
三
十
八
億
年
の
審
判

今
世
紀
初
頭
の
歴
代
内
閣
を
告
訴
す
る
。

今
世
紀
初
頭
に
は
、
か
な
り
の
も
の
が
分
か
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治

は
世
論
に
流
さ
れ
、
本
来
の
長
期
視
野
に
立
っ
た
政
策
を
怠
っ
て
き
た
。

私
た
ち
は
「
自
分
た
ち
自
身
を
戒
め
る
た
め
」
に
も
、
過
去
の
自
国
の
政
府
を
告

訴
す
る
こ
と
を
閣
議
決
定
し
た
。

花
園
克
也
は
、
自
宅
の
前
を
右
に
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
き
山
へ
と
昇
っ
て
い
く
農

道
の
途
中
か
ら
、
自
宅
や
黄
金
色
に
輝
く
田
ん
ぼ
や
畑
を
眺
め
る
の
が
好
き
で
あ
る
。

午
前
中
の
四
時
間
ば
か
り
の
野
良
仕
事
の
後
の
ひ
と
と
き
で
あ
る
。
頭
を
垂
れ
る
黄
金

の
稲
穂
は
、
あ
と
一
ヵ
月
も
す
れ
ば
刈
り
入
れ
で
あ
る
。
点
在
す
る
農
家
や
集
落
の
西

の
先
に
街
の
ビ
ル
群
が
小
さ
く
霞
む
。

こ
の
地
方
都
市
に
限
ら
ず
、
四
十
年
前
か
ら
物
質
文
明
の
象
徴
た
る
都
市
の
価
値
認
識

は
変
貌
し
、
居
住
率
も
五
十
％
を
切
る
都
市
が
増
え
、
ス
ラ
ム
化
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。

ス
ラ
ム
化
し
た
ビ
ル
の
処
理
問
題
も
国
会
議
員
で
あ
る
克
也
た
ち
の
目
下
の
懸
案
事
項

で
あ
る
。

三
十
五
年
前
、
根
本
的
な
社
会
生
活
構
造
を
、
工
業
型
か
ら
生
態
系
型
へ
、
都
市
型
か

ら
田
園
型
へ
と
す
る
べ
き
、
い
わ
ゆ
る
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
（
持
続
可
能
な
社
会
）
認
識
が

閣
議
決
定
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
新
規
法
案
が
で
き
関
連
法
案
の
改
正
が
な

さ
れ
て
き
た
。
二
〇
四
五
年
の
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
認
識
の
閣
議
決
定
か
ら
の
十
年
間
は
、

一
部
の
投
資
家
や
高
給
を
得
て
い
た
人
た
ち
の
中
で
の
混
乱
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ

こ
十
年
は
教
育
の
成
果
も
あ
り
、
よ
う
や
く
落
ち
着
い
て
き
た
。

と
は
い
え
、
今
か
ら
思
え
ば
二
十
世
紀
末
あ
る
い
は
二
十
一
世
紀
初
頭
に
、
サ
ス
テ
ナ

ブ
ル
認
識
的
な
判
断
を
日
本
政
府
や
国
連
が
し
て
い
れ
ば
、
今
の
温
暖
化
に
よ
る
大
型

化
し
た
台
風
に
よ
る
災
害
や
、
石
油
や
鉱
物
資
源
の
枯
渇
に
よ
る
社
会
混
乱
、
ス
ラ
ム

化
し
た
ビ
ル
が
象
徴
す
る
非
循
環
型
構
築
物
や
道
具
類
の
処
理
を
こ
こ
ま
で
引
き
ず
る
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こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
え
る
。
五
十
年
前
に
最
後
の
二
機
が
稼
働
を
停
止
し
た
原
子
力

発
電
に
よ
る
高
濃
度
核
廃
棄
物
の
処
理
な
ど
は
、
今
後
何
十
年
か
は
、
そ
の
電
気
を
使

用
し
な
い
我
々
や
、
子
ど
も
達
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
る
。
今
の
我
々
の
基
本
的
な
認

識
は
二
十
世
紀
、
二
十
一
世
紀
に
我
々
の
先
祖
が
平
和
と
発
展
の
便
利
さ
を
享
受
し
た

た
め
の
負
の
遺
産
を
、
で
き
る
だ
け
子
孫
に
残
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で
一
致

し
て
い
る
。

現
在
よ
う
や
く
八
千
万
人
弱
と
な
っ
た
人
口
も
、
あ
と
二
千
万
人
減
の
六
千
万
人
ま
で

に
減
ら
す
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
自
立
し
た
日
本
社
会
の
存
続
が
可
能
だ
と
計
算
で
き

て
い
る
。
か
つ
て
の
資
本
主
義
経
済
を
維
持
し
た
消
費
人
口
、
そ
し
て
生
産
の
た
め
の

労
働
人
口
を
維
持
す
る
た
め
の
無
計
画
な
人
口
増
に
た
よ
る
成
長
経
済
の
政
策
は
、
国

土
の
広
さ
を
無
視
し
た
無
謀
な
政
策
だ
っ
た
こ
と
が
検
証
で
き
て
い
る
。
残
念
な
の
は

つ
い
四
十
年
前
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
政
党
の
少
子
化
対
策
が
、
二
〇
〇
五
年
の
総
人
口

一
億
二
千
七
百
万
人
か
ら
の
減
少
以
来
、
い
か
に
増
や
す
か
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
い
ま
か
ら
考
え
る
と
無
責
任
な
発
想
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

四
、五
百
メ
ー
ト
ル
先
に
あ
る
鎮
守
の
森
を
見
な
が
ら
、「
三
年
前
よ
り
も
大
き
く
な
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
な
。
植
生
、
増
え
た
の
か
な
」
な
ど
と
考
え
て
い
る
と
ズ
ボ
ン
の

ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
携
帯
電
話
が
鳴
っ
た
。
同
じ
県
内
出
身
議
員
の
川
島
か
ら
の
電
話

で
あ
る
。
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
空
間
モ
ニ
タ
ー
を
始
動
さ
せ
る
と
、
や
や
自

信
な
さ
げ
な
川
島
の
顔
が
表
示
さ
れ
る
。

「
花
園
議
員
。
本
当
に
今
回
の
件
、
可
能
な
ん
だ
ろ
う
か
。
自
国
の
政
府
が
過
去
の
自

国
の
政
府
を
訴
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
」

「
確
か
に
前
代
未
聞
だ
ろ
う
な
。
し
か
し
、
日
本
国
民
と
し
て
は
、
ど
こ
か
で
け
じ
め

が
必
要
だ
ろ
」

「
た
だ
、
あ
の
時
代
は
国
民
の
多
く
が
、
発
展
経
済
を
望
ん
で
い
た
し
」

「
そ
う
、
多
く
の
国
民
は
望
ん
で
い
た
。
単
に
そ
れ
を
総
意
と
し
た
政
府
は
、
長
期
展

望
に
立
っ
た
明
確
な
理
念
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ど
う
検
証
し
て
も
、
あ
の
時
代
、

次
の
選
挙
の
こ
と
し
か
政
治
家
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
場
し
の
ぎ
の
近
視
眼
的

な
政
策
ば
か
り
だ
ろ
。
多
く
の
研
究
者
は
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
し
、
一
九
九
七
年
に
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は
京
都
議
定
書
も
あ
っ
た
」

「
世
論
は
、
そ
の
ま
ま
の
経
済
の
発
展
を
望
ん
で
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
？
」

「
世
論
の
で
た
ら
め
さ
は
、
過
去
の
歴
史
が
証
明
し
い
る
よ
。
大
衆
の
総
意
と
言
う
も

の
が
、
い
か
に
環
境
を
破
壊
し
て
き
た
か
、
文
明
を
滅
亡
さ
せ
た
の
も
、
個
々
の
欲
望

の
な
せ
る
わ
ざ
。『
共
有
地
の
悲
劇
』
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
に
も
政
治
が
必
要
な
は
ず

な
ん
だ
。
あ
の
時
代
、
学
問
的
に
は
『
成
長
の
限
界
』
も
書
か
れ
て
三
十
年
も
経
過
し

て
い
る
よ
。
そ
こ
ま
で
政
治
家
は
無
知
だ
っ
た
の
か
な
」

実
際
、
理
解
し
な
い
政
治
家
も
い
た
の
だ
ろ
う
が
、「
こ
の
ま
ま
で
は
危
な
い
ぞ
」
と

感
じ
て
い
た
政
治
家
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
次
の
選
挙
を
考
え
る
と
大
衆
と

し
て
の
国
民
の
ひ
と
り
一
人
を
説
得
す
る
に
は
、
社
会
の
成
長
経
済
に
対
す
る
妄
信
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
方
が
強
か
っ
た
。

「
そ
れ
に
し
て
も
、
自
分
で
自
分
を
訴
え
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
」

川
島
は
五
代
続
い
た
政
治
家
の
家
系
で
あ
る
。
数
年
前
に
政
界
を
引
退
し
た
父
親
は
ま

だ
健
在
で
、
先
日
も
週
刊
誌
の
記
事
で
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
認
識
の
閣
議
決
定
前
後
の
話
を

書
い
て
い
た
。
父
親
は
と
も
か
く
祖
父
は
、
今
回
我
々
に
告
訴
さ
れ
る
側
の
政
治
家
で

あ
る
た
め
、
複
雑
な
気
分
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
と
も
か
く
、
告
訴
す
る
こ
と
は
閣
議
決
定
し
た
ん
だ
。
じ
ゃ
、
午
後
の
閣
議
で
」

一
方
的
に
電
話
を
切
っ
て
し
ま
う
。
川
島
自
身
悪
い
や
つ
と
は
思
わ
な
い
が
、
話
が
ね

ち
っ
こ
い
。
政
治
家
と
い
う
職
業
の
世
襲
は
、
と
も
す
る
と
社
会
全
体
を
見
え
な
く
す
る
。

そ
も
そ
も
親
子
と
い
え
ど
も
向
き
不
向
き
は
あ
る
。
政
治
家
の
世
襲
と
い
う
風
習
が
、

あ
の
時
代
の
閉
塞
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
面
も
あ

る
の
だ
。
以
前
調
べ
て
み
た
が
、
あ
の
時
代
の
政
治
家
の
ほ
と
ん
ど
が
、
法
学
部
と
経

済
学
部
の
出
身
と
い
う
、
極
端
な
偏
り
を
示
し
て
い
た
の
に
は
驚
い
た
も
の
だ
。

先
の
大
戦
終
了
か
ら
の
百
年
間
、
日
本
国
民
の
生
活
基
盤
の
多
く
が
資
本
主
義
経
済
で

作
ら
れ
た
モ
ノ
サ
シ
で
計
測
さ
れ
て
い
た
。
い
や
、
地
球
全
体
が
地
域
性
を
無
視
し
た

画
一
化
さ
れ
た
モ
ノ
サ
シ
で
計
測
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
政
治
家
に
経
済
学
部
出
身

者
が
多
い
と
い
う
の
も
う
な
ず
け
る
。
し
か
し
そ
の
モ
ノ
サ
シ
は
欠
陥
品
だ
っ
た
。
人

口
が
延
々
と
増
え
続
て
も
、
石
油
や
鉱
物
資
源
は
ど
こ
か
ら
か
湧
い
て
出
て
く
る
、
な
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子
と
大
豆
の
実
を
取
り
出
し
て
い
る
。
ま
だ
二
歳
の
太
郎
に
も
、
遊
び
な
が
ら
も
家
族

の
一
員
と
し
て
働
く
こ
と
を
理
解
で
き
る
環
境
に
し
た
い
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
や
る
こ

と
を
ま
ね
る
。
そ
れ
が
家
族
の
夕
飯
に
並
ぶ
。
家
族
と
一
緒
に
自
分
が
作
っ
た
食
材
や
、

そ
れ
を
使
っ
た
食
事
の
準
備
に
関
わ
っ
た
こ
と
へ
の
喜
び
が
、
働
く
こ
と
の
根
幹
に
あ

り
、
そ
れ
が
新
た
な
生
き
る
こ
と
の
喜
び
に
も
な
る
。

午
後
、
自
宅
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
か
ら
政
府
の
メ
イ
ン
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
ア
ク

セ
ス
す
る
。
閣
議
が
開
か
れ
る
。
メ
イ
ン
と
な
っ
た
議
題
は
告
訴
対
象
の
政
府
で
あ
る
。

小
泉
、
安
倍
、
福
田
、
麻
生
の
四
政
権
と
す
る
か
、「
今
世
紀
初
頭
の
政
権
」
と
抽
象
的

な
表
現
と
す
る
か
で
意
見
は
分
か
れ
た
。
議
員
に
よ
っ
て
は
、
も
う
一
度
、
人
類
が
農

耕
と
い
う
形
で
自
然
を
管
理
し
は
じ
め
た
一
万
年
前
か
ら
の
検
証
が
必
要
で
は
な
い
か

と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
我
々
自
身
が
自
戒
す
る
と
い
う
面
で
は
、
あ
ま
り
に
も
漠
と

し
た
イ
メ
ー
ジ
に
包
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
却
下
さ
れ
た
。

危
機
管
理
的
な
面
も
含
め
、
現
在
で
は
政
府
機
能
も
各
地
に
分
散
し
て
い
る
。
労
働
環

境
も
変
わ
り
、
国
会
議
員
の
七
割
は
、
花
園
と
同
様
に
自
宅
か
ら
の
閣
議
参
加
で
、
午

ど
と
い
う
一
つ
し
か
な
い
地
球
と
い
う
器
を
無
視
し
た
、
子
ど
も
で
も
疑
問
を
感
じ
る
、

非
常
識
な
モ
ノ
サ
シ
だ
っ
た
。

農
道
を
自
宅
へ
と
下
り
な
が
ら
、
側
溝
に
溜
ま
っ
た
枯
葉
な
ど
を
取
り
除
い
て
や
る
。

こ
の
側
溝
や
農
業
用
水
路
の
ほ
と
ん
ど
が
、
五
十
年
前
ま
で
セ
メ
ン
ト
で
固
め
ら
れ
て

い
た
。
農
薬
使
用
の
問
題
も
重
な
り
多
く
の
生
物
種
が
滅
亡
し
て
い
っ
た
。
サ
ス
テ
ナ

ブ
ル
認
識
以
降
の
考
え
方
は
「
循
環
」
と
「
共
生
」
を
人
類
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
生

物
種
と
の
関
係
に
お
い
て
も
適
応
可
能
な
か
ぎ
り
適
応
さ
せ
な
が
ら
生
活
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
人
間
と
て
生
態
系
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
実
際

三
十
五
億
年
前
、
酸
素
放
出
型
の
光
合
成
を
す
る
シ
ア
ノ
バ
ク
テ
リ
ア
な
ど
に
よ
っ
て
、

今
の
地
球
の
大
気
バ
ラ
ン
ス
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。
地
球
の

三
十
八
億
年
の
生
命
の
歴
史
の
中
で
、
人
類
は
生
態
系
の
ト
ッ
プ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
黄
金
に
光
る
稲
穂
の
よ
う
に
、
生
物
種
の
頂
点
に
立
つ
人
類
だ
か
ら
こ
そ
、
謙

虚
に
頭
を
垂
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

自
宅
の
縁
側
で
孫
の
太
郎
が
、
い
ま
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
呼
ば
れ
る
の
に
も
慣
れ
た
洋
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前
中
と
夕
方
以
降
は
野
良
仕
事
で
あ
る
。「
自
分
た
ち
の
食
べ
る
食
糧
は
自
分
た
ち
で
作

る
」
が
生
活
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
現
在
、
日
本
の
食
糧
自
給
率
は
よ
う

や
く
九
割
に
達
し
た
。
自
宅
で
自
分
た
ち
や
親
戚
が
食
べ
る
食
糧
の
生
産
は
ビ
ジ
ネ
ス

べ
ー
ス
で
の
換
算
は
な
さ
れ
な
い
。
人
が
生
存
す
る
行
為
と
し
て
の
労
働
と
と
ら
え
ら

れ
、
そ
の
た
め
の
地
代
や
固
定
資
産
税
も
安
価
に
設
定
し
て
あ
る
。
そ
し
て
食
糧
以
外

の
現
金
収
入
の
た
め
だ
け
に
ビ
ジ
ネ
ス
ベ
ー
ス
の
労
働
を
す
る
こ
と
が
定
着
し
つ
つ
あ

る
。
克
也
の
場
合
は
国
会
議
員
と
し
て
の
労
働
は
一
日
四
時
間
で
充
分
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
食
糧
を
自
給
し
な
い
で
、
か
つ
て
の
よ
う
に
フ
ル
に
ビ
ジ
ネ
ス
労
働
を
選
択
す
る

こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。

今
世
紀
初
頭
の
日
本
で
は
、
毎
年
三
万
人
の
自
殺
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
、
西
暦

二
〇
八
〇
年
、
年
間
の
自
殺
者
数
は
千
人
に
満
た
な
い
。
よ
う
や
く
人
類
が
自
ら
生
物

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
あ
る
。（2012.11.28

『
三
十
八
億
年
の
審
判
』
木
部
晃
二
）


