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れ
ま
で
天
皇
を
尊
ぶ
あ
ま
り
に
国
民
は

粗
末
に
扱
は
れ
て
き
た
〟、「
②
基
本
的

人
権
の
尊
重
」
に
は
〝
こ
れ
ま
で
国
民

は
無
権
利
に
近
い
状
態
に
置
か
れ
て
我

慢
を
強
ひ
ら
れ
て
き
た
〟、「
③
平
和
主

義
」
に
は
〝
こ
れ
ま
で
我
が
国
は
訳
も

な
く
他
国
を
攻
撃
す
る
間
違
ひ
を
重
ね

て
き
た
〟
と
い
っ
た
不
確
か
な
認
識
で

あ
る
。
そ
し
て
〝
こ
れ
か
ら
は
さ
う
し

た
こ
と
の
な
い
全
く
違
ふ
別
の
国
に
生
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、
そ
の
証あ
か
しが
「
日
本
国
憲

法
」
で
あ
る
〟
と
な
る
の
で
あ
る
。

今
や
「
三
大
原
則
」
は
冒
す
べ
か
ら

ざ
る
不
磨
の
大
典
の
如
く
に
な
っ
て
ゐ

る
。
自
民
党
は
平
成
二
十
四
年
四
月

に
、
憲
法
改
正
草
案
を
発
表
し
て
ゐ
る

が
、
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
冒
頭
に
は

「
日
本
国
憲
法
の
３
原
則
は
変
え
ま
せ

ん 

・
国
民
主
権 

・
基
本
的
人
権
の
尊
重 

・
平
和
主
義
」
と
あ
っ
た
。「
三
大
原

則
」
に
は
何
人
も
逆
へ
な
い
。

北
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
や
中
国
の
軍
拡

が
あ
り
、
加
へ
て
「
台
湾
有
事
！
」
が

懸
念
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
日
本
を
取
り

巻
く
安
全
保
障
環
境
は
年
々
厳
し
く

な
っ
て
ゐ
る
。「
自
衛
隊
の
明
記
」
等

の
憲
法
改
正
は
喫
緊
の
課
題
だ
が
、
歴

史
的
な
我
が
日
本
国
家
に
真
に
相
応
し

い
憲
法
を
取
戻
す
た
め
に
は
、「
日
本

国
憲
法
の
三
大
原
則
」
と
い
ふ
厄
介
な

代し
ろ

物も
の

を
超
克
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
元
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
客
員
教
授
）

進
ん
で
も
、「
戦
後
教
育
」
世
代
は
、
社

会
科
や
公
民
科
の
教
科
書
に
依
り
な
が

ら「
三
大
原
則
」に
関
す
る
授
業
を
受
け

て
ゐ
る
。憲
法
学
者
の
六
割
か
ら
七
割

が
自
衛
隊
は
憲
法
違
反
だ
と
考
へ
て
ゐ

る
と
の
こ
と
だ
が
、
右
の
や
う
な
小
学

校
以
来
の
憲
法
学
習
が
根
っ
こ
に
あ
る

か
ら
で
は
な
か
ら
う
か
。
と
も
か
く
そ

こ
に
あ
る
も
の
は
、
日
本
は「
三
大
原

則
」を
持
つ
国
に
生
ま
れ
変
っ
た
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と
す

る
過
去
を
突
き
放
す
観
念
で
あ
る
。

長
く
高
校
の
教
壇
に
も
立
っ
た
私
は
、

「
政
治
経
済
」
の
授
業
を
担
当
し
た
年

が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
教
科
書
に
添
っ

て
「
三
大
原
則
」
を
教
へ
る
こ
と
に
苦

痛
を
覚
え
た
。
そ
こ
で
「
こ
の
箇
所
は

中
学
校
で
も
や
っ
て
ゐ
る
は
ず
だ
か
ら

…
」
と
言
っ
て
字じ

面づ
ら

に
つ
い
て
云
々
し

て
先
へ
急
い
だ
。
生
徒
か
ら
の
苦
情
は

な
く
て
ほ
っ
と
し
た
が
、
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
そ
れ
は
彼
等
に
と
っ
て
今
さ

ら
教
は
る
ま
で
も
な
い
こ
と
と
し
て
頭

に
染
み
込
ん
で
ゐ
た
か
ら
だ
ら
う
。

な
ぜ
教
室
で
「
三
大
原
則
」
を
説
く

こ
と
に
苦
痛
を
感
じ
た
か
と
い
ふ
と
、

そ
の
字
面
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
そ
こ

に
は
「
日
本
国
憲
法
」
以
前
の
父
祖
の

歩
み
を
全
的
に
蔑さ
げ
すむ
傲
慢
な
価
値
観
が

横
た
は
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。「
三

大
原
則
」
は
さ
う
し
た
歪
ん
だ
断
絶
の

歴
史
観
を
前
提
に
し
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
「
①
国
民
主
権
」
に
は
〝
こ

衛
隊
」の
話
に
な
っ
た
の
だ
。
彼
が「
健

生
！
、
自
衛
隊
は
憲
法
違
反
な
ん
だ

ぞ
」と
言
っ
た
の
だ
が
、
何
と
な
く
同

調
し
難
く
て「
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
」と

返
し
た
と
こ
ろ
、「
健
生
は
そ
ん
こ
と
も

分
ら
ん
の
か
」と
笑
は
れ
た
の
だ
っ
た
。

子
供
同
士
の
遣
り
取
り
だ
っ
た
か
ら

堅
苦
し
い
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
件
は

そ
れ
だ
け
で
終
っ
た
の
だ
が
、
幼
な
じ

み
の
発
し
た「
自
衛
隊
は
憲
法
違
反
な

ん
だ
ぞ
」と
の
ひ
と
言
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は
、
そ
の
後
も

私
の
脳
裡
に
残
っ
て
折
々
甦
っ
た
。

所
謂「
戦
後
教
育
」を
受
け
た
世
代

は
、
小
学
校
の
段
階
で
〝
日
本
は「
三

大
原
則
」の
下
で
、二
度
と
戦
争
を
し
な

い
平
和
な
国
に
生
ま
れ
変
り
ま
し
た
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〟

旨
の
洗
礼
を
受
け
て
ゐ
る
。
そ
の
結
果
、

「
戦
後
教
育
」世
代
の
誰
し
も
が「
軍
備

を
持
つ
の
は
良
く
な
い
こ
と
だ
」と
口

に
す
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
一
度
は
そ

の
や
う
な
考
へ
を
抱
い
た
の
で
は
な
か

ら
う
か
。
そ
し
て
中
学
校
で
も
高
校
に

私
が
小
学
校
を
卒
業
し
た
の
は
六
十

余
年
前
の
昭
和
三
十
年
代
前
半
の
こ
と

だ
が
、
か
つ
て
帰
省
時
に
生
家
の
物
置

で
眠
っ
て
ゐ
た
ラ
ン
ド
セ
ル
を
開
け
て

少
々
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
中
に

あ
っ
た
社
会
科
の
帳
面
に
、
我
が
懐
か

し
き
筆
跡
で「
日
本
国
憲
法
の
三
大
原

則
」、「
①
国
民
主
権
」「
②
基
本
的
人
権

の
尊
重
」「
③
平
和
主
義
」な
ど
と
書
か

れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
黒
板
の
文
字

を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
の
だ
ら
う
。

考
へ
て
み
れ
ば
、
占
領
軍
起
草
の
憲

法
が
「
公
布
」
さ
れ
た
昭
和
二
十
二
年

十
一
月
以
降
、
今
日
ま
で
の
七
十
六
年

も
の
間
、「
日
本
国
憲
法
の
三
大
原
則
」

（
以
下
、「
三
大
原
則
」
と
記
す
）
は
、
国
中

の
小
学
校
で
大
事
な
こ
と
と
し
て
教
へ

ら
れ
て
ゐ
る
。

逆
に
憲
法
に
関
連
し
た
こ
と
で
ず
っ

と
覚
え
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
。
六
年
生

頃
の
こ
と
だ
が
、
近
所
に
住
む
同
学

年
の
遊
び
仲
間
と
何
か
の
拍
子
に「
自

「
日
本
国
憲
法
の
三
大
原
則
」
と
い
ふ
厄
介
な
代
物

     —

「
憲
法
」を
取
り
戻
す
前
途
に
立
ち
は
だ
か
る
難
物
！—

  
  

山 

内 

健 

生 




