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古
代
の
支
那
で
は
新
し
い
皇
帝
が
即
位
す
る

と
、
か
な
ら
ず
泰
山
と
い
う
聖
な
る
山
に
登
り
、

「
封
禅
」
と
い
う
儀
式
を
し
ま
し
た
。
封
禅
と

い
う
の
は
、
新
し
く
即
位
し
た
皇
帝
は
正
統
な

皇
帝
で
あ
る
と
、
天
に
証
明
し
て
も
ら
う
儀
式

の
こ
と
で
す
。
自
分
は
怪
し
い
者
で
も
な
く
、

卑
し
い
出
の
者
で
も
な
い
。
貴
い
一
族
の
出
で

あ
り
、
貴
い
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
証
明
を
、

ま
ず
新
し
い
統
冶
者
は
必
要
と
し
た
の
で
す
。

神
と
も
仏
と
も
つ
か
ぬ
超
自
然
的
な
宇
宙
の
総

体
を
「
天
」
と
呼
び
、
そ
の
天
に
自
ら
の
権
威

と
正
統
性
を
証
明
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
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羽
村
臨
済
会

い

る

現
代
の
常
識
で
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
独
善
の

極
み
で
あ
り
、
何
の
価
値
も
な
い
と
一
蹴
さ
れ

て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
天
に
対
す
る

畏
れ
と
い
う
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
昔
の

王
朝
は
、
あ
る
意
味
ま
と
も
な
宗
教
国
家
で
あ

っ
た
と
も
言
え
ま
す
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、

昔
の
人
を
古
臭
い
と
笑
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

昨
年
ア
メ
リ
カ
に
「
ア
メ
リ
カ
フ
ァ
ー
ス
ト
」

を
掲
げ
る
大
統
領
が
誕
生
し
て
以
来
、
都
民
フ
ァ

ー
ス
ト
や
ら
何
々
フ
ァ
ー
ス
ト
が
流
行
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
自
分
の
利
益
(
自
利
)
が

一
番
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
残
念
乍
ら

他
の
利
益
を
計
る
(
利
他
)
と
い
う
仏
教
精
神

か
ら
は
、
最
も
遠
い
考
え
方
で
す
。

そ
の
延
長
線
上
に
、
数
々
の
ご
ま
か
し
を
す

る
大
企
業
、
ひ
き
も
切
ら
な
い
振
り
込
め
詐
欺

等
の
犯
罪
集
団
、
他
人
を
身
心
と
も
に
傷
つ
け

る
イ
ジ
メ
の
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
目
を
国
外

に
転
ず
れ
ば
、
自
利
行
は
世
界
を
掩
い
尽
く
し

て
い
ま
す
。

多
く
の
国
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
脅
威
か
ら

自
由
に
な
る
べ
く
生
み
出
さ
れ
た
政
教
分
離
を

国
是
と
し
、
公
的
な
空
間
か
ら
あ
ら
ゆ
る
宗
教

色
を
一
掃
し
、
そ
れ
が
近
代
国
家
で
あ
る
と
胸

を
張
っ
た
挙
げ
句
の
果
て
が
、
天
を
も
恐
れ
ぬ

人
聞
を
生
み
出
し
、
そ
の
人
聞
が
、
天
を
も
恐

れ
ぬ
所
業
を
為
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
現
代

-1 

の
状
況
で
し
ょ
う
。

昔
人
間
を
見
て
い
た
天
は
、
今
で
も
人
間
を

見
て
い
る
の
で
す
。
近
代
科
学
の
お
か
げ
で
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
感
じ
る
能
力
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
「
天
に
恥
ず
」
と
い
う
わ
が

国
伝
統
の
感
性
を
、
取
り
戻
し
た
い
も
の
で
す
。
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命
令
法
的
L
W
ー
す
山
港
内
L
O
L伊
・
世
帯
内
LOAF-UMVJ内
L
m
w
約・

白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
を

読
ん
で
み
る

そ
の
十

M
u
h
V足
取
内

L
W一

n，
以前向・
AW
拘
・
瀞
i

内
・
合
併
L
u
vー内
・
合
併
・

い
わ
ん
や
自
ら
回
向
(
え
こ
う
)
し
て

直
(
じ
き
)
に
自
性
を
謹
す
れ
ば

自
性
即
ち
無
性
に
て

す
で
に
戯
弘
一更
け
ろ
ん
)
を
は
な
れ
た
り

(
白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
よ
り
抜
粋
)

米
回
向
i
l
回
ら
し
、
、
向
か
わ
す
。
他
者
の
た

め
に
自
ら
善
行
を
行
う
こ
と
。
自
分
の
積
ん
だ

功
徳
を
自
分
の
手
柄
と
せ
ず
、
他
者
に
さ
し
あ

げ
る
こ
と
。
ま
た
、
僧
侶
が
葬
儀
や
年
忌
法
要

な
ど
の
読
経
の
後
、
読
み
上
げ
て
い
る
掲
文
も

お
焼
香
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々

の
お
心
や
、
詠
ん
だ
お
経
の
功
徳
を
供
養
の
対

象
者
に
お
供
え
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
意
訳
)

回
向
と
い
う
。

「日
頃
の
生
活
に
お
い
て
周
囲
に
き
を
と
ら
れ

ず
に、

し
っ
か
り
自
分
自
身
を
み
つ
め
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
確
固
た
る
自
分
と
い
う
も
の
は

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
」

回
向
と
は
、
あ
た
か
も
そ
の
人
が
発
す
る
光

が
周
囲
を
照
ら
す
よ
う
な
も
の
で
す
。
芸
能
人

な
ど
ス
ー
パ
ー
ス
タ
l
に
直
接
お
会
い
し
た
御

経
験
が
あ
る
方
な
ど
は
、
「
オ

l
ラ
が
出
て
い
た
」

と
よ
く
表
現
さ
れ
ま
す
ね
。
芸
能
人
に
限
ら
ず
、

友
人
や
先
輩
や
家
族
な
ど
、
自
分
を
照
ら
し
て

く
れ
る
存
在
、
自
分
に
元
気
を
下
さ
る
存
在
が
、

皆
さ
ま
の
周
り
に
い
て
く
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
者
の
才
能
や
可
能
性
を

認
め
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
必
要
以

上
に
他
者
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

肝
心
の
自
分
自
身
を
卑
下
し
て
し
ま
う
こ
と
に

繋
が
る
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
自
分
よ
り
デ
キ
ル
人
、
自
分
に
な
い
経
験
を

持
っ
て
い
る
人
と
接
し
て
い
る
と
、
つ
い
つ
い

自
分
の
未
熟
な
部
分
と
比
べ
て
し
ま
っ
て
、
逆

に
気
落
ち
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

こ
こ
で
白
隠
禅
師
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の

は
、
自
分
の
周
囲
ば
か
り
を
気
に
せ
ず
に
、
し

っ
か
り
と
自
分
自
身
の
こ
と
も
見
つ
め
て
、
自

分
の
持
っ
て
い
る
可
能
性
を
信
じ
て
み
ま
し
ょ

う
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
一
年
、
我
が
家
の
食
卓
に
カ
レ
ー
ラ
イ

ス
が
並
ぶ
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
う
ち
の
娘
た

ち
も
気
に
入
っ
て
食
べ
て
お
り
、
日
本
の
国
民

食
と
言
え
る
食
べ
物
で
す
。
給
食
の
カ
レ

l
、

ご
家
庭
の
カ
レ

l
、
イ
ン
ド
料
理
屋
の
カ
レ
ー
、

カ
レ

l
パ
ン
に
カ
レ

l
う
ど
ん
。

一
口
に
カ
レ

!
と
言
っ
て
も
、
様
々
な
カ
レ
ー
が
あ
り
、
中

味
の
具
材
も
、
牛
肉
・
豚
肉
・
鶏
肉
め
魚
介
類
、

野
菜
も
定
番
の
三
種
だ
け
で
な
く
、
ナ
ス
や
き

の
こ
や
ト
マ
ト
な
ど
、
そ
れ
そ
れ
の
ご
家
庭
の

味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
の
カ
レ
ー
が
一
番

美
味
し
い
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
概
に
言

え
ま
せ
ん
。

-2-

我
々
人
間
も

一
緒
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

周
囲
は
自
分
に
対
し
て
、
様
々
な
期
待
を
し
て

下
さ
い
ま
す
。
し
か
し
、
時
に
は
周
り
を
気
に

せ
ず
に
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
才

能
を
信
じ
て
、
文
字
通
り
自
信
を
持
っ
て
生
き

て
み
る
の
も
い
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
自
分

に
し
か
出
せ
な
い
味
が
必
ず
み
つ
か
る
は
ず
で

す。

(宗
禅
寺

高
井
和
正
)



禅
と
共
に
歩
ん
だ
先
人
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ま

つ

お

ぱ

し

よ

う

松

尾

芭

蕉

四

臨
済
禅
と
接
し
、
そ
の
精
神
性
や
美
意
識
に

感
化
さ
れ
る
事
に
よ
り
、
自
分
自
身
を
高
め
、

偉
大
な
功
績
を
残
し
た
先
人
達
を
紹
介
す
る
と

い
う
趣
旨
で
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
の
項
で

す
が
、

前
回
に
引
き
続
き
江
戸
時
代
前
期
に
生

き
、
日
本
の
俳
諸
(
俳
句
)
を
芸
術
的
域
に
ま

は
い
せ
い

で
高
め
大
成
さ
せ
た
「
俳
聖
」
と
も
呼
ば
れ
る

「
松
尾
芭
蕉
」
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

ふ
る
い
け
か
は
づ

古
池
や
娃
飛
び
こ
む
水
の
音

一
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
に
お
い
て
、
自
ら

ぜ

ん

て

き

ょ

う

が

い

ぶ

つ

が

い

っ

ち

の
禅
的
境
涯
を
高
め
、
「
物
我
一
致
」
の
境
涯

を
得
た
芭
蕉
は
、
「
石
川
民
日
と
呼
ば
れ
る
こ
と

と
な
る
新
た
な
俳
句
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
ま

し
た
。

ル
巴
蕉
は
生
涯
を
通
じ
、
そ
の
「
蕉
風
」
を
よ

り
進
化

・
深
化
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。

「野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
か
ら
江
戸
に
戻
つ

す
ま
い

た
芭
蕉
は
春
に
芭
蕉
庵
(
芭
蕉
の
住
。
こ
こ
か

と

も

よ

お

ら
自
ら
の
俳
号
を
採
る
)
で
催
し
た
蛙
の
発
句

会
で
、
有
名
な
「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音

(
ふ
る
い
け
や
か
は
づ
と
び
こ
む
み
ず
の

ト
4
F

お
と
ご
を
詠
み
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
「
鳴

く
」
と
こ
ろ
に
注
意
が
及
ん
で
い
た
蛙
の
「
飛

ぶ
」
点
に
注
目
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
動
」
を

表
す
も
の
で
な
く
「
静
寂
」
を
引
き
立
て
る
た

め
に
用
い
た
詩
情
性
は
過
去
に
無
い
画
期
的
な

も
の
で
「
蕉
風
」
俳
階
を
象
徴
す
る
作
品
に
な

り
ま
し
た
。

か
し
ま
も
う
で

「鹿
島
詣
」

翌
年
(
貞
享
四
年
千
六
百
八
十
七
年
)
鹿
島

(
茨
城
県
鹿
島
市
)
に
旅
行
し
た
芭
蕉
は
、
旧
知

ぶ
っ
ち
ょ
う
ぜ
ん
じ

の
禅
僧
、
仏
頂
禅
師
と
面
会
し
、
そ
こ
で
そ
の

さ

と

い

ん

か

禅
的
境
涯
を
認
め
ら
れ
、
悟
り
の
印
可
(
悟
り

の
境
地
に
至
っ
た
事
を
認
め
る
も
の
)
を
受
け
ま

し
た
。印

可
を
受
け
て
、

自
ら
の
求
め
て
い
た
も
の

が
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
と
確
信
を
得
た
芭
蕉

お

い

こ

ぶ

み

は
、
早
速
そ
の
年
の
十
月
に
「
笈
の
小
文
」
の

私ソ，
h-F

旅
に
で
ま
し
た
。
因
み
に
「
笈
」
と
は
書
物
な

ど
を
い
れ
て
背
負
う
竹
製
の
は
こ
の
事
で
す
。

こ
の
旅
で
は
伊
勢
神
宮
(
現
在
の
三
重
県
。
芭

蕉
の
郷
里
)
を
経
て
、
大
阪
・
明
石
・
京
都

へ

と
向
か
い
ま
し
た
。
「
蕉
風
」
の
確
立
と
と
も

tν

，e-
qJ
 

に
芭
蕉
の
名
声
も
高
ま
り
、
各
地
よ
り
招
じ
る

声
が
多
く
届
い
て
い
た
の
に
応
え
る
と
い
う
理

由
と
亡
父
の
三
十
三
回
忌
に
列
席
し
た
い
と
の

思
い
で
な
さ
れ
た
旅
で
し
た
。
滞
在
し
た
各
地

で
そ
れ
ぞ
れ
句
会
を
催
し
、
「
蕉
風
」
は
さ
ら

に
多
く
の
人
、
地
域
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
し
な
き
こ
う

「
更

級
紀

行
」

京
都
か
ら
江
戸
へ
の
復
路
を
紀
行
文
に
し
た

お
わ
り

も
の
が
「
更
級
紀
行
」
で
す
。
京
都
か
ら
尾
張

(
現
在
の
愛
知
県
西
部
)
に
入
り
、
木
曽
(
現

在
の
長
野
県
南
西
部
)
を
経
て
信
州
(
現
在
の

長
野
県
)
に
至
る
旅
と
な
り
ま
し
た
。
「鹿
島

詣
」
「
笈
の
小
文
」
「
更
級
紀
行
」
と
い

っ
た

-3-

旅
を
通
し
て
「
蕉
風
」
は
更
に
広
ま
り
、
ま
た

進
化
・
深
化
し
、
集
大
成
と
も
い
え
る
「
お
く

の
ほ
そ
道
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の

で
す
。

(
一
峰

以
下
次
号

義
紹
)



時
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-
二
O
一
八
年
の
幕
が
聞
き
ま
し
た
。
本
年
も

羽
村
臨
済
会
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

-
平
成
で
は
三
十
年
と
な
っ
た
訳
で
す
が
、
来

年
四
月
三
十
日
に
今
上
の
天
皇
陛
下
が
退
位
さ

れ
る
事
が
決
ま
り
、
平
成
と
い
う
時
代
も
あ
と

わ
ず
か
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
毎
日
、
日

本
国
と
国
民
の
健
や
か
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
く

だ
さ
る
天
皇
陛
下
と
、
そ
れ
を
支
え
て
来
ら
れ

た
皇
后
陛
下
に
感
謝
し
、
残
さ
れ
た
平
成
の
一

日
一
日
を
大
事
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

-
平
成
の
三
十
年
、
嬉
し
い
こ
と
も
沢
山
あ
り

ま
し
た
が
、
阪
神
大
震
災
や
東
日
本
大
震
災
な

ど
、
つ
ら
い
こ
と
も
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

都
度
両
陛
下
が
被
災
地
を
見
舞
わ
れ
、
ひ
ざ
ま

ず
か
れ
て
や
さ
し
く
慰
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
被

災
地
の
方
だ
け
で
な
く
、
ど
れ
だ
け
私
た
ち
日

本
人
は
皆
、
励
ま
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

-
坊
さ
ん
が
天
皇
陛
下
の
事
を
言
う
の
か
と
不

思
議
に
思
わ
れ
る
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
『
心
地
観
経
』
と
い
う
お
経
は
、
私
た
ち
仏

教
徒
が
忘
れ
て
な
ら
な
い
感
謝
の
気
持
ち
、

「
思
」
を
持
つ
べ
き
対
象
と
し
て
「
父
母
」
「
衆

生
」
「
国
王
(
国
ご
「
三
宝
」
の
四
つ
を
あ
げ
て

い
ま
す
。
(
ま
と
め
て
「
四
恩
」
と
い
い
ま
す
)

日
本
で
は
天
皇
陛
下
が
こ
こ
で
い
う
「
国
王
」

に
あ
た
る
存
在
で
す
。
臨
済
宗
の
お
寺
の
本
堂

の
中
央
に
は
必
ず
、
今
上
天
皇
の
ご
健
康
と
御

長
寿
、
国
家
の
安
泰
を
願
う
牌
が
ま
つ
ら
れ
、

毎
月
一
日
と
十
五
日
に
は
そ
の
為
の
お
経
(
祝

聖
と
い
い
ま
す
)
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

は
鎌
倉
時
代
か
ら
ず
っ
と
続
け
ら
れ
て
い
ま
す

0

・
も
ち
ろ
ん
「
四
思
」
の
他
の
思
、
「
父
母
」
(
先

祖
)
、
「
衆
生
」
(
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
や
、
毎

日
頂
い
て
来
た
他
の
命
な
ど
)
、
「
三
宝
」
(
仏

と
法
と
僧
、
正
し
く
導
い
て
く
れ
る
仏
教
の
教

え
の
こ
と
)
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
ら

ゆ
る
も
の
は
縁
で
つ
な
が
り
、
そ
の
つ
な
が
り

の
お
陰
で
自
分
と
い
う
命
が
存
在
し
て
い
る
の

で
す
。
全
て
の
「
お
か
げ
さ
ま
」
の
恩
に
感
謝

し
て
、
自
分
が
負
う
べ
き
義
務
を
き
ち
ん
と
果

た
し
て
生
き
る
こ
と
が
、
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の

務
め
で
す
。
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
ま
さ
に
、
そ

の
お
手
本
で
す
。
縁
で
与
え
ら
れ
た
自
分
の
役

割
を
、
し
っ
か
り
果
た
し
て
い
き
ま
し
ょ
う

0

・
か
の
徳
川
家
康
は
、

お
お
つ
も
ご
り

「
正
月
暁
天
よ
り
、
そ
の
歳
の
大
晦
日
と
心
得

る
こ
と
」

と
の
言
葉
を
残
し
ま
し
た
。
文
字
通
り
読
め
ば
、

「
元
旦
か
ら
、
こ
の
年
も
必
ず
大
晦
日
が
来
る

と
心
得
な
さ
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
年
、
三
百
六
十
五
日

の
事
だ
け
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど
ん

な
事
に
も
始
ま
り
が
あ
れ
ば
必
ず
終
わ
り
が
来

る
と
考
え
て
常
に
緊
張
感
を
持
っ
て
臨
む
よ
う

に
と
の
意
味
を
含
ん
だ
教
え
で
す
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
を
守
り
、
江
戸
と
い
う
世
界
一
平
和

な
時
代
は
二
百
六
十
年
以
上
も
続
い
た
の
で
す
。

し
か
し
こ
こ
は
あ
え
て
文
字
通
り
に
読
ん
で
、

ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
あ
っ
と
い
う
聞
に
過
ぎ

去
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
の
一
年
を
大
事
に

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
(
禅
林

恭
山
)
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