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天

皇

制

と

帝

国

主

義

天
皇
お
よ
び
天
皇
制
の
呪
縛
か
ら
の
解
放

本
書
に
は

一
九
五
三
年
か
ら

一
九
八
九
年
に
か
け
て
の
二
二
本
の
論
文
が
、

「Ｉ
　
天
皇
制
の
考
察
」

「Ⅱ
　
日
本
帝
国
主
義
の
認
識
」

「Ⅲ
　
戦
後
史
に

つ
い
て
」
の
三
章
に
分
け
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
通
じ
て
、
天
皇
制
を

頂
点
と
す
る
日
本
帝
国
主
義
の
犯
し
て
き
た
罪
を
、
戦
後
日
本
が
、
天
皇
の
戦

争
責
任
も
含
め
、
い
か
に
清
算
し
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
し
て
こ
な
か

っ
た
か
、

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
観
る
視
点
か
ら
、
以
下
に
内
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

ま
ず
天
皇
自
体
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
学
制

・
徴
兵
令

・
地
租
改
正
の
主
唱

者
と
し
て
天
皇
の
権
威

・
権
力
を
お
し
出
し
、
同
時
に
軍
国
主
義
の
大
黒
柱
に

天
皇
を
す
え
た
と
す
る

（
四
五
頁
）
。
ま
た
、
天
皇
信
仰
に
関
連
し
て
、
国
家

神
道
体
制
の
強
化
、
天
皇
崇
拝
を
強
調
す
る
義
務
教
育
の
普
及
、
日
清
戦
争

・

日
露
戦
争
の
対
外
戦
争
の
勝
利
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
昂
揚
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
天
皇
の
権
威
が
増
大
さ
れ
た
と
も
い
う

（
一
一
九
頁
）
。

近
代
天
皇
制
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
〇
～
四
〇
年
代
の
国
家
を
後
進

国
的
な
構
成
を
持

つ
早
熟
的
な
帝
国
主
義
権
力
と
見
、
軍
事
的

・
反
封
建
的
天

皇
制
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
中
村
政
則
に
同
意
見
だ
と
し
た
上

で
、
三
二
年
テ
ー
ゼ
の
天
皇
制
を
絶
対
主
義
と
す
る
規
定
に
、
よ
り
積
極
的
意

義
を
認
め
て
い
る

（六
六
頁
）
。
そ
の
規
定
の
根
拠
は
、

「絶
対
主
義
君
主
制

か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
君
主
制

へ
の
移
行
に
照
応
じ
う
る
形
式
を
持
ち
な
が
ら
、
そ

し
て
実
際
部
分
的
に
は
そ
の
移
行
が
実
現
し
な
が
ら
、
し
か
も
移
行
の
前
面
的

な
信
仰
を
決
定
的
に
阻
止
す
る
こ
と
を
保
障
し
た
も
の
」
で
あ
る

「絶
対
主
義

的
国
家
機
構
」

（六
六
頁
）
と
、
専
制
的
政
治
機
構
と

「半
宗
教
的
役
割
」
を

あ
わ
せ
も
つ
天
皇
の
存
在
自
体
の
性
格

（六
七
～
六
八
頁
）
の
二
つ
に
求
め
て

い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
う
規
定
す
る
こ
と
が
、

「日
本
人
民
の
革
命

運
動
に
と
っ
て
も
つ
積
極
的
意
義
が
あ
る
」

（六
八
頁
）
と
い
う
指
摘
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は

「日
本
人
民
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
自
由
と
権
力
す
ら
も

っ
て
い
な
い
こ
と
の
指
摘
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
戦
前
社
会
に
お
い
て
、
支
配
者
が
最
後
の
支
配
の
武
器
と
し
た
の

伊

東

〔昌

刀
ロ

が

「忠
君
道
徳
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
も
、

「国
粋
主
義
」
者
三

宅
雪
嶺
が
指
摘
す
る
よ
う
に

（
『想
痕
』

一
九

一
五
刊
）
、　
ご
心君
愛
国
を
説

く
も
の
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
富
を
た
く
わ
え
地
位
を
え
る
の
に
利
用
」
す
る
程

度
に
国
民
に
対
す
る
支
配
力
を
失

っ
て
い
た
の
で
あ
る

（
一
〇
四
頁
～

一
〇
五

頁
）
。

大
江
志
乃
夫
の
要
約
に
よ
る
と
、
文
部
省
の
検
定
態
度
は

「国
民
は

一
致
し

て
戦
争
に
協
力
し
た
」
、

「国
民
が
い
か
に
き
び
し
い
覚
悟
で
け
な
げ
に
戦
争

を
支
え
た
か
を
強
調
」
す
る
も
の
だ
と
い
う

（
一
〇
九
頁
）
。

ま
た
、

「太
平
洋
戦
争
に
つ
い
て
科
学
的
研
究
の
結
論
と
国
民
が
体
験
か
ら

つ
か
ん
で
い
る
実
感
と
の
間
に
、
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
こ
と
は
事
実
」
で
あ
り

「昭
和
史
』
が

「国
民
感
情
」
無
視
と
い
う
非
難
を
浴
び
た
理
由
の

一
端
で
あ

る

（
一
五
五
頁
）
。

血
盟
団
、
五

・
一
五
事
件
の
減
刑
嘆
願
運
動
は
七
〇
万
人
近
く
が
参
加
す
る
、

と
い
う
、
様
々
な
誓
願
中
、
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た

（
二

一
四
頁
～
二

一

五
頁
）
。
こ
の

「
フ
ァ
シ
ス
ト
を
支
持
す
る
」

（
二
二
六
頁
）
減
刑
運
動
が
、

自
由
民
権
運
動
に
お
け
る
二
〇
数
万
を
組
織
し
た
国
会
開
設
請
願
運
動
を
は
る

か
に
凌
駕
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
ど
う
見
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

遠
山
氏
は
こ
う
言

っ
た
問
題
に
真
正
面
か
ら
目
を
向
け
、

「天
皇
制
は
、
民

族
の
最
も
弱
い
部
分
、
醜
い
部
分
を
代
表
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
こ
の
民
族
の

弱
さ
を
利
用
し
て
国
民
を
支
配
し
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、
は
げ
し
い
憎
し
み

を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
」

（二
九
二
頁
）
と
宣
戦
布
告
を
た
た
き
つ
け
る
。
ま

た
、

「天
皇
お
よ
び
天
皇
を
と
り
ま
く
藩
閥
勢
力

・
特
権
官
僚
に
つ
い
て
、
私

が
も
っ
て
い
ま
す
歴
史
像
は
、
国
際
的
条
件
に
依
存
し
ま
た
強
制
さ
れ
、
国
内

政
治
情
勢
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
た
え
ず
政
治
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
、
そ

れ
か
ら
必
死
に
抜
け
出
す
策
謀
を
も

っ
て
何
と
か
糊
塗
す
る
、
そ
う
し
た
欺
喘

が
逆
に
彼
ら
を
拘
束
し
て
、　
一
層
危
機
を
深
め
て
ゆ
き
、
そ
の
中
で
彼
ら
の
主

体
性
は
失
わ
れ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
感
じ
を
も
っ
て
い
る
」
と
表
明
し

（八
六
頁
）
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戦
争
責
任
の
問
題
に
関
連
し
、

「
こ
の
日
本
の
支
配
者
に
特
有
な
無
責
任
体

制
は
、
国
民
に
責
任
を
負
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
天
皇
に
の
み
責
任
を
も
ち
、
し
か

も
天
皇
が

一
切
の
政
治
責
任
か
ら
解
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
天
皇
制
機
構
の

所
産
で
あ

っ
た
。
戦
後
に
は
、
新
憲
法
に
よ

っ
て
、
こ
の
国
家
機
構
は
改
め
ら

れ
、
主
権
在
民
の
た
て
ま
え
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
沖
縄
県
民
ヘ

の
政
治
責
任
、
中
国

へ
の
戦
争
責
任
、
朝
鮮

・
ベ
ト
ナ
ム
に
た
い
す
る
植
民

地
支
配
の
責
任
を
負
お
う
と
し
な
い
無
責
任
体
制
の
外
交
で
あ
る
点
で
は
、
戦

前
と
質
的
な
ち
が
い
を
も

っ
て
い
る
と
は
見
え
な
い
」
と
断
言
す
る

（
三
四
六

頁
）
。

以
上
の
所
論
を
産
ん
だ
遠
山
氏
の
研
究
姿
勢
は
客
観
的
な
歴
史
認
識
に
基
礎

を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

「歴
史
認
識
が
客
観
的
で
あ
る
た
め
に
は
」
、　
二

つ
の
立
場
に
確
乎
と
し

て
立
ち
、
し
か
も
そ
の
批
判
が
、
い
わ
ゆ
る
偏

っ
た
も
の
と
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
形
式
的
に
は
矛
盾
の
よ
う
で
あ
る
が
、
原
則
的
に
は
変
革
の
立
場
、
民
衆
の

立
場
に
立
つ
か
ら
、
客
観
的
で
あ
り
う
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
む
ず
か
し
さ
は
、
変
革
の
立
場
、
民
衆
の
立
場
が
、
具
体
的
に
は
何
で
あ

る
か
を
見
き
わ
め
る
こ
と
に
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
支
配
者
の
出
し
て
い
る

。戦

・争

。と
ワ
ァ
ッ
シ
ョ
的
支
配
の
コ
ー
ス
に
対
し
、
民
衆
が
提
出
す
べ
き
、
歴．
史．

的
に
可
能
な
コ
ー
ス
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

（六
二
頁
）
。

一
九
九
二
年
夏
、
宮
沢
内
閣
が
総
辞
職
し
、
代
わ

っ
て
八
党
会
派
連
立
の
細

川
護
熙
内
閣
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
自
由
民
主
党
に
よ
る
長
期
政
権
を
結
果
し

た
五
五
年
体
制
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
終
戦

（敗
戦
）
記
念
日
の
八
月

一
五

日
に
日
本
武
道
館
で
催
さ
れ
た
全
国
戦
没
者
追
悼
式
に
お
い
て
、
細
川
首
相
が

戦
後
日
本
の
戦
争
放
棄
の
方
針
を
強
調
す
る
と
共
に
、

「
こ
の
機
会
に
、
あ
ら

た
め
て
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
を
は
じ
め
全
世
界
す
べ
て
の
戦
争
犠
牲
者
と
そ
の
遺

族
に
対
し
、
国
境
を
越
え
て
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
す
る
」
と
述
べ
、
ま
た
続

い
て
土
井
た
か
子
衆
議
院
議
長
も

「私
た
ち
の
過
ち
に
よ
っ
て
惨
憐
た
る
犠
牲

を
強
い
ら
れ
た
ア
ジ
ア
の
人
び
と
と
の
和
解
を
私
た
ち
は
手
に
し
て
い
な
い
」

と
言

っ
て
い
る
。
以
後
、
朝
鮮
人
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
は
じ
め
、
戦
後
補
償
を

求
め
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
三
日
の
細
川
首
相
の
所
信
表

み
と
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
改
め
て
深
い
反
省
と
お
詫
び
の
気
持
ち
を

申
し
述
べ
る
」
と
い
う
姿
勢
に
代
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
翌
日
の
河
野
洋
平
に

よ
る
戦
後
補
償
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
は
、
従
来
の
自
民
党
政
権
と
何
ら
変

わ
る
こ
と
な
く
、
補
償
問
題
は
す
で
に
決
着
済
み
と
明
言
し
た
。
と
こ
ろ
で

一

〇
月
に
来
日
し
た
ロ
シ
ア
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は

一
二
日
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留

問
題
に
つ
い
て

「非
人
間
的
な
行
為
に
つ
い
て
謝
罪
の
意
を
表
明
す
る
」
と
述

べ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
す
る
反
応
と
し
て
、

「本
気
で
謝
罪
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」

「今
さ
ら
謝

っ
て
も
ら
っ
た
っ
て
」
と
い
う
声
が
テ
レ

ビ
か
ら
流
れ
て
い
た
。
北
方
領
土
問
題
に
し
て
も
現
地
で
は

「返
せ
」
で
は
な

く

「早
く
出
て
行
け
」
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
被
害
者
と
加
害
者
の
二
つ
の
立

場

・
感
情
を
ど
う
調
整
し
、
国
民
及
び
国
際
社
会
の
理
解
を
克
ち
得
て
い
く
か

が
、
今
後
の
日
本
政
府
と
国
民
に
負
わ
さ
れ
た
重
い
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

成
立
以
来
、
そ
の
存
続
が
危
惧
さ
れ
た
細
川
連
立
政
権
は
、
早
く
も
翌
四
月
、

細
川
が
祖
父
近
衛
文
麿
が
や
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
責
任
を
投
げ
出
し
倒

閣
し
た
。
こ
れ
を
継
い
だ
羽
田
孜
内
閣
は
、
ほ
と
ん
ど
為
す
と
こ
ろ
な
く
短
命

内
閣
で
終
わ
り
、
六
月
二
〇
日
に
は
、
社
会
党
が
自
民
党
と
連
立
し
て
、
村
山

富
市
内
閣
が
誕
生
し
た
。
水
と
油
で
あ
っ
た
筈
の
自
民
党
と
の
連
立
で
あ
る
た

め
、
社
会
党
の
基
本
方
針
も
大
き
く
改
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
お
り
、
各
方

面
に
様
々
な
と
ま
ど
い
や
波
紋
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
も
な
っ
た
。

こ
の
間
、
三
名
の
国
務
大
臣
が
失
言
か
ら
辞
職
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
中
に

は

「南
京
大
虐
殺
は
で
っ
ち
あ
げ
」
だ
の
、

「日
本
は
侵
略
戦
争
を
や
る
気
で

戦

っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
な
ど
の
、
今
さ
ら
何
を
、
と
い
う
、
閣
僚
と
し
て
あ

ま
り
に
お
粗
末
な
発
言
も
あ

っ
た
。
村
山
首
相
が
、
戦
没
者
慰
霊
式
典
で
戦
争

責
任
に
言
及
す
る
と
、
日
本
の
首
相
だ

っ
た
ら
死
ん
だ
者
の
こ
と
、
遺
族
の
こ

と
を
も
う
少
し
配
慮
し
て
欲
し
い
、
と
い
う
批
判
が
出
る
。
ど
う
せ
長
く
や
ら

な
い
首
相
な
ん
だ
か
ら
、
外
国
を
回

っ
て
頭
ば
か
り
下
げ
て
来
な
く
て
も
い
い
ゎ

ま
だ
ま
だ
真
摯
に
日
本
の
戦
争
責
任
を
受
け
と
め
ら
れ
な
い
傾
向
が
強
い
よ
う

だ
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
ヵ
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
で
企
画
さ
れ
て
い
る
エ
ノ

ラ

・
ゲ
イ
号
を
メ
イ
ン
と
す
る
原
爆
展
示
に
、
退
役
軍
人
会
な
ど
か
ら
ク
レ
ー

ム
が
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
日
本
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
全

人
類
に
共
通
し
た
肉
親
愛
、
愛
国
心
と
い
っ
た
意
識
の
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
。

「多
く
の
人
々
に
耐
え
難
い
苦
し
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