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【
要
約
】
　
前
漢
時
代
の
呉
氏
の
長
沙
王
国
は
当
時
に
お
い
て
極
め
て
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た
。
漢
の
高
祖
は
項
羽
を
破
っ
て
天
下
を
統
一
す
る
と
、
異
姓

　
の
諸
功
臣
に
広
大
な
領
土
を
与
え
て
王
に
封
じ
た
が
、
忽
ち
そ
れ
ら
を
取
潰
し
て
代
り
に
一
族
を
封
じ
て
王
と
し
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
独
り
長
沙
王
に

、
封
ぜ
ら
れ
た
呉
手
は
、
在
位
一
年
に
満
た
ず
し
て
死
ん
だ
後
、
子
か
ら
孫
へ
と
伝
え
、
曾
孫
の
靖
王
が
子
な
く
し
て
家
絶
え
る
ま
で
四
十
余
年
間
継
続
し

　
た
。
し
か
も
そ
の
間
、
側
近
者
の
列
侯
に
取
立
て
ら
れ
る
者
、
柱
国
一
人
、
相
二
人
、
将
一
人
、
王
の
庶
子
二
人
、
計
六
人
に
及
ん
で
い
る
。
最
近
発
掘

　
さ
れ
た
長
沙
漢
墓
の
副
葬
品
に
名
の
見
え
る
軟
玉
は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
r
呉
氏
の
長
沙
王
が
断
絶
す
る
と
そ
の
翌
々
年
、
景
帝
の
子
、
発
が
封
ぜ
ら
れ
て

　
長
沙
王
と
な
り
、
前
漢
末
ま
で
続
い
た
。
本
稿
は
別
に
独
特
な
主
張
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
以
上
の
事
実
を
整
理
し
て
二
つ
の
表
に
嘗
め
、
そ
の

　
説
明
と
し
て
前
文
及
び
注
を
添
加
し
た
。
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
六
巻
二
号
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年
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月
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一
、
九
七
二
年
四
月
、
、
中
国
に
お
け
る
長
沙
馬
王
羅
漢
墓
の
発
掘
は
、
内
外
各
地
に
異
常
な
興
奮
を
ま
き
お
こ
し
た
。
中
国
で
は
更
に
引
続
き

こ
れ
に
隣
接
す
る
墳
墓
の
発
掘
を
行
な
う
計
画
が
あ
る
由
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
墳
墓
に
対
す
る
実
地
の
調
査
に
比
し
て
、
む
し
ろ

文
献
的
研
究
の
方
が
反
っ
て
十
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
将
来
の
発
掘
に
も
備
え
て
、
史
記
、
漢
書
等
に
兇
え
る
関
係
記
事
を
整

理
し
て
、
こ
の
年
表
を
作
成
し
た
。

　
長
沙
王
初
代
の
呉
茜
は
そ
の
生
国
が
明
か
で
な
い
。
」
彼
の
事
蹟
は
秦
の
末
期
、
九
江
郡
に
属
す
る
番
陽
県
の
令
に
爆
ぜ
ら
れ
て
い
た
所
か
ら

始
ま
る
。
一
県
令
は
中
央
か
ら
の
任
命
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
恐
ら
く
そ
の
土
地
の
出
身
で
は
あ
る
ま
い
。
善
政
を
布
い
た
と
見
え
、
甚
だ
江
湖
問

の
民
心
を
得
て
、
番
君
と
称
せ
ら
れ
た
（
漢
書
三
四
）
。

　
秦
の
二
世
皇
帝
の
元
年
（
前
二
〇
九
年
）
、
天
下
が
秦
に
叛
き
、
殊
に
楚
人
項
梁
が
兵
を
挙
げ
た
。
呉
茜
も
大
勢
に
従
っ
て
自
立
す
る
の
で
あ
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る
が
、
此
際
に
彼
の
身
辺
に
は
特
別
な
二
条
件
が
作
用
し
た
。
そ
の
一
は
婚
人
と
の
結
合
で
あ
り
、
他
は
鯨
布
と
の
接
触
で
あ
る
。
越
人
は
南

方
海
岸
地
帯
に
広
く
分
布
し
た
民
族
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
閾
越
、
懸
章
な
ど
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
現
今
の
漸
江
、
福
建
省
を
中
心
に
散
居

し
、
春
秋
越
王
句
践
の
国
が
楚
に
亡
ぼ
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
子
孫
が
閲
越
王
、
東
海
王
な
ど
と
称
し
て
各
地
に
割
拠
し
て
い
た
。
秦
が
楚
を
滅

す
と
此
等
の
王
も
秦
に
帰
服
し
て
、
単
に
君
・
長
と
称
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。
今
や
天
下
が
秦
に
叛
い
た
の
を
機
会
に
、
元
の
閥
越
王

無
色
、
及
び
東
海
王
権
が
そ
の
部
族
を
率
い
て
番
君
呉
菟
に
帰
し
、
以
後
長
く
越
人
が
呉
茜
を
主
と
し
て
行
動
を
共
に
す
る
の
で
あ
る
（
史
記

巻
＝
四
）
。
何
故
に
国
王
た
ち
が
呉
織
に
頼
っ
た
か
と
言
え
ば
、
呉
茜
が
県
令
で
あ
っ
た
番
陽
は
即
ち
黒
闇
で
、
現
今
同
名
の
大
湖
水
が
あ
る

が
、
そ
の
東
岸
に
当
り
、
閥
越
す
な
わ
ち
今
の
福
建
、
東
海
す
な
わ
ち
今
の
漸
江
南
部
と
隣
接
し
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
等

が
呉
茜
に
帰
し
た
と
い
う
の
も
、
こ
と
に
よ
れ
ば
中
国
的
な
表
現
に
す
ぎ
な
い
で
、
事
実
は
呉
茜
の
方
か
ら
辞
を
低
く
し
て
援
助
を
仰
い
だ
の

か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

　
次
に
黙
拝
と
毒
婦
と
の
関
係
は
、
天
下
が
秦
に
叛
い
た
時
、
鯨
布
の
方
か
ら
進
ん
で
角
襟
に
帰
し
、
呉
は
そ
の
女
を
布
に
言
わ
せ
た
と
い
う
。

実
は
鯨
布
は
秦
の
時
代
は
揚
子
江
中
の
群
盗
で
あ
り
、
そ
の
衆
数
千
人
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
鯨
布
は
人
員
の
増
強
と
、
経
済
的
な
援
助

を
求
め
て
接
近
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
鯨
布
は
間
も
な
く
番
陽
を
去
っ
て
項
梁
に
従
い
、
項
梁
の
死
後
は
項
羽
に
従
っ
て
秦
軍
を
破
り
大

功
を
立
て
、
項
羽
か
ら
九
江
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
呉
茜
は
別
に
部
下
の
聖
心
な
る
老
に
命
じ
、
華
人
を
率
い
て
沸
公
認
邦
と
行
動
を
共
に
し
秦
を
破
っ
て
功
が
あ
っ
た
。
上
欄
自
身
も
項
羽
に

従
っ
て
関
に
入
っ
た
ら
し
い
が
、
こ
の
方
は
軍
功
の
見
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
部
下
の
聖
人
が
或
い
は
配
布
の
下
で
、

或
い
は
梅
錆
に
従
っ
て
活
躍
し
た
か
ら
、
そ
の
業
績
は
没
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
秦
が
滅
び
た
後
、
項
羽
か
ら
衡
山
王
に
封
ぜ
ら
れ
郷

（
湖
北
黄
岡
県
）
に
都
し
、
撒
布
と
並
ん
で
王
と
な
っ
た
。
、
梅
鋸
は
軍
功
に
よ
り
十
万
戸
に
封
ぜ
ら
れ
て
列
侯
と
な
る
、
と
「
漢
書
」
に
あ
る
の

は
お
か
し
い
。
十
万
戸
な
ら
ば
当
然
王
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
せ
い
ぜ
い
万
戸
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
に
呉
茜
に
と
っ
て
甚
だ
不
名
誉
な
事
件
が
起
っ
た
。
と
い
う
の
は
楚
の
義
帝
を
推
戴
し
て
実
権
を
握
っ
て
い
た
項
羽
は
や
が
て
義
帝
と
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不
和
と
な
り
、
無
爵
に
追
っ
て
都
を
長
沙
の
郡
県
に
移
さ
し
め
、
義
帝
が
己
む
な
く
揚
子
江
を
棚
っ
て
長
沙
に
赴
く
と
こ
ろ
を
、
衡
山
王
組
立

と
臨
霊
鑑
共
敷
と
に
命
じ
て
、
陰
に
こ
れ
を
江
中
に
撃
っ
て
殺
さ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
時
に
義
帝
元
年
十
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
漢
江
劉
邦

は
こ
の
十
月
以
後
を
漢
二
年
（
前
二
〇
五
）
と
数
え
る
。
そ
の
年
内
の
三
月
、
漢
は
義
帝
の
死
を
知
り
、
美
里
の
罪
を
責
め
て
兵
を
挙
げ
、
こ
こ

に
漢
楚
の
戦
争
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
争
覇
戦
に
際
し
て
、
九
玉
算
鯨
布
は
漢
に
属
し
た
の
で
、
恐
ら
く
そ
の
関
係
に
引
き
ず
ら
れ
た
と

覚
し
く
、
衡
山
王
呉
茜
も
漢
の
側
に
従
っ
た
。
戦
争
は
四
年
続
い
た
後
に
漢
の
勝
利
で
終
る
が
、
漢
の
五
年
（
前
二
〇
二
）
、
高
祖
劉
邦
は
こ
の

戦
争
に
大
功
の
あ
っ
た
鯨
布
を
優
遇
し
て
、
函
南
王
に
改
封
し
、
従
前
の
九
江
国
の
外
に
衡
山
国
を
与
え
て
そ
の
領
土
と
し
た
。
こ
れ
に
伴
っ

て
衡
山
王
呉
茜
は
改
め
て
長
沙
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
臨
画
（
長
沙
市
）
を
都
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
長
沙
国
の
領
域
に
つ
い
て
は
二
つ
の
異
っ
た
記
録
が
同
じ
「
漢
書
」
の
中
に
併
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
巻
十
四
諸
侯
王
表
序
に

よ
れ
ば
長
沙
国
は
南
の
か
た
九
鰻
、
す
な
わ
ち
早
舞
に
い
た
り
、
そ
の
南
方
の
独
立
国
南
越
と
接
し
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
長
沙
と
南
越
と
の
問
に
は
、
巻
二
八
地
理
志
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
桂
陽
郡
が
あ
っ
て
、
高
祖
の
置
く
所
で
あ
り
、
武
帝
の
時
に
至
っ

て
、
そ
の
一
部
を
割
い
て
零
陵
郡
を
置
い
た
。
補
注
に
よ
る
と
高
祖
二
年
に
豊
代
の
長
沙
郡
を
分
っ
て
露
華
郡
を
置
い
た
が
、
五
年
に
長
沙
国

を
立
て
る
と
、
桂
陽
郡
を
こ
れ
に
属
せ
し
め
た
、
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
お
か
し
い
。
高
祖
二
年
と
い
う
の
は
実
は
仁
王
で
あ
っ
た
事
象
が
楚
の

黒
羽
に
対
し
て
叛
旗
を
翻
し
た
年
で
、
漢
の
威
力
は
こ
ん
な
所
ま
で
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
後
述
す
る
如
く
、
長
沙
王
呉
越

の
子
骨
浅
が
恵
帝
の
元
年
に
桂
陽
郡
の
便
県
に
侯
と
し
て
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
に
は
既
に
桂
陽
郡
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
列
侯
の
領
土
は
諸
侯
王
の
国
で
な
く
、
漢
直
属
の
郡
内
に
お
い
て
給
せ
ら
れ
る
の
が
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
桂
陽
湖
は
そ
の
政

治
を
長
沙
王
に
委
任
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
不
思
議
な
の
は
、
高
祖
九
年
に
須
無
（
又
は
須
舞
）
な
る
者
が
陸
梁
侯
（
又
は
陸
量
侯
）
に
封
ぜ
ら
れ
、
自
ら
吏
令
長
を
置
く
こ
と
を

許
さ
れ
、
令
を
長
沙
王
に
受
け
し
め
た
（
漢
書
巻
十
六
）
こ
と
で
あ
る
。
陸
梁
は
五
玉
の
南
、
今
の
広
東
広
西
の
地
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
当
時

は
独
立
国
南
越
の
拠
る
所
で
あ
っ
た
。
故
に
こ
こ
に
言
う
陸
梁
侯
と
は
長
沙
国
と
南
越
と
の
中
間
地
帯
に
住
む
異
民
族
の
君
長
に
列
侯
の
待
遇
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を
与
え
て
そ
の
人
民
を
治
め
し
め
た
者
で
あ
ろ
う
。
こ
の
陸
梁
国
は
曾
孫
再
の
時
ま
で
存
続
し
、
皇
帝
の
元
鼎
五
年
（
前
＝
二
）
に
墨
金
に
坐

し
て
免
ぜ
ら
れ
た
が
奇
し
く
も
こ
の
年
は
武
帝
の
南
越
征
討
の
始
ま
っ
た
年
に
当
り
、
そ
の
翌
年
に
は
南
越
が
滅
亡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
陸

梁
は
相
当
広
い
土
地
で
、
恐
ち
ズ
そ
こ
が
南
越
征
討
の
道
筋
に
当
っ
て
い
た
の
で
網
羅
政
府
は
欝
実
を
設
け
て
こ
の
侯
国
を
取
潰
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

、
長
沙
王
と
は
い
わ
ゆ
る
諸
侯
王
の
爵
で
、
そ
の
領
国
は
郡
に
相
当
す
る
。
異
姓
の
諸
侯
王
は
高
祖
の
初
に
数
国
あ
っ
た
が
順
次
に
撤
廃
さ
れ
、

高
祖
十
一
年
（
前
…
九
五
）
に
灘
南
王
黙
布
が
殺
さ
れ
て
国
除
か
れ
て
後
は
、
長
沙
王
の
み
が
唯
一
の
例
外
と
し
て
残
り
、
こ
れ
が
文
庫
後
元
七

年
（
三
一
五
七
）
ま
で
存
続
し
た
。

　
諸
侯
王
の
国
の
官
僚
に
は
洋
画
、
内
野
、
中
尉
、
丞
相
な
ど
の
官
が
お
か
れ
た
。
太
絹
は
王
を
輔
佐
し
、
内
史
は
国
の
民
を
始
め
、
中
尉
は

三
身
を
掌
り
べ
、
丞
相
は
ま
た
単
に
相
と
称
し
、
衆
中
を
統
べ
た
。
丞
相
の
下
の
心
界
は
漢
の
中
央
政
府
と
王
女
同
じ
く
、
初
め
は
御
史
大
夫
、
・

廷
尉
、
「
少
府
↓
占
示
正
♪
博
士
な
ど
の
官
ま
で
置
か
れ
た
。
・
此
等
の
官
は
初
め
は
王
が
自
由
に
選
任
レ
た
が
、
景
帝
の
中
元
五
年
（
前
一
四
五
）
、

中
央
政
府
よ
り
任
命
す
る
こ
と
に
改
め
、
・
且
つ
大
い
に
里
数
を
裁
減
し
た
。
但
し
呉
氏
の
長
沙
王
国
の
存
在
は
物
上
が
欄
度
を
改
正
す
る
以
前
・

の
時
代
で
あ
っ
た
。
長
沙
王
国
の
初
期
に
は
里
国
な
る
宮
が
特
に
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
官
名
は
戦
国
の
楚
よ
り
引
き
嗣
い
だ
も
の

で
あ
り
、
ノ
そ
の
職
務
は
丞
相
と
同
一
で
あ
っ
た
老
思
わ
れ
る
。

　
長
沙
王
の
一
族
将
相
は
、
先
に
述
べ
た
梅
鍋
の
外
に
、
漢
皇
帝
か
ら
抜
擢
さ
れ
て
列
侯
に
取
立
て
ら
れ
た
者
が
六
人
に
及
ぶ
。
将
の
鄙
弱
、
、

柱
国
の
呉
羅
？
呉
填
め
庶
子
呉
浅
、
同
じ
く
庶
子
呉
陽
、
r
相
の
黎
朱
蒼
、
同
じ
く
相
の
（
姓
不
明
）
越
の
六
侯
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
単
に
功
を

賞
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
長
沙
国
は
南
に
独
立
国
た
る
南
越
に
接
し
、
軍
事
上
の
割
地
で
あ
る
た
め
に
長
沙
王
国
を
存
続

せ
し
め
て
圧
え
と
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
内
部
に
有
力
者
間
の
勢
力
争
い
が
起
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
権
力
者
が
現
わ
れ
そ
う
に
な
る
と
順
次
に

ζ
れ
を
外
部
へ
転
出
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
初
の
郡
上
は
将
軍
と
い
え
ば
最
も
実
力
者
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
次
の
柱
国
書
郵

は
恐
ら
く
一
族
で
あ
り
A
且
つ
柱
国
と
い
え
ば
丞
相
よ
り
も
重
い
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
呉
荷
の
庶
子
呉
浅
は
恐
ら
ズ
ニ
代
名
王
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臣
と
競
争
の
地
位
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
次
に
来
る
の
が
軟
侯
の
罵
言
蒼
で
恐
ら
く
柱
国
呉
罫
の
後
を
受
け
、
糧
と
し
て
三
盛
を
統
べ

て
い
た
者
で
あ
ろ
う
。
但
し
そ
の
漏
壷
七
百
戸
は
、
二
等
の
千
五
百
戸
、
着
工
の
二
千
戸
に
比
し
て
遙
か
に
少
い
。
呉
茜
の
庶
子
は
も
う
一
人
、

呉
陽
が
あ
り
封
戸
の
数
は
分
ら
な
い
。
黎
朱
蒼
の
後
を
受
け
て
相
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
某
姓
の
越
は
六
百
戸
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
列
侯
と
は
諸
侯
王
に
嗣
ぐ
爵
で
一
県
を
領
国
と
す
る
。
万
々
、
ま
た
通
侯
と
も
言
い
、
顔
師
古
の
漢
書
注
に
よ
れ
ば
、
そ
の
爵
位
が
上
は
天

子
に
通
ず
る
を
言
う
、
と
あ
る
。
こ
の
意
味
は
、
列
侯
は
一
面
に
封
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
県
の
薩
長
に
相
当
し
、
県
な
ら
ば
郡
太
守
に
属
す
べ
き

で
あ
る
が
、
列
侯
は
太
守
を
飛
び
こ
え
て
天
子
に
直
属
す
る
地
位
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
漢
代
の
県
に
は
そ
の
大
さ
に
従
っ
て
令
、
又
は
長
が
あ
っ
て
民
を
治
め
る
が
、
県
が
列
侯
の
封
国
と
な
っ
た
時
に
は
こ
れ
を
相
と
称
し
、
そ

の
外
、
家
丞
、
門
大
夫
、
庶
子
な
ど
の
官
が
あ
っ
た
。
家
事
は
列
侯
の
私
経
済
を
掌
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
列
侯
は
特
権
階
級
の
尤
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
封
建
制
度
の
建
前
か
ら
、
そ
の
名
分
に
従
っ
て
厳
重
な
束
縛
を
受
け
、
こ
れ
を
乱
す
こ

と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
　
「
漢
書
」
巻
一
六
斗
高
恵
二
丈
文
功
臣
表
な
ど
に
よ
る
と
、
彼
等
は
小
さ
な
罪
過
に
よ
っ
て
も
、
仮
借
な
く
制
裁
を

受
け
、
そ
の
国
を
奪
わ
れ
た
り
、
更
に
は
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
例
え
ば
武
原
侯
の
衛
不
害
は
景
帝
の
後
元
二
年
（
前
一
四
二
）
、

葬
む
る
こ
と
律
（
の
規
定
）
に
過
ぎ
た
る
の
故
を
以
て
国
を
奪
わ
れ
、
寧
侯
の
船
難
は
文
帝
の
鼻
元
三
年
（
前
一
六
一
）
、
国
の
界
を
出
で
た
る
に

坐
し
て
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
列
侯
に
は
葬
儀
に
も
限
度
が
定
め
ら
れ
て
過
度
な
奢
修
が
禁
ぜ
ら
れ
、
居
住
に
も
制
限
が

あ
っ
て
、
自
国
か
ら
長
安
に
朝
飯
に
赴
く
な
ど
公
用
以
外
の
越
界
旅
行
や
遊
猟
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
呉
氏
の
長
沙
国
が
廃
せ
ら
れ
た
翌
々
年
、
景
帝
の
二
年
に
皇
子
発
が
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
長
沙
国
が
再
現
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
性
質
は
、
彼

が
異
姓
、
こ
れ
は
同
姓
で
甚
し
く
異
っ
て
い
る
。
呉
氏
が
廃
せ
ら
れ
た
時
、
長
沙
国
は
長
沙
郡
と
な
り
、
こ
れ
に
属
し
た
鮮
紅
郡
は
中
央
直
轄

と
さ
れ
た
の
で
、
新
劉
氏
王
国
は
単
に
長
沙
郡
だ
け
を
国
と
し
て
与
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
発
の
母
は
出
身
の
賎
し
い
唐
事
と

い
う
者
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
後
十
余
年
を
経
て
長
沙
王
が
朝
翻
し
た
折
、
帝
の
前
で
称
寿
歌
舞
す
る
に
手
足
が
自
由
に
動
か
ず
、
そ
の

故
を
尋
ね
ら
れ
て
、
臣
が
国
小
さ
く
地
狭
く
七
て
回
旋
す
る
に
足
ら
ず
、
と
答
え
た
。
　
「
漢
書
」
巻
五
三
景
十
三
王
伝
に
も
当
時
の
長
沙
国
を
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卑
湿
の
貧
国
と
記
し
て
い
る
。
景
帝
が
選
ん
で
桂
陽
、
零
陵
、
武
陵
を
加
増
し
た
と
い
う
が
、
桂
陽
零
陵
二
郡
に
当
る
地
は
前
王
国
に
も
属
し

て
い
た
の
で
、
新
た
に
武
嫁
迎
が
加
え
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
長
沙
後
王
国
は
始
め
て
大
な
る
版
図
を
領
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
因
み
に
「
漢
書
」
地
理
志
に
載
す
る
と
こ
ろ
、
前
漢
末
の
戸
口
統
計
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
長
沙
国

　
桂
陽
郡

　
零
陵
郡

　
武
陵
郡

表
は
其
一
、

十
四
諸
侯
王
表
、

大
勢
に
関
係
な
く
何
れ
を
是
と
も
決
し
か
ね
る
も
の
な
の
で
深
く
立
入
ら
ず
に
お
い
た
。

て
言
え
ば
長
沙
王
で
あ
り
、
地
に
つ
い
て
言
え
ば
長
沙
国
で
あ
っ
て
、
長
沙
王
国
と
続
け
る
用
法
は
あ
ま
り
普
通
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
附
記

す
る
。

県
　
　
十
三
　
戸
　
　
四
三
、
四
七
〇
　
　
口
　
二
三
五
、
八
二
五

県
　
十
一
　
戸
　

二
八
、
一
一
九
　

口
　
一
五
六
、
四
八
八

県
　
　
　
十
　
戸
　
　
二
一
、
〇
九
二
　
　
口
　
＝
二
九
、
三
七
八

県
　
　
十
三
　
戸
　
　
三
四
、
一
七
七
　
　
口
　
一
八
五
、
七
五
八

長
沙
前
王
国
呉
氏
年
表
、
其
二
、
長
沙
後
王
国
算
氏
年
表
の
こ
表
に
分
ち
、
主
と
し
て
「
漢
書
」
巻
十
三
異
姓
諸
侯
王
表
、
巻

　
巻
十
六
高
塚
高
倉
文
功
臣
表
に
よ
り
、
文
宇
の
異
同
を
「
史
記
」
年
表
に
よ
っ
て
比
較
し
附
注
し
た
。
但
し
月
日
の
如
き
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
漢
代
に
お
け
る
正
式
の
称
呼
で
は
、
人
に
つ
い

6　（146）

其
一
長
沙
前
王
国
呉
氏
年
表

紀
元
前

二
〇
ニ

ニ
〇
一

一
九
八

漢

高
祖

九六五

長
沙
王
呉
氏

文
王
茜
　
元

成
王
臣
　
元

　
　
　
　
四

長
沙
関
係
列
侯

陸
量
侯
須
無

離
侯
鄙
早

耳
陵
侯
呉
郵

フロフロ兀

摘

要

二
月
封
ぜ
ら
れ
、
六
月
死
し
、
子
旧
臣
嗣
ぐ

記
し
て
列
侯
と
為
し
、
自
ら
糞
昏
睡
を
置
き
、
令
を
長
沙
王
に
受
け
し
む
－

四
月
戌
寅
、
長
沙
の
将
た
る
功
を
以
て
封
ぜ
ら
る
2

九
月
丙
子
、
長
沙
の
柱
国
た
る
を
以
て
千
五
百
戸
に
侯
た
り
3
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六一一四四四五五五六六七七七八八八八八九九九九
二〇二〇四五一七八二四〇六八一四五六七一三四七

　
　
　
十

二
帝
　
元

　
　
　
二

　
　
　
四

高
后
　
元

　
　
　
二

　
　
　
三

　
　
　
四

　
　
　
七

文
帝
　
二

　
　
　
四

　
　
　
十

　
　
一
六

　
　
後
二

　
　
後
六

　
　
後
七

景
帝
　
六

　
　
中
五

　
　
中
六

　
建
元
元

　
元
鼎
五

　
元
封
元

　
元
康
四

重
王
回

共
王
若

靖
王
産
田
元九三元六三二元七三元八五一

五
一
七

二
一

二
二

便
侯
呉
主

導
侯
黎
朱
蒼

義
陵
侯
呉
重

義
陵
侯
呉
陽

軟
孝
侯
黎
稀

醗
陵
悪
事

兀：兀　 兀兀兀兀

軟
侯
黎
十
二
　
元

洗
陵
頃
侯
呉
福
元

衡
平
呉
信
　
元

便
侯
呉
廣
志
　
元

爆
撃
哀
副
官
周
元

軟
侯
黎
扶
H
　
元

軟
画
聖
扶
　
ご
二

便
侯
呉
長
楽
　
元

長
君
王
挿
管
来
朝

九
月
癸
卯
封
、
父
長
沙
掻
首
の
功
を
以
て
二
千
戸
に
侯
た
り
4

四
月
庚
子
、
黎
朱
蒼
長
沙
の
相
た
る
を
以
て
七
百
戸
に
侯
と
す
．
。

父
郭
を
嗣
ぐ
6

七
月
丙
申
封
、
父
長
沙
菅
掻
の
功
を
以
て
侯
た
り
7

父
回
を
嗣
ぐ
8

長
沙
王
若
来
朝

（
扁
螺
）
越
、
長
沙
の
相
た
る
を
以
て
六
百
戸
に
侯
た
り
9

義
君
侯
呉
重
死
し
て
後
亡
し
、
国
除
か
る

醗
陵
導
燈
、
罪
あ
り
免
ぜ
ら
る

長
沙
単
産
来
朝

父
稀
を
嗣
ぐ
、
在
位
二
十
四
年
と
あ
り

長
沙
中
産
来
朝

長
沙
王
産
来
朝
、
死
し
て
子
な
く
国
除
か
る

漢
書
百
宮
表
に
軟
魁
首
利
、
奉
常
と
な
る
と
あ
り
。
巫
山
侯
死
し
て
後
亡
し

漢
書
百
官
表
に
、
奉
常
呉
利
、
更
め
て
太
常
と
な
る
と
あ
り

便
主
恩
千
秋
、
酎
金
に
坐
し
て
免
ぜ
ら
る

軟
侯
黎
扶
、
東
海
太
守
と
な
り
擾
に
卒
を
発
し
当
斬
、
赦
に
会
い
免
ぜ
ら
る

呉
浅
の
玄
孫
長
楽
、
詔
し
て
家
を
復
す
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其
二
長
沙
後
王
国
劉
氏
年
表

紀
　
元

前
一
五
五

　
一
四
二

　
一
二
八

　
一
一
一
七

　
一
〇
〇

　
　
八
三

　
　
七
三

　
　
四
九

　
　
四
八

　
　
四
六

　
　
四
二

紀
元
　
七

　
　
　
八

　
　
　
九

漢
　
年
　
号

景
帝
　
　
前
二

　
　
　
　
後
二

武
耳
元
朔
　
元

　
　
　
　
　
二

　
　
天
漢

昭
帝
始
元

宜
帝
本
経

　
　
黄
龍

元
帝
初
元

　
　
永
光

王
葬
居
摂

　
　
初
始

元：：ニニ三元元元四元

始
建
圏
元

長
藩
王
劉
氏

定
王
発

戴
王
庸
毘

元八四元

頃
王
鮒
鯛
1
3
元

刺
王
建
徳
　
元

蜴
王
旦

孝
王
宗

謬
王
魯
人

王
劉
舜

＿フロ兀兀＿兀

摘

要

主
意
の
子
、
母
は
唐
姫
、
こ
の
年
三
月
賦
寅
立
つ

来
朝
、
詔
し
て
武
陵
、
零
陵
、
桂
陽
の
三
郡
を
増
す

定
驚
喜
死
す
、
相
伝
う
、
墓
長
沙
東
門
外
に
あ
り
、
母
唐
姫
の
墓
と
各
高
十
三
丈
、
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
去
る
三
丈

宣
帝
即
位
改
元
、
宣
帝
の
時
、
建
徳
遊
猟
し
民
家
を
焼
き
人
を
殺
し
、
ま
た
護
聴
す
る

旦
死
し
て
後
な
く
国
絶
つ
こ
と
歳
余

建
徳
の
子
宗
を
以
て
紹
封
1
4

王
臣
帝
位
を
誓
い
、

長
沙
公
を
廃
す

長
沙
王
を
聾
し
て
公
と
な
す

「
に
坐
し
八
二
を
削
ら
る

（14S）8

註
①
　
須
無
を
史
記
に
須
母
に
作
る
。
原
文
に
以
為
列
諸
侯
と
あ
る
諸
の
宇
は
術
。

　
②
　
離
な
る
地
名
は
所
在
不
明
。
原
文
に
以
長
沙
将
兵
侯
と
あ
る
兵
は
功
の

　
　
誤
で
あ
ろ
う
。

　
③
呉
郵
は
史
記
に
呉
程
に
作
る
。
義
陵
は
武
陵
郡
に
属
す
。

　
④
便
は
桂
等
身
に
属
す
。

　
⑤
黎
朱
蒼
の
名
は
史
記
に
利
倉
に
作
る
。
軟
は
江
夏
郡
に
属
し
現
今
湖
北

　
　
省
増
水
県
に
比
定
さ
れ
る
。
哀
楽
回
の
名
は
ま
た
固
に
作
る
。

　
⑥
呉
重
は
史
記
に
呉
種
に
作
る
。
⑦
涜
陵
は
武
陵
郡
に
属
す
。

　
⑧
　
共
王
若
の
名
を
景
十
三
王
伝
に
は
右
に
作
る
。

⑨
醗
陵
は
漢
書
地
理
志
に
そ
の
名
な
く
、
続
漢
書
郡
国
警
に
見
え
、
長

　
沙
郡
に
属
す
と
あ
り
。

⑩
三
王
産
の
名
を
景
十
三
王
伝
に
差
に
作
る
。
史
記
巻
十
七
漢
興
以
来

　
諸
侯
年
表
に
は
著
に
作
る
。

⑪
　
黎
扶
の
名
を
史
記
に
秩
に
作
る
。
⑫
　
戴
王
は
史
記
に
康
王
に
作
る
。

（
⑯
　
鮒
駒
の
名
は
景
十
三
王
乳
に
よ
る
。

⑭
初
元
三
年
は
年
表
に
四
年
と
あ
り
、
補
注
の
説
に
従
っ
て
改
め
た
。

（
京
都
大
学
名
誉
教
授



The　Chronological

長沙Kingdorn

Table　of　the　Ch’ang　Sha

in　the　Han漢Period

by

1．　Miyazal〈i

　　The　Wu’s呉Ciz’伽g　Sha長沙kingdom　in　the　former　Han前漢per量od

was　very　particular　one　in　the　contemporary　days．　Kao－tsM高祖of　the

Han漢，　after　defeating　Hsiang－ydi毒頁羽and　unifying　the　whole　country，

gave　the　enormous　fiefs　to　several　lords　of　different　families　who　had

contributed　to　his　success，　and　appointed　them　to　1〈ings．　But，　immedi－

ately，　he　seized　their　fiefs　back　and　substituted　kis　family　for　them．

　　Among　them，　Wujui　FLKiijtr　who　had　been　appointed　to　the　1〈ing　of

Ch’ang－Sha長沙died　in　the　very　fi1”st　year　of　h呈s　reign．　But　his　king－

ship　．a！one　was　succeeded　from　his　son　to　his　grandson，　to　King　Ching

請，his　great－9rand　son，　who　had　no　son鍛d　with　whose　death　Uf％fs呉

klngdom　perished．　Moreover，　ln　the　interval，　among　the　close　vassa！s　of

this　kingdom，　a　grand　vizier，　two　ministers，　a　genera！　and　two　bastard

princes　were　promoted　to　feudal　lords．　Tai－hou　9X侯，　whose　name　is　found

in　the　bur量ed　treasurers　in．the　Ch’ang・Sha長沙Tomb　in、　the　Han漢

period　which　was　dug　lately，　was　one　of　them．

　　The　next　year　of　the　rUin　of　the珊％’s呉Ch’ang－sha長沙kingdom，

命獲，son　of　Ching－ti景帝was　apPointed　to　the　king　of　Ch’ang－Sha長沙，

and　his　kingship　was　succeeded　to　the　end　of　the　former　Han前漢．

　　In　this　article，　apart　from　presenting　certain　particular　insistences，　I

would　like　’to　arrange　the　above　facts　into　two　tables　with　preliminaries

and　notes　for　the　explanation．

A　Feudal　Lord　and　Peasants　in　Arakawa　Manor

荒川荘in　Kii紀伊Province

by

R．　Honda

　　The　late　Kamakura　era　and　the　following　two　centuries　are　generally

regarded　as　the　downfal！　stage　of　the　maRorial　system　in　Japan．　The
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