
系
譜
史
料
と
し
て
の
新
出
土
墓
誌

臨
海
出
土
墓
誌
群
を
材
料
と
し
て

森

田

憲

司

は
じ
め
に

筆
者
は
近
年
、
石
刻
の
史
料
的
特
性
と
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題

を
考
え
て

い
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
な
石
刻
の
史
料
的
特
性

を
強
く
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
、
墓
誌
と
題
名
に
注
目

し
、
他
の
典
籍
の
形
で
残
さ
れ
た
史
料
と
は
異
な
る
利
用
の
可
能
性

　
　

　

が
あ
る

こ
と
を
、
い
く
ど
か
発
言
し
て
き
た
。
こ
の
文
章
で
は
、
こ

れ
ま
で
に
も
検
討
材
料
と
し
て
提
示
し
て
い
る
漸
江
省
東
部
の
臨
海

市

(台
州
臨
海
県
)
出
±
の
南
宋
墓
誌
群
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
見
出

さ
れ
る
±
大
夫
の
家
系
を
旦
ハ体
的
に
検
討
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
墓
誌
の
史
料
的
特
性
の
確
認
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
で
き

る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
宋

代
の
官
僚
家
系
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
よ
り
も
、
墓
誌
、
と
く
に
特

定

の
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
た
墓
誌
群
の
史
料
的
価
値
の
確
認
と
そ
の

利
用
の
可
能
性
、
さ
ら
に
は
限
界
の
検
証
に
、
重
点
を
置
く
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
検
討
は
、
今
後
も
出
現
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
新
出
墓

誌
史
料

の
利
用
の
た
め
の
準
備
作
業
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

『臨
海
墓
誌
集
録
』
に
つ
い
て

最
初
に
、
臨
海
、
さ
ら
に
南
宋
台
州
地
域
に
お
け
る
墓
誌
群
を
採

録
す
る
文
献
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お
き
た

い
。
時
代
を
さ
か
の
ぼ

り
な
が
ら
述
べ
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
以
下
の
文
章
で
使
用
す
る
墓
誌

の
主
た
る
来
源
は
、
近
着
の

『臨
海
墓
誌
集
録
』
(馬
曙
明
、
任
林

豪
編

宗
教
文
化
出
版
社

二
〇
〇
二
)
で
あ
る
。
こ
の
本
に
収
録

さ
れ
た
臨
海
市
出
土
の

「墓
誌
」
の
う
ち
、
五
四
件
が
宋
代
、
そ
れ
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も
す
べ
て
南
宋
の
も
の
で
あ
る

(本
稿
中
に
お
け
る

「墓
誌
」
の
語

の
用
法

に
つ
い
て
は
、
六

一
頁
で
説
明
し
て
い
る
)。
じ
つ
は
、

こ

れ
に
先
立

っ
て
も
う

一
つ
こ
の
地
域
の
墓
誌
資
料
集
が

一
九
八
八
年

に
中
国
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
台
州
地
区
文
物
管
理
委
員
会
、
台
州

地
区
文
化

局
の
編
で
内
部
発
行
さ
れ
た
、
『台
州
墓
志
集
録
』
で
あ

る
。
同
書
に
は
、
宋
代
の
墓
誌
は
四
八
件
が
収
録
さ
れ
て
お
り

(北

宋
は
大
観

二
年
の
も
の

一
件
の
み
)
、
う
ち
臨
海
の
も
の
は
三
四
件

で
あ
る
。
共
通
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
録
文
、
法

量

・
出
土
経
緯
な
ど
の
表
現
が
同
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
同

書
が

『臨
海
墓
誌
集
録
』
の
も
と
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
巻
頭
に
八
件

(そ
の
う
ち
七
件
が
宋
代
の
も
の
、

残
り

一
つ
は
明
代
)
の
拓
影
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
『臨
海
墓
誌
集
録
」

が
表
紙

の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
趙
汝
這
の
墓
誌
を
用
い
て
い
る
以
外
に

は
拓
影
を
載
せ
て
い
な

い
の
に
比
し
て
、
有
用
で
あ
る

(拓
影
の
あ

る
墓
誌
に

つ
い
て
は
、
後
掲
の
表
の

[参
照
事
項
」
の
項
に

[拓
影
」

と
注
記

し
て
お

い
た
)。

こ
の
書
物
は
広
島
大
学
の
岡
元
司
氏
が
か

な
り
以
前

に
入
手
さ
れ
、
筆
者
も
利
用
の
便
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
引
用
を
控
え
て
い
た
。
今

回
、
『臨
海
墓
誌

集
録
』

が
公
刊
さ
れ
、
『台
州
墓
志
集
録
』
に
所
収
の
臨
海
出
土

の

墓
誌
は
、
す
べ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
で
、
こ

の
…機
会
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。岡
氏
の
ご
配
慮
に
感
謝
し
た
い
。

つ
い
で
な
が
ら
、
石
刻
史
料
、
と
く
に
墓
誌

の
史
料
的
魅
力
の

一
つ

は
新
出
史
料
の
出
現
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
書

を
比
較
す
る
と
、
臨
海

で
は

一
五
年
間
に
南
宋
時
代
の
墓
誌
史
料
が
約
二
〇
件
も
新
た
に
知

　
　

　

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、清
朝
石
刻
学
に
お
い
て
は
、
黄
瑞
が
編
ん
だ
『台
州
金
石
録
』

(嘉
業
堂
叢
書
所
収
、
石
刻
史
料
新
編
に
影
印
)
が
あ
り
、

一
五
の

墓
誌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
所
収
の
墓
誌
は
清

朝
末
期
ま
で
に
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『
臨
海
墓
誌
集
録
』

と
の
重
複
は
な
い
。
む
し
ろ
、
同

一
家
系
に
か
か
わ
る
人
物
が
両
方

に
登
場
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
補
完
関
係
に
あ
る
史
料
群
で
あ

る
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
よ
り
広
い
範
囲
を
対
象
と
し
た
も
の

と
し
て
、
院
元
の

『両
漸
金
石
志
』
が
あ
る
が
、
所
収
の
当
該
地
域

の
墓
誌
は
四
件
で
、
す
べ
て

『台
州
金
石
録
』
と
重
複
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
南
宋
台
州
地
域
の

墓
誌
に
つ
い
て
、
今
回
の
検
討
に
関
連
す
る
項
目
を
整
理
し
た

一
覧

表
を
作
成
し
た
。
ま
ず

『臨
海
墓
誌
集
録
』
所
収
の
も
の
を
採
録
し

(連
番
1
1
)、
『台
州
墓
志
集
録
』
に
も
収
録
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
参
照
の
項
に

[集
録
」
と
注
記
し
た
。

つ
い
で
、
『台
州
金

石
録
」
所
収
の
も
の
を
採
録
し

(連
番
期
1
)、
『両
漸
金
石
志
』
所
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収
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
参
照
の
項
に
注
記
し
て
あ
る
。
こ
う
し
た

内
容
か
ら
、
表
の
タ
イ
ト
ル
を

「臨
海
出
土
墓
誌
所
収
墓
誌

一
覧
附

台
州
金
石
録
」
と
し
た
。
以
下
で
こ
れ
ら
の
墓
誌
に
つ
い
て
言
及
す

る
場
合
は
、
こ
の
表
の
連
番
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

二

墓
誌
の
史
料
的
特
性
と
臨
海
出
土
南
宋
墓
誌
の
特
徴

最
初

に
、
筆
者
の
考
え
る
墓
誌

の
史
料
的
特
性
に
つ
い
て
、
筆
者

が
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
意
見
を
整
理
し
、
再
述
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
[
『臨
海
墓
誌
集
録
』
所
収
資
料
か
ら
見
た

新
出
宋

元
墓
誌
の
史
料
的
特
性
」
(『
一
三
、
一
四
世
紀
東
ア
ジ
ア
史

料
通
信
』
六

二
〇
〇
六
、
以
下
前
稿
と
略
称
)
に
お
い
て
述
べ
て

い
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

問
題
は

二
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
石
刻
史
料
全
体
の
持

つ
特

性
と
、
墓
誌
の
持

つ
特
性
で
あ
る
。
石
刻
史
料
が

一
般
的
に
持

つ
史

料
的
特
性

と
し
て
筆
者
が
常
に
挙
げ
る
の
は
、
[同
時
間
性
」
、
「個

別
性
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
刻
の
多
く
が
、
個
別
の
事
象
、
た

と
え
ば
、
故
人
や
神
々
へ
の
顕
彰
、
建
造
物
の
修
築
な
ど
な
ど
、
を

背
景
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ご
存
知
の
と
お
り
で

あ
り
、
ま
た
、
石
に
刻
さ
れ
た
内
容
は
、
原
則
と
し
て
は
そ
れ
が
刻

さ
れ
た
時
点
で
内
容
が
固
定
さ
れ
る
か
ら
、
何
度
も
の
編
纂
課
程
を

経
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
正
史
を
は
じ
め
と
す
る
典
籍
史
料
と

は
、
そ
の
内
容
と
史
料
の
成
立
と
の
タ
イ
ム
ラ
グ
に
お
い
て
、
大
い

に
異
な
る
。
こ
う
し
た
要
素
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
の
か
が
、
石

刻
史
料
の
独
自
性
を
利
用
し
た
研
究
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ

し
、
特
定
の
時
点
で
の
内
容
の
固
定
は
、
系
譜
史
料
と
し
て
は
、
利

用
の
上
で
の
限
界
に
も
な
り
う
る
こ
と
は
後
述
す
る
。

次
に
、墓
誌
に
か
か
わ
る
史
料
的
特
性
と
し
て
、
「存
在
の
遍
在
性
」

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
私
は
考

え
て
い
る
。
こ
れ
が
前

稿
の
主
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
ば
い
い
の
で

あ
る
が
、
同
誌
は
科
学
研
究
費
の
ニ
ュ
ー
ズ

レ
タ
ー
と
い
う
特
殊
な

発
行
形
態
の
雑
誌
な
の
で
、
そ
の
後
の
考
え
や
知
見
も
含
め
て
、
す

こ
し
丁
寧
に
再
述
し
よ
う
。

「墓
誌
」
の

一
般
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
墓
室
内
に
置
か
れ
る
被
葬
者

の
略
歴
を
記
し
た
石
刻

(碑
の
場
合
も
あ
る
)
で
、

一
般
的
に
は
方

形
の
も
の

一
枚
で
あ
り
、
蓋
と
呼
ば
れ
る
誌
名
を
記
し
た
石
刻
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
、
と
い
う
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

今
回
取
り
あ
げ
る
臨
海
の
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は

後
述
す
る
。

当
然
墓
中
か
ら
の
出
土
の
形
で
我
々
の
視
野
に
出
現
す
る
の
で
あ
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る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
考
古
学
的
発
掘
の
成
果
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
、

工
事
や
陥
没
な
ど
偶
然

の
機
会
に
出
土
す
る
こ
と
が
多
く
、

伝
来
も
文
物
と
し
て
で
は
な
く
石
材
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の

が
再
発
見
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
前
稿
に
掲

載
し
た

「臨
海
出
土
墓
誌
所
収
墓
誌

一
覧
」
の

「発
見
状
況
」
の
項

を
見
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
お
わ
か
り
に
な
る
だ
ろ
う

(
こ
の
論
文

に
掲
載

の
表
で
は
割
愛
し
て
い
る
)
。
発
見
の
経
緯
が
何

で
あ
る
に

せ
よ
、
そ

の
出
現
は
偶
然

の
産
物
で
あ
る
こ
と
が
、
墓
誌
の
特
徴
で

あ
る
。
た

と
え
、
考
古
学
的
発
掘
の
結
果
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
墓
が
発
掘
の
対
象
に
選
ば
れ
た
の
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
偶
然
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
い
わ
ば
ラ
ン
ダ
ム
ア
ク

セ
ス
で
あ

る
か
ら
、
出
現
す
る
墓
誌
は
、
あ
る
地
域
に
お
い
て
墓
誌

を
残
し
え
た
人
々
の
各
階
層
に
遍
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
当
然
の
こ

と
な
が

ら
、
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
宋
元
墓
誌
の
数
は
、
文
集
に

残
さ
れ
た
も
の
の
方
が
多
い
が
、
あ
る
墓
誌
が
文
集
に
残
さ
れ
る
か

否
か
は
、
撰
者
あ
る
い
は
編
者
に
よ
る
選
択
の
結
果
で
あ
り
、
文
集

が
後
世

に
残
さ
れ
る
か
ど
う
か
も
ま
た
、
時
代
の
選
択
の
結
果
で
あ

　
ヨ

　

る
か
ら
、

遍
在
性
は
期
待
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
以
下
で
紹
介
す
る

よ
う
に
、
故
人
の
遺
族
が
撰
者
で
あ
る
も
の
が
臨
海
墓
誌
群
に
は
多

く
、
当
然
文
集
は
残

っ
て
い
な

い
。
な
お
、
「出
現
の
偶
然
性
」
は

出
土
石
刻

一
般
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
要
素
で
は
あ
る
が
、
は
じ

め
は
屋
外
に
立
て
ら
れ
て
い
た
石
刻
が
何
ら
か
の
事
情
で
地
中
に
埋

ま
り
、
そ
れ
が
出
土
す
る
場
合
と
、
は
じ
め
か
ら
埋
蔵
を
目
的
と
し

て
い
る
墓
誌
と
で
は
、
「遍
在
性
」
に

つ
い
て
事
情
を
異
に
す
る
と

考
え
る
。

次
に
、
臨
海
の
墓
誌
群
に
話
を
転
じ
る
。
ま
ず
、
掲
載
し
た
表
の

凡
例
を
兼
ね
て
、
そ
の
特
徴
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
筆
者
の
石
刻
史

料
著
録
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
く
り
か
え
し
に

な
る
が
、
対
象
は

『臨
海
出
十
墓
誌
」
(連
番
1
-
54
)
所
収

の
宋

　
　

　

代
の
人
物
の
「墓
誌
」
で
あ
り

(実
際
に
は
南
宋
の
も
の
し
か
な
い
)、

ユ

そ
こ
に
、
『台
州
金
石
録
」
(連
番
O
l
)
所
収

の
も
の
を
附
載
し
た
。

1

ま
ず
、
哨誌
名
」
の
項
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
筆
者
は
石
刻
に

つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
原
石
の
表
記
に
拠
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
今
回
も
煩
項
で
は
あ
る
が
、
原
石

に
誌
名
が
あ
る
場
合
は

そ
れ
を
転
記
し
、
被
葬
者

の
名
前
を

(
)
内
に
注
記
し
た
。
題
額

や
横
題
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
優
先
し
、
次

い
で
冒
頭
の
表
記
を
用

い
た
。
原
石
に
そ
う
し
た
も
の
が
な
い
場
合
は
、
『臨
海
出
土
墓
誌
」、

　
ら

　

『台
州
金
石
録
』
が
付
し
た
名
称
を
用
い
、

*
を
付
し
て
い
る
。
さ

て
、
こ
こ
で
気
が

つ
く
の
は

「墓
誌
」
と
称
す
る
も
の
が
必
ず
し
も

多
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
誌
名
で
数
え
る
と
、
墓
誌

一56一



臨海出土墓誌所収墓誌一覧附台州金石録

誌名 作成年 祖父 ・父舅 本人 ・夫官 品 子 ・主 葬者 妻父 ・祖 父
女適
進士

字数 志者 原本頁と参照事項

1
宋故淑人王氏(曹 助
妻)之 墓

紹 興24/1154 不明 保信軍承宣使 成忠郎 不明 91 夫 2p,宋 史22

2 棊崇礼墓志銘* 不明 不明 不明 不明 不明
3p,残 石,宋 史378,集 録

6p

3 王之望墓志 乾 道7/1171
祖父:贈 位

父:進 ±,朝 散郎

資政殿大学士開国
伯

右従事郎他 な し 2419 子 4P,宋 史372

4 王之望妾[コ氏壊志* 不明(欠) (欠) 同上 朝奉郎 不明 255 子
9p,残 欠(損 榑泥時摩滅)

3で 未仕の鉱が朝奉郎

5 王奉世妻盧氏堰志* 紹定2/1229 不明 な し な し 三代不仕 244 夫 10P,集 録32P

6
有宋王君景任(鼎 臣)
墓志

開慶元/1259
祖父:監 楼店務

父:戸 部郎中
な し

兄 ・朝 奉 大
夫王亜夫 参知政事曾孫 286 兄 11p,3の 曾 孫,集 録33p

7
宋故校尉余公(換)墓
士 慶元6/1200 三代不仕 校尉(買 官?) なし な し 522 子 12p
ノL、

8
宋 故儒人何 氏(余 換
妻)墓 志

紹煕4/1193 不明 不明 な し 三代不仕 208 夫 14p

9
宋故安人宋氏(謝 坦然
妻)之 墓 嘉泰2/1202 不明 承事郎 奉u郎 承節郎 63 なし 15p,集 録11P拓 影

10 謝樺墓志* 嘉泰4/1204
三代不仕

父:試干郷不利
将仕郎(眺 興の恩)

太 学 生,修

進±業
な し * 475 子

16p,深 甫 の系統 とは6代 前

に別れる

11 王琉蟹妻萢氏壌志* 嘉泰4/1204 な し な し な し
祖父:大 理寺丞

父:通 城令
* 156 子 18p,王 象祖が叔父

12 王琉継室張氏堰志* 嘉泰4/1204 な し な し な し な し 320 子
19p,11と 同 じ女 婿 が志 者。
こち らは進士の表示な し

13 宋故府君陳公(椿)墓
士 開禧元/1205 三代不仕 な し な し(業 儒) な し * 408 子 20p
ノL、

14 朱増堰志* 開禧2/1206
祖 父:な し

父 二忠州 文学
な し(遊 郷校) なし 参議公曾孫女 * 190 子 22p

曽祖:大 理寺丞
15 朱増妻萢氏墳志* 紹定2/1229 不明 な し な し 祖父:知 松陽県 * 180 子 23P,11の メ イ

父不仕

16 姜邸壊志* 嘉定5/1212
祖父:通 議大夫
父:朝議大夫

文林郎(父 郊祀恩) な し 奉常 476 子 24P,集 録13P

ト
ゆ



7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

宋故府君(謝 開)墓 志

宋故進十応公(訥)堤
記

宋牟安 人(応 宏甫 継

妻)壊 志

(侠名)堰 志*

宋故監岳徐公(邦 用)
墓志

有宋進士陳君(容)之
墓

陳君卿(容)墓 志銘

故陶処士(験)塘 志

陶験妻包氏膿志*

宋故駐泊揚公(彦 通)
堰志

宋故儒人林氏(揚 彦通
妻)墓 志

先娩儒人唐氏(陳鉛妻)
壌記

宋故府君胡公(嫡 蟹)
儒人黄氏堰志

趙汝這堰志*

趙彦煕墳志*

宋故国太恭人陶氏(趙
彦煕妻)墓 志

有宋夫人楊氏(趙 汝愈
妻)墓 志銘

嘉定6/1213

嘉定6/1213

嘉 定 以 降

庚 寅

嘉定8/1215

嘉 定10/1217

嘉定10/1217

嘉定13/1220

端 平 元/1234

嘉 定14/1221

嘉 定11/1218

宝 慶2/1226

紹 定3/1230?

宝 慶4/1228?

端 平 元/1234

淳 祐12/1252

?

三代不仕

な し

不明

不明

祖 父以前 不仕

父:進 ±,県 尉

父:進 ±(淳 煕

14),奉 議郎

奉議郎

な し

な し

祖 父:武 経 郎

父.成 忠郎,弔 閑

祖父:武 経郎

父:修 撰少卿

三代不仕

不仕

なし(無成)

泰州助教

不明

監衡岳(恩)

待補国学

待補国学

処士

文中に夫は進士

辟駐泊

なし

辟幕府

なし

宗室

宗室

宗室

宗室

業 進 士,待

補 国学

儒

明

明

し

し

し

し

し

し

儒

し

し

業

不

不

な

な

な

な

な

な

業

な

な

なし

泰州助教

不明

な し

祖 父:秘 書 奉

議

祖父:校 書郎

な し

処士

不明

な し

祖 父:朝 散 郎

父.中 大夫

従政の孫

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

550

384

ρ0

4

3

3

3

り
乙

234

2

0

Q
)

ρ
∪

-⊥

り
乙

0

0

0

1

反
」

2

Q
)

4

8

∩
」

に
」

4

657

8

0

0

3

4

3

子

党母

子

子

子

子

子

婿?

子

子

子

子

子

26p,集 録15p

28p,纂 額 には進 士 だ が,本

文では 「無成」,19宏甫 の子,

集録17P

29p,下 半 残,娘 は35で β4

鹿　の妻,集 録18p

30p,断 片,集 録19p

31p,集 録20p,婿 に応称

33p,進 ±(纂 額),集 録22p

34p,こ ちらには進 ±の表 現

な し,集 録23p

36p

37p

38p,集 録24p

40p,集 録26p

41p,集 録27p

43p

45p,集 録35p拓 影

47p,集 録35p

48p,集 録35p拓 影

49p,ド 戯 右 面 欠

I

QO
O
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4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

49

50

宋故浦城大夫鹿公

(　 )之墓

宋応氏(鹿 　妻応次
昭)墓

宋故臨海鹿府君(祖烈)
墳記

李灼然墓志*

宋故儒人何氏(余塔妻)
墳志

宋故秘閣玉局宗卿董公

(亨復)壌 志

宋故周(希 祖)任 儒人
墳志

陳文広堰志*

宋故儒人呉氏(謝 変久
妻)墳 記

鱗母安人藥氏(謝 変進
生母)墓 志

謝渠伯重葬墓志*

宋故儒人膠氏(章穂妻)
壌志

宋肖岩居士先府君(揚
輝)墳 志

有宋夫人何氏(張皓妻)
堰志

口尚綱妻李氏墳志*

先君宮庶戸部侍郎贈通
u大 夫憾堂鄭公(雄飛)
歳月記

宋故先君黄公(之 奇)
墳記

嘉 煕 元/1237

嘉 煕 元/1237

淳 祐9/1249

淳 祐4/1244

淳 祐5/1245

淳 祐6/1246

淳 祐7/1247

淳 祐11/1251

宝 祐2/1254?

宝 祐3/1255?

庚 辰(1280?)

宝 祐2/1254

宝 祐2/1254

宝 祐4/1256

景 定4/1263

景定5/1264

威淳5/1269

祖 父:朝 奉 郎

父:朝 散 郎

祖 父:朝 散郎
父:奉議郎

不明

なし

贈官

祖 父:迫 功 郎
父:な し

不明

不明

不明

不明

不明

なし

不明

不明

祖 父:贈 官
父:承務郎

曽祖父:承 信郎
祖,父不仕

奉議郎浦城知県

な し(不 中)

進 ±(慶 元2/1196)

従 事郎

な し

進 ±(嘉 定7/1214)

朝奉 大夫

処士(纂 額)

な し(辞 恩)

不明

保康節度 使

不明

不明

不仕

な し

不明

進 士(端 平2/1238)

通議大夫

な し

な し

なし

死亡

なし(幼)

将仕郎

なし

なし

不明

保義郎

不明

承 信 郎,習
進士業

進 ±,承 節
郎諸蟹県尉

なし

不明

国 子 進 ±,
将仕郎

なし

なし

泰州助教

不明

祖 父 は 仙 居

尉?

なし

なし

なし

上舎

不明

不明

三代不仕

なし

不明

朝散 大 夫(李
庚)の 孫

なし

成忠郎の孫

*

*

*

*

*

*

*

*

*

子

子

子

弟

夫

子

子

子

夫

子

撚

子

子

夫

子

㎜

説

郡

㎜

㎜

㎜

働

翻

醜

脚

麗

脚

鰯

㎜

2220

475

子

子

51p,106鹿 昌 運 の 子,集 録

7P拓 影

52p,19応 氏 の娘,集 録8p

54p,34鹿 　 の 子,妻 は 「進 ± 」

の女,集 録10p

55P,断 片

56p,集 録38p

57p

59p,集 録39p

61p,集 録41p

62p,理 宗 謝 皇 后 の 一 族,集

録42p

63p,理 宗 謝 皇 后 の 一 族,集

録43P

64p,断 片,理 宗 謝 皇 后 の 一

族,集 録44p

65p,填 諺 契 僅 趙 崇 儂,集 録

45p

67p,集 録49p

69p,孫 女 適 宗 学 進 士 趙 必 庚

70p,志 石 多 塊,下 欠,集 録

53p

71P,紹 興 知 府,戸 部 侍 郎,集

録54P

75p,51処 恭 の 父

1

①
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51
故先君黄公(処 恭)堰
志

至 元28/1291,

威淳8/1272卒
不仕 な し な し な し 580 子 77p,50之 奇の子

52
口董氏(李 舜瑛妻)墓
志

威淳7/1271 不明 な し 不明 不明 323 夫 79p,集 録60P

53
宋故府君章公(飛 卿)
壊志

威淳8/1272 三代不仕 進士,不 明 な し 欠落 * 子 80p,下 戯断失,集 録61p

54
口口[]□ 国□杜公(文

甫)堰 志
至 元29/1292? 父:廻 功郎? 進士?,奉 議郎? な し 不明 子 81P残1/3,集 録62P

101
宋湖北転運副使陳公

(達善)墓 誌銘
淳 煕14/1187

祖 父:待 制 陳 公

輔,父:廼 功郎
朝奉大夫

修 職 郎,将

仕郎
欠落 * 1960 台州金石録7,臨 海

102 周夫人墓誌銘 慶元5/1199 不明 文林郎 進± 廼功郎 * 900
台 州 金 石録7,両 漸 金 石 志

10,臨 海,謝 深甫撰

103 金部郎鹿何墓誌銘* 淳 煕11/1184 三代不仕
進十(紹 興30/1160)

朝奉 郎
従政郎 知宝応県 * ii・

台 州 金 石録8,両 漸 金 石 志

10,34鹿 　の祖父

104 呂某残志* 台州金石録8,臨 海

105
宋廻功郎鄭公(余 慶)
墓誌銘

開禧元/1206 三代不仕 麺功郎(改元恩) 承信郎 な し 805 台州金石録8,太 平

106
宋朝散郎知連州鹿公

(昌運)墓 誌銘
嘉 定8/1215 父:朝 奉郎 朝散郎 な し * 1344 台 州 金 石録9,両 漸 金 石 志

11,34鹿 　の父

107
宋故紹興府学教授通
直林君({乃)墓誌銘

紹定元/1228 三代不仕
通 直郎,進 ±(嘉 定

4/1211)
な し な し 1148 台 州 金 石 録9,仙 居,109林

憲の子

108 朝a大 夫張栄残墓誌* 台州金石録9,臨 海,残 片

109 宋故処十林君(応)墓
銘

嘉定6/1213 三代不仕 処± 会稽郡文学 な し 1353 台 州 金 石 録9,仙 居,107林

イ乃の父

110 宋故安人戴氏(楊 嗣参
妻)堰 誌

端平元/1234 な し
朝奉郎,通 判潭州,

進±(嘉 定元/1208)
な し 処士 336 夫

台州 金石録9,臨 海,女 適謝

変倹 ・謝変容

111
宋永州通判王公朝奉
(淫)墓 誌銘

嘉煕3/1239

祖 父:進 十(紹

興8)資 政 殿 大

学 ±,父:朝 議
朝奉郎(恩) 文林郎 な し 1890

台 州 金 石 録9,両 漸 金 石 志
11,臨 海,3之 望 の孫,舩 の

子
大夫直秘閣

112 宋方府君(益)壌 誌 景 定2/1261 処± な し な し な し 558 族孫 台州金石録11,臨 海

113 宋上藥書院堂賓王君
(復)墓 誌銘

威淳6/1270
祖:廼 功 郎,父:

欠落

上舎廻功 郎,書 院
堂賓

武科承節郎 不明 900 台州金石録11,臨 海

114 洪口口壌誌残石* 台州金石録11,不 明,残 石

1
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/
/

が

一
五
、
墳
記

(墳
志
)
が

一
七
と
、
む
し
ろ
墳
記
の
方
が
多
く
、

ま
た
時
代
が
下
が
る
ほ
ど
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
表
で
は
法
量
を
省

略
し
た
が
、
そ
の
形
は
縦
に
長
く
、
纂
額
や
横
題
な
ど
を
有
す
る
な

ど
、
「碑
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が

少
な
く
な
く
、
先
に
書
い
た
よ
う
な
墓
誌
の

一
般
的
な
形
態
と
は
異

な

っ
て

い
る
。
そ
の
旦
ハ体
的
な
姿
は
、
『台
州
墓
志
集
録
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
拓
影

(た
と
え
ば

34
鹿
原
心墳
志
)
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
文
中
に

「納
諸
墳
」
(24
、
33
ほ
か
)
、
「以
蔵
諸
幽
」

(30
、
46
ほ
か
)
の
よ
う
な
表
現
が
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
石
刻
は
墓

室
中
に
納

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
墓
誌
と
同

じ
…機
能
を
持

つ
も
の
で
あ
る
と
し
た
い
。
こ
の
種

の
石
刻
は
珍
し
い

も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
『
北
京
図
書
館
所
蔵
中
国
歴
代
石
刻

拓
本
匪
編
」

の
南
宋
時
代
の
巻
に
三
件
、
元
に
三
件
、
こ
の
種
の
も

の
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
墓

中
に
納

め
ら
れ
た
石
刻
の
総
称
と
し
て

「墓
誌
」
の
語
を
用
い
る
こ

と
と
す

る
。
な
お
、
蝋墓
誌
銘
」
と
し
な
い
の
は
、
[銘
」
を
有
し
な

い
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
僧
侶
に
と
っ
て

の
墓
誌

あ
る
い
は
墓
碑
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
「塔
銘
」
が
あ
る
が
、

『臨
海
墓

誌
集
録
』
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
対
象

と
し
て

い
な
い
。

次
項
の

「制
作
年
」
は
、
こ
の
種
の
も
の
で
は
、
生
没
年
を
採
録

す
る
の
が

一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
没

年
か
ら
埋
葬
年
あ
る
い
は
墓
誌
撰
述
の
年
と
の
問
に
は
か
な
り
の
時

間
が
経
過
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
と
く
に
夫
婦
墓
な
ど
の
場
合
、

追
葬
や
合
葬
な
ど
の
た
め
に
、
没
年
と
墓
誌

の
制
作
年
代
と
の
時
間

差
が
生
じ
や
す
い
。
筆
者
と
し
て
は
、
墓
誌

の
内
容
の
検
討
の
た
め

の
デ
ー
タ
と
し
て
は
制
作
年
の
方
が
適
切
と
考
え
る
た
め
、
こ
の
よ

う
に
し
た
。

以
下
に
は
、
本
稿
と
関
係
の
深
い
家
族
関
係
の
項
目
が
並
ぶ
。
「祖

父

・
父
舅
」
、
「本
人

・
夫
官
品
」
、
「
子

・
主
葬
者
」
、
[妻
父

・
祖
父
」

の
各
項
目
を
設
け
、
そ
れ
ら
の
人
物
が
在
官
の
場
合
は
、
墓
誌
中
の

記
事
か
ら
最
終
の
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
を
記
し
た
。た
だ
し
、
「恩
」

と
の
関
係
や
地
位
に
つ
い
て
の
検
討
を
主
と
し
た
い
た
め
、
官
品
を

　

優
先
し
た
。ま

た
、
墓
誌
の
表
記
を
尊
重
し
(例

0
会
稽
郡
文
学
は
、

1

紹
興
府
学
教
授
)、
他
の
文
献
で
在
官
の
事
実
や
別
の
地
位
が
確
認

で
き
る
場
合
も
こ
の
項
目
に
は
記
入
せ
ず
、
必
要
な
場
合
は

[参
照

事
項
」
の
項
に
記
入
し
た
。
各
項
目
の
、
「
な
し
」
は
名
あ
り
て
任

官

の
記
事
な
し
、
「不
明
」
は
名
前
な
し
を
示
し
、
ま
た
、
文
中
に

明
言
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
「潜
徳
」
、
[
隠
徳
」
な
ど
の
表
現
が

あ

っ
て
、
文
意
か
ら
官
途
に
つ
い
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
も

一61一



の
に
つ
い
て
も
、
「
不
仕
」
と
し
た
。
な
お
、
妻
に
つ
い
て
は
夫
を

主
体
と

し
て
記
入
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
父
、
祖
父
の
項
は
夫
の
そ

れ
で
あ
り
、
妻
自
身
の
父

・
祖
に
つ
い
て
は

「妻
父

・
祖
父
」
に
記

し
て
い
る
。
項
目
名
に
、
舅
や
夫
の
文
字
を
用
い
て
い
る
の
は
、
そ

の
ゆ
え

で
あ
る
。
ま
た
、
家
族
関
係

の
項
目
の
う
ち
、
「子
・主
葬
者
」

と
い
う
項
目
設
定
に
は
、
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な

く
、

一
般
的
に
は
故
人
の
男
子
が
葬
礼
、
埋
葬
を
主
催
し
、
墓
誌
の

作
成
に
も
か
か
わ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
男
子
が
な
い
場
合
、
妻
や
兄

弟
、
場
合
に
よ

っ
て
は
親
が
主
葬
す
る
こ
と
に
な
る
。
墓
誌
は
故
人

の
た
め

の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
葬
る
遺

族
の
た
め
に
書
か
れ
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
形
で
項

目
を
設
け
た
。
男
了
以
外
の
場
合
に
は
関
係
を
注
記
し
て
い
る
。

本
稿

で
は
、
墓
誌
の
主
人
公
や
そ
の
家
の
社
会
的
な
階
層
が
関
心

の
対
象

で
あ
る
た
め
、
上
記
の
よ
う
な
項
目
設
定
を
し
た
の
で
あ
る

が
、
と
く
に
科
挙
関
係
に
つ
い
て
は
、
墓
誌
に
関
連
す
る
表
現
が
あ

る
場
合

は
、
注
記
す
る
よ
う
に
し
た
。
[女
適
進
士
」
の
項
目
を
設

け
た
の
は
、
以
下
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
女
子
あ
る
い
は
女
孫
が

「進

士
」
に
嫁
し
た
こ
と
を
述
べ
る
墓
誌
が
、
臨
海
墓
誌
群
に
は
多
い
た

め
、
検
討
の
手
が
か
り
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

次
の

「字
数
」
と

噛志
者
」
の
二
項
目
も
、
臨
海
墓
誌
群
の
特
徴

と
か
か
わ
る
。
ま
ず
、
墓
誌
の
字
数
だ
が
、

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
典
拠
に
記
さ
れ
て
い
る
行
数
と
行
あ
た
り
の
字
数
を
掛
け
合
わ

せ
た
数
字
を
用

い
た
の
で
、
実
際
に
刻
さ
れ
て
い
る
文
字
数
は
そ

れ
よ
り
少
な
く
な
る
。
『臨
海
墓
誌
集
録
』

の
墓
誌
を

『台
州
金
石

録
』
の
も
の
と
比
較
し
た
場
合
、
ま
ず
目
に
付
く
の
は
、
文
字
数
の

少
な
さ
で
あ
る
。
そ
の

一
因
は
、
圃堰
志
」

の
類
が
多

い
こ
と
に
も

由
来
す
る
。
『台
州
金
石
録
」
で
も
、
目
だ

っ
て
字
数

の
少
な
い
の

は
、
「宋
故
安
人
戴
氏
墳
誌
」
(
10
、
三
三
六
字
)
と

「宋
方
府
君
堰

1

誌
」
(
12
、
五
五
八
字
)
で
、
い
ず
れ
も

一
堰
誌
L
で
あ
る
。
こ
れ

ー

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
「事
叢
力
弱
、
未
暇
求
銘
於
立
言
之
君
子
、

姑
志
歳
月
大
概
、
刻
石
納
諸
塙
」
(
16
)、
「
栄
祖

(
男
子
)
等
痛
念

潜
徳
未
得
当
世
乗
鴻
筆
者
為
之
状
、姑
叙
其
大
略
而
納
諸
幽
」
(17
)
、

と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「堰
志
」
の
類
は
し
か
る
べ

き
文
人
に

[墓
誌
」
を
依
頼
で
き
な
い
ま
ま
仮
に
墓
中
に
入
れ
る
石

刻
で
、
墓
誌
あ
る
い
は
墓
誌
銘
よ
り
は
簡
略
な
記
述
に
な

っ
て
い
る

と
い
う

一
応
の
説
明
が
可
能
で
は
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
墓
か
ら
墓
誌
が
併
出

し
て
い
る
例
は
皆
無
で

あ
る
か
ら

(22

・
23
の
陳
容
の
み
)、
第
三
者
、
そ
れ
も
可
能
な
ら

著
名
人
に
依
頼
す
る
こ
と
が
必
要
な
墓
誌
は
敬
遠
さ
れ
て
、
主
葬
者

自
身

で
書
い
た
り
、
近
縁
の
者
に
依
頼
す
れ
ば
済
む
、
7堰
志
」
の
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類
が
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
の
確
認

の
た
め
、

「作
志
」

の
項
を
設
け
、
被
葬
者
と
志
の
撰
者
と
の
関
係

を
記
し
た
。

一
見
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
近
親

者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
選
択
が
な
さ
れ
た
理
由
の

一
つ
と
し
て
は
、
故
人
や
遺

族
の
社
会
的
階
層
の
反
映
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

事
実
、
王
之
望

(3
、
参
知
政
事
資
政
殿
大
学
士
)
、
董
亨
復

(39
、

朝
奉
大
夫
直
秘
閣
玉
牒
局
宗
正
少
卿
)
、
鄭
雄
飛

(49
、
通
議
大
夫

戸
部
侍
郎
)
な
ど
の

一
部

の
者
を
除
く
と
、
『臨
海
墓
誌
集
録
」

の

被
葬
者

の
方
が
、
『台
州
金
石
録
』
に
比
べ
て
低
い
地
位
の
者
が
多

唾
。
も

っ
と
も
、
宗
室
の
趙
汝
這

(『諸
蕃
志
』
の
撰
者
『

朝
議
大

夫
で
没
)

の
よ
う
な
人
物

の
堰
誌
で
も
、
「崇
績

(男
子
)
等
忍
死

嚢
人
事
、
未
及
巧
銘
於
立
言
君
子
、
敢
叙
世
系
官
遷
歳
月
、
書
石
以

蔵
諸
幽
」

(30
)
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
表
現
は
、
「堤
志
」
に

お
け
る

[決
ま
り
文
句
」
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
側
面
も
考
え
ら
れ

る
。以

上
が
各
項
目
の
設
定
の
理
由
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
臨
海
墓
誌
群

の
特
色
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
ま
ず
、

南
宋
五
四
件
、
元
⊥ハ
件
の

「墓
誌
」
が
、
『臨
海
墓
誌
集
録
」
に
載

せ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
件
数
の
持
つ
意
味
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
宋
代
の
墓
誌
の
数
は
、唐
代
の
墓
誌
が
、

氣
賀
澤
保
規
編

『新
版
唐
代
墓
誌
所
在
総
合

目
録
』
(明
治
大
学
東

洋
史
資
料
叢
刊
三

二
〇
〇
四
)
に
お
い
て
、
六
八
二
八
件
が
著
録

さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
充
分
な
検
証
を
お
こ
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
こ
と
は
、
間
違

い
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
国
家
事
業
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

『新
中
国
出

土
墓
誌
』
を
見
て
も
、
北
朝
や
階
唐
の
も
の
に
比
し
て
、
宋
元
の
墓

　
　

　

誌
の
収
録
数
は
少
な
い
。そ
の
理
由
が
那
辺
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

唐
代
石
刻
研
究
者
か
ら
も
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
二
〇
〇
⊥ハ
年
八
月
に
開
か
れ
た
唐
代
史
研
究
会

・
宋
代
史
研

究
会
合
同
研
究
会
で
も
論
議
さ
れ
た
の
で
あ

る
が

(高
橋
継
男
氏
報

告
)
、
筆
者
に
は
、
墓
誌
や
そ
の
出
±
の
絶

対
数
が
唐
代
よ
り
減
少

し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

一
つ
の
理
由
と
し

て
は
中
国
の
文
物
関
係

者
の
関
心
が
宋
代
以
降
に
薄

い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
明
清
墓
誌

に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
開
さ
れ
て
い
る
数
字
が
格
段
に
伸
び
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
他
の
可
能
性
の
検
討
も
必
要

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
う
し
た
宋
元
墓
誌
を
め
ぐ
る
状
況

の
中
で
、

一
つ
の
県
に

つ
い
て
こ
れ
だ
け
の
数
の
墓
誌
が
録
文
さ
れ
た
形
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
の
は
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ
が
臨
海
県
出
土
墓
誌
群
の
史
料
的
意
義

の

一
つ
で
あ
り
、
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
理
由
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な

の

で
あ

る
。

三

系
譜
の
復
元

鹿
氏
を
中
心
に

表
を
手

が
か
り
に
臨
海
の
墓
誌
群
に
つ
い
て
も
う
少
し
丁
寧
に
見

て
み
よ
う
。
表
全
体
で
六
九
件

(う
ち

『臨
海
出
土
墓
誌
」
五
四
件
、

以
下
カ

ッ
コ
内
の
数
字
は
同
様
)
の
う
ち
に
は
、
宗
室
若
し
く
は
そ

の
妻
が

四
件

(
四
件
)
、
理
宗
謝
皇
后
の
外
戚
で
あ
る
謝
氏
関
係
が

四
件

(三
件
)、
破
損
し
て
内
容
が
読
み
取
り
に
く
い
も
の
五
件

(
三

件
)、
な
ど
が
あ
る
ほ
か
、
夫
婦
親
子
な
ど
同

一
家
族
の
墓
誌
の
出

±
が
少
な
く
な
い
の
で
、
整
理
す
る
と
、
三
九

(ご
二

)
の
家
族
の

墓
誌
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
家
族
が
姻
戚
関
係

で
つ
な
が

る
場
合
が
か
な
り
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
新
出
墓
誌
群
の
利

用
に
つ
い
て
の
旦
ハ体
的
な
検
討
の
例
と
し
て
、
鹿
氏
を
中
心
と
す
る

家
系
を
、
臨
海
墓
誌
群
を
主
た
る
材
料
と
し
て
復
元
作
業
を
お
こ
な

い
、
墓
誌

に
よ
る
官
僚
家
系

の
復
元
作
業
と
そ
の
限
界
、
そ
こ
か
ら

得
ら
れ

る
も
の
、
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

鹿
氏

と
そ
の
姻
族
の
応
氏
に
直
接
か
か
わ
る
墓
誌
は
、
次
の
八
件

で
あ
る

(世
代
順
に
な
ら
べ
た
)。

鹿
氏
関
係
墓
誌

金
部
郎
鹿
何
墓
誌
銘

(
03
)
1

　

朝
散
郎
知
連

州
鹿
公

(昌
運
)
墓
誌
銘

(
0
)
1

故
浦
城
大
夫
鹿
公

(　
)
之
墓

(
34
)

応
氏

(鹿
原
心妻
応
次
昭
)
墓

(
35
)

故
臨
海
鹿
府
君

(祖
烈
)
墳
記

(
36
)

姻
族
応
氏
関
係
墓
誌

牟
安
人

(応
宏
甫
継
妻
)
堰
志

応
次
昭
の
継
母

(19
)

故
進
士
応
公

(訥
)
壌
記

応
次
昭
の
兄

(18
)

故
監
岳
徐
公

(邦
用
)
墓
志

応
宏
甫

の
子
応
称
の
舅

(21
)

こ
れ
ら
を
材
料
に
作
成
し
た
の
が
、
系
図
1

「鹿
氏
系
図
」
で
あ

る
。
網
を
か
け
て
い
る
の
が
、
墓
誌
を
残
し
た
人
物
、
■
で
囲
ん
だ

の
が
官
途
に
つ
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
人
物
、
下
線
を
引

い
た
の

が
、
「
進
士
」
と
書
か
れ
た
人
物

(「
進
士
」

の
語
に
つ
い
て
は
、

七

一
頁
参
照
、
登
第
を
確
認
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
任
官
し
た
も
の

と
し
て
口
で
か
こ
ん
で
い
る
)
で
あ
る
。
女
子
は
○
で
表
記
し
、
夫

を
日
で
か
こ
ん
で
下
に
付
し
た
。
以
下
の
系
図
で
も
同
じ
方
式
を
用

い
る
。
ま
た
、
応
訥
の
堤
記

(
18
)
の
撰
者

で
あ
る
王
応
之
は
、
文

中
に

「母
党
」
と
あ
る
の
で
、
応
宏
甫
の
前
妻
で
応
訥
の
生
母
王
氏
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の

一
族
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
王
氏

一
族
お
よ
び
そ
の
姻
族
に
つ
い

て
は
、
さ
ら
に
多
く
の
史
料
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
鹿
氏
の
系

図
中
に
書

き
こ
む
こ
と
は
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
の
で
、
王
氏
を
中

心
と
し
て
系
図
2
を
作
成
し
、
別
掲
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
こ
で
用

い
た
墓
誌

は
次
の
と
お
り
。

朱
増
墳
志

(
14
)

王
琉
既
旦妻
萢
氏
壇
志

(
11
)

王
琉
継
室
張
氏
墳
志

(
12
)

有
宋
進
士
陳
君

(容
)
之
墓

(
22
)

陳
君
卿

(容
)
墓
志
銘

(23
)

王
象
祖
撰
、

校
書
郎
王
公
夷
仲

(衙
)
墓
誌
銘

(葉
適

・
水
心
先
生
文
集
巻

一
八
)

王

(衙
)
太
儒
人
唐
氏
墓
誌
銘

(葉
適

・
水
心
先
生
文
集
巻

二
二
)

大
田
先
生

(王
象
祖
)
墓
誌
銘

(呉
子
良

・
赤
城
集
巻

一
⊥ハ
)

ま
ず
、
鹿
氏
の
代
々
に
つ
い
て
通
観
す
る
と
、
鹿
何
が
生
ま
れ
た

の
が
、
建

炎
元
年

(
一
一
二
七
)、
ま
さ
に
南
宋
王
朝
と
時
を
同
じ

く
し
て

の
生
誕

で
あ
る
。
年
代
の
わ
か
る
最
後
が
、
鹿
祖
烈

の
葬

ら
れ
た
淳
祐
九
年

(
一
二
四
九
)
、
南
宋
が

滅
び
る
ま
で
三
〇
年
を

残
す
が
、
祖
烈
の
子
の
世
代
を
考
え
れ
ば
、

ほ
ぼ
南
宋

一
代
に
ま
た

が

っ
て
、
鹿
氏
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

墓
誌
を
残
す
人
物
と
し
て
は
、
鹿
何
が
紹
興

三
〇
年

(
=

⊥ハ
○
)

に
登
第
し
た
の
が
最
初

で
あ
る
が

(鹿
何

の
父
、
祖
父
に
つ
い
て

は
、
墓
誌
に
は
贈
官
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
)
、
彼
の
墓
誌
に
も
あ

る
よ
う
に
、
伯
父
の
鹿
汝
弼
、
鹿
汝
明
が
兄
弟
揃

っ
て
、
紹
興

一
二

　
　

　

年

(
=

四
二
)
に
登
第
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
臨
海
鹿
氏
の
官
僚

の
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
ろ
う
。
鹿
何
は
、金
部
郎
官
の
と
き
、

五
二
才
で
致
仕
し
、官
を
朝
奉
郎
直
秘
閣
に
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

子
の
昌
運
に
官
を
与
え
ら
れ
た
。
昌
運
の
墓
誌
に
は
欠
落
が
多
い
の

で
、
官
歴
を
完
全
に
は
追
え
な
い
が
、
父
の
致
仕
の
恩
で
任
ぜ
ら
れ

た
温
州
司
戸
参
軍
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
牧
民
官
を
中
心
に
官
歴
を

重
ね
、
朝
散
郎
知
連
州

(誌
名
に
拠
る
)
で
終
わ

っ
た
よ
う
だ
。

さ
て
、
次
の
鹿
原
心以
降
が
新
出
墓
誌
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き

る
世
代
で
あ
る
が
、
鹿
原
心は

「父
任
を
以
て
」
官
と
な
り
、
松
陽
県

尉
、
隆
興
府
、
紹
興
府
の
司
理
参
軍
を
経
て
、
浦
城
知
県

(建
寧
府
)
、

官
品
で
は
奉
議
郎
を
最
後
に
、
六
六
歳
で
死
ん
で
い
る
。
牧
民
官
を

歴
任
し
て
い
る
と
は
い
え
、
官
僚
と
し
て
は
お
世
辞
に
も
華
や
か
と

は
言
え
な
い
。
そ
し
て
、
原
心の
子
の
鹿
祖
烈

は
、
墓
誌
に

「為
文
務

一65一



鹿鐡(贈 官)

淵(贈 官)

i

(矢瞠 応県)匠1¥汝 為(貝甑)[圃[画(鹿 何 の伯 父,ともに糸召興12進 士)

応氏 一 圃(朝 奉郎直秘 閣、紹興30進 一D

(1127-1179)

)
___i

王応之 呉氏一團(朝 散郎、知副 【、恩)

(免解)

L_系 図2へ

のO
(1169-98)(1171-1236)`繕

祖烈=酪 一・新 女 ∪ い 一〕 ◎C∵ 祖徳(従 弟恕後)

(1200-46)「 囮][呉 厘][酪 似][翁 注][芝 莞]

○OC)公 復 公泰

[呉鉱][酪 禧][呉 思叡]

L_系 図2へ

応氏系図
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徐言

友環

國(紹 興21進士)

團
(1133-1209)一

牟妙真

張 氏=応 敏

胡氏=序

團(泰 州助教)

桐

○

似横嘲

○

尭倒

・

轄

僅信 口蒙

女

常
註

図

荘

系

称
一

=○

[
○ 惟学

[丁震]

G

「

-
-
氏王

倒
○

ヨ㎝　貯
一

若 ○ 訥=謝 氏

[何実](1168-98)一
幼学 正学 ○ ○

【院居簡1[謝 墓龍

系 図1鹿 氏 ・
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王安礼

居中

1

庭笏

瓢 一 圖 唐氏
(1107-67、 紹 興27進 十 、 秘 書 省 校 書 郎)(1137-1214)

[薩]似 之[亟]○[蜀

∴ 譲∴ ∴∴ マ.
(進十)

○ 抱孫 振孫 信孫 勉 励 勤 ○
[楊嗣孫][李 宗次]

関係系図

・i



王愈

朱景山

白師

圃
(忠州文学)

囲
(大理寺丞)

「」「
匪][亟]

(知松陽県)(知 通城県)

承祖

謙

棒 張守芝

1
叔父

朱 増=萢 氏

(1151-1203)(1155-1229)

萢 氏=王i琉=張 氏

(-1185)(1149-99)(-1232)

汝愛 ○ ○ ○ ○ ○

[黄似晦][応 常][何 容][張 良孫][林 秀葦]

(系図1応 宏甫の子)一 一
仲探 ○ ○ ○ ○ ○

[女兆衡][陳 月縣][[璽 劃][黄 止善][陳 君温]

(嘉煕2進 士)

1
呉思叡

(系図1鹿 祖烈女婿)

系図2王 応芝
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平
淡
、
尤

長
於
詩
賦
、
弗
肯
鍵
刻
、
由
是
与
時
寡
合
、
試
轍
不
中
、

略
無
悟
色
」
と
あ
る
か
ら
、科
挙
を
受
験
は
し
た
も
の
の
合
格
せ
ず
、

ま
た

「恩
」
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
な
か

っ
た
よ
う
で
、
淳
祐
六
年

(
一
二
五
八
)
に
五
〇
歳
で
死
ぬ
ま
で
官
途
に
つ
い
た
痕
跡
は
な
い
。

系
図
に
登

場
す
る
祖
烈
の
世
代
の
人
物
で
任
官

の
痕
跡
を
残
す

の

は
、
　
の
女
婿
の
銚
皆
が

「廻
功
郎
新
監
池
州
在
城
酒
税
務
」
の
肩

書
で
祖
烈

の
墓
誌
に
填
詮
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
次
の
世
代
に
な

る
と
、
も
は
や
名
が
祖
烈
の
墓
誌
に
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、
臨
海
鹿

　
り

　

氏
は
史
上

か
ら
姿
を
消
す
。

科
挙
の
合
格
者
の
出
現
に
よ
り
家
が
興

っ
て
も
、
以
後
の
世
代
に

継
続
し

て
い
か
な
け
れ
ば
、
[官
僚
の
家
」
は
維
持

で
き
な

い
。

一

代
二
代

は
、
[恩
」
に
よ
る
任
官
も
あ
り
う
る
が
、
そ
の
間
に
新
た

な
合
格
者
が
出
な
け
れ
ば
姿
を
消
し
て
い
く
。
「恩
」
や

[賞
」
と

科
挙
登
第
が
組
み
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
が
継
続
し
て
い

く
こ
と

に
つ
い
て
は
、
『成
都
氏
族
譜
」
を
材
料
と
し
て
、
筆
者
が

　
　

　

か
つ
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
科
挙
の
合
格
に
よ
る
家
の
興
隆
、

「
恩
」
に
よ
る
維
持
、
そ
れ
が
続
か
な
く
な

っ
て
無
官
の
家

へ
、
と

い
う
の
が
、
鹿
氏
を
中
心
と
し
た
系
図
で
見
出
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち

臨
海
出
±
墓
誌
群
の
多
く
で
見
出
し
う
る
、
過
程
で
あ
る
。
歴
代
登

科
や
歴
代
出
仕
の
家
が
対
象
で
あ
る

『成
都
氏
族
譜
」
の
場
合
と
異

な
り
、
臨
海
の
墓
誌
群
に
記
録
を
残
す
家
に
は
、
す
で
に
官
を
出
さ

な
く
な

っ
た
家
が
少
な
く
な
い
点
に
特
色
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
例
外

は
あ
る
。
例
え
ば
、
系
図
2
の
王
氏
の
う
ち

の
、
王
衙
-
王
応
之
1

王
象
祖
・王
斐
と
続
く
派
が
代
々
官
員
を
出
し
て
、王
斐
が
楼
鋪

(郵

県
の
人
)、

つ
い
で
黄
度

(新
昌
の
人
)
と

い
っ
た
著
名
人
の
女
子

を
妻
と
し
、
王
衙
と
そ
の
継
妻
唐
氏
の
墓
誌
が
南
宋
の
代
表
的
な
思

想
家
で
あ
る
葉
適

(温
州
の
人
)
に
よ

っ
て
書
か
れ
て
い
る
な
ど
、

臨
海
を
こ
え
た
人
的
な
拡
が
り
を
持

っ
て
い
る
こ
と
や
、
系
図
3
の

⊥
之
望
の
子
孫
達
も
高
官
を
連
続
し
て
出
し

て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
被
葬
者
と
そ

の
前
後
の
世
代
の
官
界

で
の
地
位
を
記
し
た
各
項
目
を
見
る
と
、
[
な
し
」
の
表
記
が
目
に

つ
く
こ
と
に
気
づ
く
。
『臨
海
墓
誌
集
録
匹
に

つ
い
て
見
て
み
る
と
、

宗
室
、
謝
氏
、
残
片
を
除
き
、
さ
ら
に
夫
婦
を

]
件
と
し
て
数
え
る

と
、
在
官

の
有
無
の
検
討
の
対
象
は
三
六
件
と
な
る
が
、
澗
な
し
」

以
外
の
不
明
の
場
合
や
処
十
な
ど
の
官
途
に

つ
か
な
か
っ
た
表
現
の

も
の
を
含
め
れ
ば
、任
官
が
確
認
で
き
な
い
も

の
は
二
二
件
と
な
り
、

そ
の
六
割
を
こ
え
る
。
何
ら
か
の
事
情
で
任
官
を
記
さ
な
い
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も

(妻
の
墓
誌
の
撰
者
が
夫
で
あ
る
場
合
な

ど
)、
か
な
り
の
割
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
人

の
前
後
四
代

(祖
父
、
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父
、
本
人
、
子
)
に
そ
の
範
囲
を
拡
げ

て
も
在
官
の
事
実
が
確
認
で

き
な
い
家
が

=
二
件
で
あ
り
、
四
割
に
近
い
。
こ
う
し
た
階
層
の
墓

誌
が
多

く
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
、
『
臨
海
墓
誌
集
録
』
の
、
あ
る
い

は
新
出
土
墓
誌
の
史
料
と
し
て
の
特
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う

し
た
無
官

の
人
々
や
、
恩
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
低
い
官
品
の
人
物
に

つ
い
て
の
記
述
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
科
挙

に
お
け
る
失
意
で
あ
る
。
墓
誌

の
表
現
を
引
用
す
れ
ば
、
「欲

以
文
墨
奮

、
励
志
読
書
、
試
於
郷
不
利
」

(10
謝
樺
)
、
[不
遂
志
於

場
屋
、
乃
以
命
自
処
、
母
復
為
進
取
計
、
於
是
守
田
園
以
安
分
、
蒔

花
木
以
賞

心
」
(
17
謝
開
)
な
ど
を
そ
の
例
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

子
や
孫
の
代
に

つ
い
て
の
記
述
に
も
、
「業
儒
」
、
[修
進
十

業
」
な
ど
と
あ

っ
て
、

い
ま
だ
科
挙
の
準
備
段
階
で
あ
り
、
官
途
に

就

い
て

い
な
い
者
が
多

い
。
も
ち
ろ
ん
、
父
や
祖
父
の
墓
誌
の
時
点

の
記
述

で
あ
る
か
ら
、
若
年
で
あ

っ
た
ゆ
え
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う

が
、
他

の
文
献
で
そ
の
名
を
確
認
で
き
る
者
は
皆
無
で
あ
り
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
官
を
得
な
い
ま
ま
で
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の

一
方
で
、
す
で
に
表
の
各
項
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
も
書
い

た
よ
う
に
、
女
児
が

「進
±
」
に
嫁
し
た
こ
と
を
言
う
事
例
の
多
い

こ
と
が
目
立
つ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
他
の
史
料

で
登
第

の
事
実
が
確
認
で
き
な
い
。

こ
う
し
た

「進
士
」
の
語
は
ど

の
よ
う
な
人
物
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
台
州
の
石
刻

に
見
え
る

「進
士
」
や

「女
適
進
士
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『台

州
金
石
録
』
が
、
巻
四

「寿
聖
禅
院
修
造
記
」
(宣
和
四
年
)
に
お

い
て
、
[或
当
時
功
令
業
進
士
者
、
皆
得
称
進
士
」
と
指
摘
し
て
い

る
ほ
か
、
『臨
海
墓
誌
集
録
」
に
附
録
さ
れ
た
、
丁
仮
氏
の

[践
陳

容
塘
志
及
墓
誌
銘
」
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の

『臨
海
墓
誌

集
録
」
所
収
の
石
刻
に
は
、
よ
り
多
く
の

噛
進
士
」、
あ
る
い
は

「女

適
進
⊥
」
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
次
の
よ

う
な
例
も
あ
る
。
ま
ず
、
鹿
原
心の
妻
応
次
昭
の
弟
、
応
訥
の
堰
記

(18
)
で
あ
る
が
、
纂
額
で
は

「宋
故
進
⊥
応
公
墳
記
」
と
な

っ
て

い
る
。
し
か
し
、
墓
誌

の
本
文
に
は
、
「君
率
諸
弟

一
意
読
書
、
季

弟
登
賢
関
、
君
以
筆
硯
久
無
成
、
意
恨
悩
不
自
得
、
因
逃
於
酒
」
と

あ
る
か
ら
、
彼
は
進
⊥
登
第
は
も
と
よ
り
、
郷
試
に
も
合
格
し
て
い

な
い
。
ま
さ
に
、
「業
進
士
」
の
語
が
あ
て
は
ま
る
人
物
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
「故
陶
処
±
墳
志
」
(
24
)
の
被
葬
者
陶
膜
は
、
誌
名
に

も
あ
る
よ
う
に
、
処
士
で
任
官
し
て
い
な
い
が
、
妻
の
包
氏
の
堤
志

(
25
)
に
は
、
[追
帰
先
君
進
士
陶
騨
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
も
、
同

様

の
例
と
言
え
よ
う
。
『台
州
金
石
録
』
の

「科
挙
の
準
備
中
の
者
」、

と
い
う
推
測
を
、
新
出
の
墓
誌
に
よ

っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
言
え
よ
う
。
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ま
た
、

「陳
容
墓
誌
銘
」

(23
)
に
、
「有
宋
嘉
泰
元
年
、
台
之
挙

進
士
者
遽
七
千
」
と
い
う

一
文
が
あ
る
。
殿
試
の
お
こ
な
わ
れ
た
の

が
嘉
泰

二
年

(
一
二
〇
二
)
で
、
こ
の
年

の
台
州
の
進
士
が
、
『嘉

定
赤
城
志
』
(巻
三
三
・人
物
門
・仕
進
)
に
よ
れ
ぼ
、
一
一
人
で
あ

っ

た
こ
と
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
数
か
ら
見
て
、
こ
こ
で
言
わ

れ
て
い
る

「進
士
」
も
ま
た
、
科
挙
の
最
終
合
格
者
に
与
え
ら
れ
る

進
士
で
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「挙
進
士
」
と

あ
る
か
ら
、
た
ん
な
る
受
験
勉
強
中
の
者
で
も
な
い
。
嘉
泰
元
年
が

殿
試
の
前
年
と
い
う
こ
と
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
郷
試
の
合
格
者
(郷

貢
進
士
)

の
数
字
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
で
あ
る
が
、
七
千
と
い

う
数
を
見

れ
ぼ
、
そ
れ
で
も
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
す

れ
ば
、
こ
の
場
合
は
受
験
者
数
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
翌
嘉
泰
二
年
の
進
士
登
第
者
数
の

二

名
か

ら
計
算

す
る
と
、
最
終
合
格
率
は
○
∴

六
%
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

宋
代
に
お
け
る
科
挙
の
受
験
者
数
と
合
格
者
数
の
比
率
に
つ
い
て
は

　ロ
　

史
料
が
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
貴
重
な
数
字
で
あ
ろ
う
。

鹿
氏

の
系
図
を
見
た
と
き
、
も
う

一
つ
目
が

い
く
の
は
婚
姻
関
係

に
よ
る
横

の
広
が
り
で
あ
る
。
系
図
1
に
お

い
て
は
、
鹿
氏
、
応
氏
、

徐
氏
三
氏

の
つ
な
が
り
を
示
し
た
が
、
そ
の
他
に
も
こ
の
系
図
に
見

え
る
人
物

で
、
鹿
昌
運
の
女
婿
呉
嬉
、
鹿
　
の
女
婿
呉
厘
、
鹿
祖
烈

の
女
婿
呉
鉱
は
、
火
、
±
、
金
と
続
く
か
ら
考
え
る
と
、
同
族
の
代
々

で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
両
氏
に
密
接
な
婚
姻
関
係
が
あ
っ
た
と
推

　セ
　

測
で
き
る
。

一
方
、
系
図
2
で
は
、
鹿
原
心
の
妻
応
次
昭
の
同
母
弟
応

訥
の
墳
記
の
撰
者
が
、
そ
の
母
と
同
族
の
王
応
之
で
あ
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
王
氏
に
繋
が
る
婚
姻
関
係
の
広
が
り
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
王
応
之
の
弟
の
似

之
の
娘
が
陳
容

(
22
)

(23
)
に
嫁
し
て
お
り
、
そ
の

一
方
で
、
応
之
の
子
象
祖
は
王
琉
か

ら
叔
父
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
琉
の
妻
張
氏
の
墓
誌
を
書

い
た
と
あ
る

(12
、
た
だ
し
王
象
祖
撰
の
墓
誌
は
現
存
し
な

い
)。
そ
の
王
琉
は
、

も
う

一
人
の
妻
の
萢
氏
を
通
し
て
朱
増

(14
)
に
も

つ
な
が
る
ほ
か
、

娘
の
嫁
ぎ
先
に
応
常
の
名
が
あ
り
、
応
訥
の
異
母
弟
で
あ
る
応
常
と

　ロ
　

同

一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
文
集
所
収
の
も
の
を
含
め
れ
ば
、

一
⊥ハ
の
墓

誌
が
何
ら
か
の
形
で
つ
な
が
り
、七
な
い
し
八
つ
の
家

(鹿
、
応
、王
、

陳
、
徐
、
萢
、
朱
、
[呉
]
)
が
直
接
間
接
に
婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
て

い
る
。
狭
い
地
域
の
中
の
士
人
階
層
で
あ
る
か
ら
、
相
互
に
婚
姻
関

係
が
濃
厚
に
結
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
思
議

で
は
な
い
が
、
宋
代
の

士
大
夫
官
僚
に
お
け
る
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
我

が
国
の
宋
代
史
研
究
の
歴
史
の
中
で
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、
県
レ
ベ

ル
の
地
域
社
会
に
お
け
る
婚
姻
関
係
を
こ
こ
ま
で
跡
付
け
る
こ
と
が
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で
き
た
例

は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
新
出
墓

誌
の
史
料
的
特
性
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
新
出
土
墓
誌
に
は
独
自
の
史
料
的
特
性
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
が
、
石
刻
史
料
の

一
般
的
な
特
性
と
し
て
、
筆
者
が

こ

れ
ま
で
か

ら
挙
げ
て
き
た

「同
時
間
性
」
が
、
こ
こ
で
お
こ
な

っ
て

き
た
よ
う
な
官
僚
の
家
の
検
討
の
材
料
と
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
史

料
的
限
界

と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
も
、触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
王
之
望
か
ら
は
じ
ま
る
王
氏

(前
述
の
王
氏
と

は
別
)
の
例
を
見
て
み
た
い
。
王
之
望
(
=

〇
ニ
ー

一
一
七
〇
)
は
、

紹
興
八
年

(
=

三
八
)
の
進
士
、
参
知
政
事
に
ま
で
な

っ
た
人
物

で
、
父
の
綱
が
元
符
年
間
の
進
士
で
あ
る
か
ら
、
北
宋
時
代
か
ら
の

官
僚
の
家

で
あ
る
が
、
之
望
は
ま
ず
父
の
恩
で
任
官
し
、
監
台
州
支

塩
倉
に
辟
さ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
台
州
に
定
居
し
た
と
い
う
。
台

州
の
王
氏
と
し
て
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
。
彼
の
子
孫
た
ち
の
系
譜

を
系
図
3
と
し
て
掲
げ
た
が
、
関
連
す
る
墓
誌
そ
の
他
の
史
料
は
次

の
と
お
り
。

王
之
望
墓
誌

(3
、
一
一
七

一
、
③
と
表
記
)

王
之
望
妾
[
墳
誌

(4
、
残
石
で
年
代
不
明
、
④
と
表
記
)

嘉
定
赤
城
志
巻
三
四

・
人
物
門
ゴ

　
ロ
　

一
・
僑

寓

(
一
二

二
三
、
S

と
表

記

)

永

州

通

判

王

栓

墓

誌

(
11
、

一
二

一二
九

、

T
と

表

記

)

1

王

鼎

臣

墓

誌

(
6
、
一
二
五

九

、
⑥

と
表

記
)

さ
て
、
王
氏
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
、
大
部
分
の
人
物
に
つ
い
て
、

時
期
を
異
に
す
る
複
数
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
系
図
3
で
は
そ

れ
ぞ
れ
の
人
物
の
箇
所
に
記
号
を
付
し
て
注
記
し
て
い
る
が
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
官
界
で
の

地
位
に
つ
い
て
の
情
報
は
異
な
る
。
い
ち
ば

ん
多
く
の
記
事
が
残
る

王
鉛
の
場
合
、
③
で
は

「未
仕
」
で
あ

っ
た

の
が
、
④
で
は
朝
奉
郎

と
し
て
墓
誌
を
撰
文
し
て
お
り
、
S
で
は
太
府
卿
四
川
総
領
を
経
て
、

　め
　

そ
の
時
点
で
は
祠
禄
の
官
に
就
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
す

で
に
故
人
と
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
T
で
、
{朝
議
大
夫
直
秘
閣
太

府
卿
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
、
彼
の
最
終
の
地
位

で
あ
ろ
う
。

も
し
こ
れ
ら
の
墓
誌
の
う
ち
③
や
④
し
か
現
存
し
な
け
れ
ば
、
我
々

は
こ
の
人
物

の
官
界
で
の
地
位
に
つ
い
て
大
き
な
誤
解
を
す
る
こ
と

に
な
る

(現
実
に
は
、
彼
の
晩
年
の
地
位
を
伝
え
る
史
料
の

一
つ
は

『嘉
定
赤
城
志
』
で
あ
る
か
ら
、
墓
誌
の
出
土
と
関
係
な
く
晩
年

の

状
況
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
)。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
や
は
り
『嘉

定
赤
城
志
』
に
王
之
望
の
子
と
し
て
名
の
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
知
房

州
の
鋪
が
③
で
は
右
従
事
郎
、
知
荊
門
軍
の
鉄
が
③
で
は
右
宣
義
郎
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遷

文

綱(元 符進士、朝散郎)

之望(紹 興8年 進士)一
鋪 鉄 鉾 欽

③右従事郎 ③右宣義郎 ③右承奉郎 ③右承務郎

S知房州S知 荊門軍 ⑥監楼店務

T朝奉大夫

鉱 ○=右 通直郎魏欽弼

③未仕

④朝奉郎

S太府卿四川総領、今奉祠

T朝 議大夫直秘閣太府卿

渥

S知房州

⑥戸部郎中

淫

④将仕郎

T永 州通判

亜夫 参知政事賀允中曾孫=鼎 臣

⑥朝奉大夫知徽州 ⑥不仕

鞭

T文 林郎、侯官丞

[典拠](年 代順)

王之 望墓誌(3、1171、 ③ と表記)

王之 望妾 ■堰誌(4、 残石 で年代不明 、④ と表記)

嘉定 赤城志(嘉 定16/1223)(Sと 表記)

永州通判王淫i墓誌(111、1239、 台州 金石録 巻9、Tと 表記)

王鼎 臣墓 誌(6、1259、 ⑥ と表記)

系図3王 之望系図
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で
あ
る

こ
と
に
も
あ
て
は
ま
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
別
に
取
り
立
て
て
言
う
必
要
も
な
い
当
た

り
前
の

こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
石
刻
史
料
の
持
つ
「同
時
間
性
」が
、

こ
こ
で
は
マ
イ
ナ
ス
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り

に

上
で
も

言
及
し
た
よ
う
に
、
私
は
か

つ
て

『成
都
氏
族
譜
』
と
い

う
史
料
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
臨
海
墓
誌
群

と
同
じ
南
宋
の
慶
元
年
間
に
編
ま
れ
た
こ
の
書
物
に
は
、

一
二
世
紀

を
中
心

に
、
成
都
の

「氏
族
」
が
四
五
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
進
士
を
輩
出
し

[氏
族
」

で
あ
る
家

の
存
在
と
、
そ
の
維

持
、
形

成
過
程
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
曲名
族
志
」
な
る
が

ゆ
え
の
限
界
も
あ
り
、
家
の
衰
亡
に
つ
い
て
の
事
例
研
究
と
し
て
は

不
十
分

で
あ

っ
た
。
今
回
取
り
あ
げ
た
臨
海
の
墓
誌
群
は
、
鹿
氏
の

例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
進
士
を
出
し
て
い
た
家
が
、
恩
な
ど
に
よ

る
出
仕

の
み
と
な
り
、
や
が
て
同
世
代
の
中
に
官
を
有
す
る
者
が
い

な
く
な

る

(個
々
の
構
成
員
は
登
第

へ
の
努
力
を
重
ね
て
い
る
の
だ

が
)、

こ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
を
旦
ハ体
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
、

家

の

「そ

の
後
」
を
追
跡
で
き
る
史
料
群
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
婚

姻
関
係
に
つ
い
て
も
豊
か
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
を
紹
介

し
た
。

こ
う
し
た
作
業
が
お
こ
な
え
た
背
景
に
は
、
『成
都
氏
族
譜
』
に

つ
い
て
取
り
あ
げ
て
か
ら
三
〇
年
の
時
間
の
経
過
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
本
人
を
主
題
と
す
る
史
料
は
当
然
と
し

て
、
そ
れ
以
外
の
文
献

中
に
散
見
す
る
記
事
を
収
集
す
る
こ
と
が
、
伝
記
、
系
譜
関
係
の
検

討
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
検
索
に
は
、
当
時
は
王
徳
毅
他

編

『宋
人
伝
記
資
料
索
引
』
し
か
ツ
ー
ル
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
対

し
、
本
稿
に
掲
載
し
た
系
図
は
基
本
的
に
墓
誌

(文
集
所
載
の
も
の

を
含
む
)
の
み
を
材
料
と
し
て
作
成
し
て
は

い
る
が
、
四
庫
全
書
や

四
部
叢
刊
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
宋
元
方
志
の
テ

キ
ス
ト
デ
ー
タ

(た
と
え
ば

『嘉
定
赤
城
志
」
)
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
の
存
在
が
、
墓
誌
中
に
登
場
す
る
人
物
の
確
認

　バ
　

に
役
立
っ
て
く
れ
、
隔
世
の
感
が
あ

っ
た
。
と
は
言
う
も
の
の
、
本

稿
で
は
、
墓
誌
と
い
う
材
料
に
つ
い
て
も
、
ま
た
各
種
の
ツ
ー
ル
に

つ
い
て
も
、
い
ま
だ
使
い
こ
な
せ
て
い
な
い
。
宋
元
石
刻
研
究
は
緒

に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
も
開
発
の
途
上
で
、

新
史
料

の
情
報
が
次
々
と
入
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
最
初
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
本
稿
は
現
段
階
で
ど
こ
ま
で
の
作
業
が
可
能
で
あ
る
か

の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
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本
稿
は
、
平
成

一
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
特
定
領
域

研
究

A

「東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝
統
文
化
の
形
成
」

A
Ol
1
02

「中
国
科
挙
制
度
か
ら
み
た
寧
波
士
人
社
会
の
形
成

と
展

開
」
(研
究
代
表
者
近
藤

一
成
氏
)
の
分
担
研
究
者
と
し

て
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
文
中
に
も
書
い
た
よ
う
に

岡
元
司
氏
よ
り
提
供
い
た
だ
い
た

『台
州
墓
誌
集
録
」
を
参
照

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
氏
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

(一

1註
)一

 

(2

)

二
〇
〇
⊥
ハ
年

の
も

の
と
し

て
、

一史
料

と
し

て
の
出

土
墓
誌

漸

江

省
臨
海

県
の
場
合
」
(第
⊥ハ
回
遼
金
西
夏
史
研
究
会
大
会

口
頭
発
表
)
、

「
『
臨
海
墓

誌
集
録
』
所
収
資
料
か
ら
見
た
新
出
宋

元
墓
誌

の
史
料
的

特

性
」

(
『
一
三
、
一
四
世

紀
東
ア
ジ

ア
史
料
通
信
』

六
)
、

「
石
刻

の

史

料
的
特
性

と
課
題

"
元
朝

の
題
名

の
場
合
」

(
二
〇
〇
六
年

宋
代

史
研
究
会

・
唐
代
史
研
究
会
合

同
夏
合
宿

口
頭
発
表

)
、
[
圃
石
刻
熱
」

か
ら

二
〇
年
」

(
『
ア
ジ

ア
遊
学
』
九

一
)
が

あ
る
。

『
臨
海
墓

誌
集
録
』
、
『
台
州
墓
志

集
録
』
と
も

に
、
録
文

は
簡

体
字

で
表
記
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
可
能

な
か
ぎ

り
常

用
漢
字
に
戻
し

て
引

用
す
る

こ
と
と
し
、

「干
」

と

「
於
」
は
確

認

の
す

べ
が
な

い

の
で
、

「於
」

で
表
記

し
た
。

ま
た
、
馴墓

誌
」
と

「
墓
志
」
は

一墓

(
3

)

(
4

)

(
5
)

(
6

)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

誌

」
に
統

一
し
た
。

『
台
州
金

石
録
』
所
収

の
墓
誌

の
う
ち
、

「鹿
何
墓
誌

銘
」

(
03
)

の

1

撰
者

で
あ
る
楼
鋪

に
は

『攻
塊
集
』
が
あ

る
が
、

こ
の
墓
誌

は
収
め

ら
れ
て

い
な

い
。

54
は
元
代
に
作
ら
れ
た
墓
誌

で
あ
る
が
、
対
象

は
宋
代

の
人
物

で
あ

る
。

3

の

[
王
之
望
墓
誌
」
に

つ
い
て
は
、
そ
の
誌
名
が

[宋
故
資
政
殿

大
学
士
左
太
中
大
夫
嚢
陽
開
国
伯
食

邑
八
百
戸
食
実
封

二
百

戸
致
仕

贈
左
宣
奉
大
夫
王
公
墓
志
」
と
あ
ま
り
に
長
い
の
で
、
略
称

し
た
。

『
台
州
金
石
録
』
で
無
官
の
も
の
は
、
一宋
府

君
墳
誌
」

(
12
)

と
、
「故

1

処
士
林
君
墓
銘
」

(
901
)
の
二

つ
し
か
な

い
。

『
新
中

国

出
土
墓

誌
』

の
集

録
数

で
見
る

と
、

陳

西

で
は
、

階
ま

で
が

三

二
、
唐
が

四
六

二
、
五
代

宋
金
が

二

一
、

元
が

一
五
、

明

が

一
九

三
、
清

以
降

が

一
七

三
、
河
南

で
は
、

階
以
前

一
四
、
唐

一
一
七
、
五
代
宋
金

四
七
、
元
六
、
明

二
九

八
、
清

以
降

一
八
四
と

な
る
。

『嘉
定

赤
城
志
』
巻

三
三

・
人
物
門

の
各
登
第
年

の
項

に
も

こ
の
三

人

の
名

前
が
あ

る
。

『嘉
定
赤

城
志
』

に
よ
れ
ば

、
鹿
汝
弼

は
■
部

架
閣
、
鹿
汝
明
は
金
渓
県
尉

で
終
わ

っ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
兄
弟

の
後
代

に

つ
い
て
は
史
料
が
な
く
不
明
。

『嘉

定
赤
城
志
』
巻

三
三

・
人
物
門

に
は
、
慶

元
五
年

の
特
科

に
鹿

開

(
原
注

臨
海
人
、
字

必
先
、
終
監
南
嶽
廟

)
、
紹
煕
元
年

の
武

科

に
鹿
嘉
孫
、
嘉
定

四
年

の
武
科

に
鹿
伯
虎

(原
注

臨
海
人
、
字

文
卿
、
嘉
孫
之
弟
)
と
、
臨
海
鹿
姓

の
人
物
が
見
え
る
が
、
系
譜
関
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係

は
確
認

で
き
な

い
。

(
10
)
「
『
成

都

氏
族

譜

』

小
考

」

(
『
東

洋
史

研

究
』

三
六

-

三

一
九
七
七
)

(
H
)
臨

海

一
県

の
数
と
し

て
、
七
千
は
や

は
り
多

い
の
で
は
な

い
か
と

い

う
疑
念

は
残
り
、
拓
影
が
掲
載
さ
れ

て
い
な

い
の
で
確
認
で
き
な

い

が

、
「
七
千
」

の
箇
所
が
、

■七
十
」

の
誤
読

で
あ
る
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。

[七
十

」

で
あ

れ
ば

、
郷
試
合
格

者
数

の
可
能
性
が
高

く

な

る
。
石
刻
史
料
を
有
効
に
活
用
す

る
た
め

に
は
拓

影
が
不
可
欠

で

あ

る
こ
と
が
、

こ
こ
で
も
わ
か

る
。
た
だ

し
、

丁
氏

も
引
く
よ
う
に

『嘉
定
赤

城
志
』
巻

一
三
版
籍
門

一
・
学

田
に
は

「
吾
州
多
士
地
也
、

試
於
有

司
者
幾
万
、
而
入
於
学
者
不
満
百
」

と
あ

る
か
ら
、
修
辞
を

考
慮
す

る
と
し
て
も
そ
う
ず
れ

て
も

い
な

い
の
か
も
し
れ
な

い
。

(
12
)
鹿
何

の
女

婿
口
括
も
、
名
前
に
木

の
付
く

こ
と
か
ら
、
呉
氏
の
も
う

一
代
前

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

(
13
)

さ
ら

に
、
陳

容

の
女

子
が
嫁
し
た
楊

嗣
孫
は
、
名

前
か
ら
考

え
て
、

　

[故
安

人
戴
氏

塙
誌

」

(
1
)

の
夫

の
楊
嗣
参

(嘉
定

元
年

進
十
)
と

1

同
族

で
あ

る
可
能
性
が
高

い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
楊

嗣
参

と
戴
氏
と

の
間

の
女

子
二
人
が
外
戚

の
謝
氏
に
嫁
し

て
お

り
、
婚
姻

関
係
は
さ

ら

に
拡
が

る
。

(
14
)

王
之
望

は
、

『
宋
史
』
巻

三
七

二
に
立

伝
さ
れ

て

い
る
が
、

こ

こ
で

は

子
孫

へ
の
言
及
が

あ
る

『
嘉
定
赤
城
志
』

巻
三

四

・
人
物

門
三

・

僑
寓

の
記
事

を
引

い
て
お
く
。

王
之
望

、
嚢

陽
人
、
字
購
叔
。
紹
興
八
年
中
第
、
隆

興
二
年
参
知

政
事
。
終
資
政

殿
大
学
士
。
論
敏
粛
。
紹
興
初
、
寓

臨
海
。
事
見

(
15
)

(
16
)

国
史

。
子
鋪
知

房
州
、
鉄
知
荊
門

軍
、
鉱
歴
太
府
卿

四
川
総
領
、

今
奉

祠
。
孫
溶

歴
金
部
郎
官
終
知
婆

州
。

四
川
在
任
中

の
王
鉱
は
、
あ
ま

り
評
判
が
良
く
な

か

っ
た
ら
し

い
。

劉
克
荘

『後
村
先
生
大
全
集
』
巻

八
三

・
玉
牒
初
草

・
嘉
定
十

二
年

四
月
辛
卯

に
は
、
「
帰
装
梱
載
舳
艦
蔽
江
」

し
、

[妊
険
貧
淋
」
と
糾

弾
さ
れ

た
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
。

『嘉
定
赤
城
志
』

で
、
一今
奉
祠
」

と
な

っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
せ
い
で
あ

ろ
う
。

多
く

の
官
僚
を
輩
出

し
た
名
門

で
あ

る
王
之
望

の
子
孫
達

に
つ
い
て

は
、
文
集
所
収

の
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
各
種

の
史
料
が
残
さ
れ

て

お
り
、
官
歴

や
婚
姻

関
係
の
確
認

に
有

用
で
あ

る
。
前
註

の
王
鉛

の

話

は
そ

の

一
端

で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
史
料

の
検
出
が
、

四
庫
全
書

を

は
じ
め
と
す

る
、
漢

籍
デ

ー
タ
ベ
ー

ス
の
出

現
に
よ

っ
て
効
率
化

し
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

王
氏

に

つ
い
て
そ
の

一
部
を
紹
介

し

て
お
く
。

宋
史
巻

一
九

四

・
兵
志

八

紹

煕
元
年
知
常
徳

府
王
鉄

言

(下
略
)

呉

郡
志
巻
七

・
提
点

刑
獄

王
溶

朝
奉

郎
新

福
建
提

刑
改
除
、
嘉
定
九
年

五
月
到
任
、
九

月
宮
観

威
淳
臨
安
志
巻

五
九

・
貢
賦

淳
祐
六
年

(
仁
和
県
)
令

王
亜
夫

(
下
略

)

徐
元
木
{
・
楳
埜

集
巻

六

・
応

詔
薦
士
状

宣
教
郎
新

知
臨
安

府
臨
安

県
王
亜
夫

、
生

長
名
門
、
多
識
往
行
、

才
学

器
識

卓
爾
不
凡

(
下
略

)
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