
い

て

森

回

憲
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宋
代
は
科
翠
官
僚
の
時
代
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
科
翠
が
受
験
者
の

個
人
的
資
質
に
大
き
く
か
か
わ
る
故
、
そ
れ
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
地
位
は

一
代

限
り
の
も
の
で
あ
り
、
官
僚
遼
は
層
と
し
て

流
動
的
で
あ
っ
た
と

指
摘
さ
れ

る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
六
代
、
七
代
に
も
亙
っ

て
官
僚
を
出
し
摘
明け
た
家
系

は
、
我
々
が
宋
代
の
史
料
を
見
て
い
く
時
、

決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

先
に
私
は
、
こ
う
し
た
家
系
を
、
「
官
僚
の
家
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の

「
官
僚

の
家
」
に
於
て
は
、
「
別
塗
出
仕
」
と
く
に
、

様
々
な
形
で
興
え
ら
れ
る
恩
蔭

に
よ
る
出
仕
が
、
そ
の
維
持
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
し
か
も
、

確
か

に
政
権
の
中
縞
は
、

多
く
の
場
合
、
科
翠
官
僚
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
は
い
た

が
、
膨
大
な
官
僚
組
織
で
の
人
的
需
要
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
か
な
い
き
れ

ず
、
そ
の
鮎
を
補
っ
た
の
が
、
こ
の
「
別
塗
出
仕
者
」
逮
で
あ
っ
た
。

今
回
の

毅
表
で
は
、
こ
う
し
た
家
系
の
い
く
つ
か
を
具
穂
的
に
取
り
上
げ
て
検
討
し、

そ
の
官
僚
と
し
て
の
地
位
の
維
持
(
い
わ
ば
、
「
恩
蔭
に
よ
る
官
僚
身
分
の
再

生
産
」
)
と
、
彼
等
の
官
僚
組
織
内
で
の
位
置
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
の
材
料
と
し
て
は
、
再
び
「
成
都
氏
族
諮
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
書

物
が
、
一
定
地
域
の
官
僚
層
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
っ
た
材
料
を
輿
え
て
く
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
伺
じ
く
「
官
僚
の
家
」
と
い

っ
て
も
、
幾
代
か
に
亙
っ

て
宰
相

司

を
出
し
た
よ
う
な
中
央
の
名
門
も
あ
れ
ば
、
「
氏
族
譜
」
が
針
象
と
し
て
い
る

よ
う
な
地
方
官
僚
群
も
あ
る
。

嘗
然
の
事
な
が
ら
、
そ
の
官
界
で
の
地
位
は
異

な
り
、
今
回
の
針
象
で
あ
る
後
者
の
場
合
、

そ
の
多
く
は
、

幕
職
州
豚
官
を
振

り
出
し
に
、

局
地
の
中
下
級
地
方
官
を
鞠
々
と
し
て
、
そ
の
官
僚
と
し
て
の
生

涯
を
終
え
た
人
々
で
あ
る
。
彼
等
の
よ
う
な
地
方
の
中
下
層
官
僚
の
家
系
に
つ

い
て
は
、
従
来
充
分
な
検
討
の
封
象
と
な
っ

て
い
な
い
の
で
、
そ
の
黙
を
中
心

に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

宋
代
の

一
都
市
固
に
つ
い
て

-
宋
卒
江
圏
解
讃
作
業
|

伊

。，u

原

弘

宋
卒
江
聞
は、

南
宋
紹
定
二
(
一

二
二
九
)
年
の
蘇
州
の
都
市
聞
と
し
て
名

高
い
。
地
方
志
等
に
も
都
市
圏
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

潟
貫
性

・
精
密
さ
に

お
い
て
一中
江
聞
に一

歩
も
二
歩
も
ゆ
ず
る
。

本
地
闘
は
第
一
級
の
都
市
凶
と
し
て
、
都
市
の
毅
展

・
構
造
の
究
明
に
寄
興

す
る
の
み
な
ら
ず
、

交
通
・

経
済
、
官
街

・
寺
院
の
構
造
、
さ
ら
に
は
都
市
住

民
の
研
究
に
ま
で
大
き
な
怠
味
を
持
つ
。
し
か
る
に
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
地
闘

の
利
用
法
は
お
ろ
か
解
讃
法
す
ら
確
立
さ
れ
て
お
ら
.
す
、
充
分
な
研
究
が
な
さ

れ
て
い
な
い
の
が
賓
情
で
あ
る
。

都
市
研
究
を
こ
こ
ろ
み
る
時
、
こ
の
様
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
都
市
闘
を
多

角
的
に
分
析
し
、
史
料
と
し
て
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、

単
に
卒
江
園
の
解
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、
都
市
史
研
究
に
大
き
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な
史
料
を
伎
町
興
す
る
事
に
も
な
ろ
う
。

本
論
は
以
上
の
鮎
を
ふ
ま
え
て
、
地
同
の
新
解
稗
を
示
し
、
都
市
附
解
舗
網
法

の
開
拓
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
手
順
と
し
て
ま
ず
蘇
州
の
刷
浸
透
を
地
附
か

ら
読
み
と
る
事
を
試
み
る。

明
末
清
初
、
江
南
郷
紳
の
権
力
構
造

) 11 

勝

守

今
日
、
明
消
史
研
究
に
お
い
て
は
、

郷
紳
論
あ
る
い
は
郷
紳
問
題
を
取
り
上

げ
る
こ
と
が
極
め
て
摘
ん
で
あ
り
、
一

種
の
流
行
の
感
を
呈
し
て
い
る
。
し
か

し、

郷
紳
問
題
が
関
係
す
る
と
こ
ろ
と
言
え
ば
、
園
家
政
治
か
ら
地
域
祉
曾
の

運
営
に
至
る
ま
で
の
、
各
段
階
に
お
け
る
徴
税

・
治
安
維
持

・
削
際
救
仙

・
裁

判
数
化
、
さ
ら
に
は
市
場
支
配
や
世
論
指
噂
等
々
と
言
っ
た
、

筏
め
て
庶
範
囲

に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
附
代
の
研
究
者
は
ど
の
よ
う
な
テ

ー
マ
を
扱
っ
て
も
、
必
ず
や
郷
紳
の
問
題
と
結
び

つ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ

だ
け
に
、
郷
紳
と
か
そ
の
政
治
的
批
合
的
存
在
の
表
現
た
る
郷
紳
支
配
な
る
も

の
の
紙
念
規
定
や
、
機
能

・
役
割
一
静
岡
恨
の
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
研
究

者
に
よ
り
擬
々
な
事
例
が
抽
出
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
り
人
ご
と
に
か
な
り
興
な
る

理
解
が
な
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た、

具
鰹
的
問
題
を
提
起
す
れ
ば
、
明
後

期
に
登
場
し
た
郷
紳
存
在
は
、
清
朝
悶
家
の
中
で
全
面
的
に
開
花
す
る
と
い
う

が
、
こ
の
こ
と
は
い
か
な
る
歴
史
事
象
に
印
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
報
告
は
、
一
般
に
「
郷
紳
の
縦
」

「
官
府
の
把
持
」
と
い
わ
れ
る
事
態

を
、
明
末
、
常
烈
の
銭
謙
盆
に
削
到
す
る
「
民
」
の
訴
え
と
、
清
初
康
照
中
葉
に

お
け
る
見
山
徐
乾
撃
に
削到
す
る
訴
訟
事
件
と
の
二
事
例
に
つ
い
て
、

具
惚
的
に

究
明
す
る
こ
と
に
努
力
し
な
が
ら
、
江
南
郷
紳
の
檎
力
構
造
の
一
つ
の
型
を
明

ら
か
に
し
て
み
た
い
。

資

料

「

張
潔
儒
疏
稿
」
他

(『
良
陽
説
苑
甲
編
』
)

「
徐
乾
厚生ザ
被
控
吠
」
(『
文
献
叢
編
』
四

・
五
〉

『
史
記
』
の
構
成
と

「
易
」
の
思
想

上

早

ー争+ー
問

田

『
史
記
』
は
古
代
の
人
々
が
共
通
し
て
持
っ

て
い
た

認
識
方
式
l
生

(
創

造
)
と
死

(破
滅
)
と
が
永
遠
に
繰
り
返
え
さ
れ
る
ー
に
も
と
づ

い
て
歴
史
を

記
述
し
て
お
り
、
そ
れ
は
循
政
史
観
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い。

太
古
の
出
向
帝

(土
徳
)
よ
り
始
ま

っ
た
歴
史
は
、
木
徳
の
夏
、
金
徳
の
殿
、
火
徳
の
周
、

水

徳
の
楽
と
王
朝
が
交
代
す
る
が
、
王
朝
滅
亡
の
原
因
を
洪
水
や
暴
虐
と
み
な
し

て
い
る
の
も
、
民
開
設
話
に
普
通
的
に
見
ら
れ
る
パ

タ
ン
で
あ
る
。
始
皇
の
暴

虐
に
よ

っ
て
最
大
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ

(
破
局
)
を
迎
え
、
こ
こ
に
茨
帝
以
来
の

文
化
は
牽
く
滅
亡
す
る
。

し
か
し
こ
の
カ
オ
ス
(
混
沌
〉
の
状
況
か
ら
や
が
て

高
祖
劉
邦
が
出
現
し
、
蛇
を
斬
っ
て
コ
ス
モ
ス

(秩
序
)
へ
と
材
料
換
し、

中
園

は
再
生
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
の
作
者
は
上
古
の
資
帝
よ
り
始
め
て

一

巡
し
て
再
び
土
徳
に
戻
っ

た
今
上
武
帝
の
太
初
元
年
に
至
る
一
周
期
の
通
史
を

著
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
古
典
帝
と
武
帝
と
の
事
蹟
に
は
類
似
す
る
と

こ
ろ
が
き
わ
め
て
お
お
い
。
王
朝
の
交
替
を
五
行
に
あ
て
て
説
明
す
る
の
は
、

五
行
相
勝
説
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
司
馬
遜
は

「
易
は
天
地
陰
陽
四
時
五

-126-


