
い
つ
ま
で
続
け
る
?

モ
リ
カ
ケ
問
題
の
霧
は
、
財
務
省
か
ら
森
友
学
園

の
決
裁
文
書
の
改
ざ
ん
に
関
す
る
調
査
報
告
が
な
さ

れ
て
も
、
全
く
晴
れ
な
い
。
晴
れ
な
い
の
に
は
訳
が

あ
る
。

報
告
書
は
、
会
計
検
査
院
が
資
料
や
文
書
が
な
く

検
証
が
不
可
能
と
し
た
土
地
の
売
却
価
格
に
つ
い
て

は
一
切
答
え
ず
、
「
国
会
審
議
が
相
当
程
度
紛
糾
す
る

こ
と
を
服
本
山
し
て
」
文
書
の
改
ざ
ん
や
廃
棄
が
行
わ

れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
国
民
は
、
総

理
夫
人
が
関
与
し
て
い
た
か
ら
価
格
を
不
当
に
引
き

下
げ
、
総
理
を
守
る
た
め
に
文
書
改
ざ
ん
を
行
っ
た

と
考
え
て
い
る
。
役
人
が
身
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
、

自
ら
公
文
書
の
廃
棄
や
改
ざ
ん
を
す
る
は
ず
が
な
い

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

一
年
余
り
の
長
き
に
わ
た
り
国
会
で
追
及
さ
れ
、

メ
デ
ィ
ア
で
も
毎
日
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
総
理
や

夫
人
の
関
与
は
判
然
と
せ
ず
、
議
論
は
平
行
線
で
あ

る
。
な
ぜ
か
?
そ
れ
は
、
も
と
も
と
ト
ッ
プ
の
指

示
と
い
、
?
も
の
は
、
明
確
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ト
ッ
プ
の
意
思
表
示

組
織
の
中
で
は
、
通
常
、
上
位
の
者
が
意
思
決
定

を
し
、
下
位
の
者
が
実
行
す
る
。
し
か
し
、
必
ず
し

も
ト
ッ
プ
の
者
が
す
べ
て
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、

下
部
に
権
限
が
委
譲
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト
で

意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
。

日
本
の
国
家
行
政
機
関
の
場
合
は
、
法
的
に
は
す

べ
て
の
権
限
は
一
元
的
に
は
所
管
の
大
臣
が
有
す
る

が
、
芦
律
で
権
限
が
局
長
や
課
長
に
分
掌
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
局
長
は
、
総
理
や
大
臣
の
「
方
針
」

や
「
指
示
」
、
さ
ら
に
は
「
音
筒
」
に
そ
っ
て
処
理
す

る
。「

方
針
」
は
、
多
人
数
の
議
論
の
結
果
と
し
て
決
定

さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
議
論
も
な
く
、
単
独
の
意

思
決
定
で
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

「
指
示
」
は
、
文
書
で
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

口
頭
で
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
椀
曲
に
示
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
。
稲
田
防
衛
大
臣
の
、
イ
ラ
ク
の
日

報
は
「
本
当
に
な
い
の
か
」
と
の
発
言
を
、
幕
僚
た

ち
が
「
探
索
指
示
」
と
受
け
止
め
た
の
は
、
象
徴
的

「
無
責
任
の
体
系
」

な
一
例
で
あ
る
。

「
意
向
」
は
、
特
に
明
確
な
意
思
の
伝
達
は
な
い
が
、

周
囲
の
状
況
や
日
ご
ろ
の
言
動
か
ら
当
然
指
示
が
あ

る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
、
辻
炉
停
字
で
は
黙
示
の
意

思
行
為
と
い
う
。
単
に
ト
ッ
プ
が
望
ん
で
い
る
と
い

う
程
度
の
こ
之
で
も
「
意
向
」
で
あ
る
と
推
察
す
る

場
合
も
多
く
、
は
な
は
だ
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
青
尚
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
行
為
が
否
定
さ
れ

な
け
れ
ば
、
「
暗
黙
の
了
解
」
が
行
わ
れ
た
も
の
と
な

る
。役

人
の
間
で
は
、
総
理
の
指
示
を
、
明
確
な
指
示

が
あ
る
「
総
理
の
指
示
」
と
、
明
確
で
は
な
い
「
総

理
の
意
向
」
、
総
理
の
直
接
の
指
示
で
は
な
い
「
官
邸

の
指
示
」
や
「
官
邸
の
意
向
」
な
ど
と
微
妙
に
使
い

分
け
て
い
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
暖

昧
な
指
示
に
従
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に

「
総
理
案
件
」
と
は
、
総
理
が
関
心
を
持
ち
、
総
理

の
直
接
の
指
示
が
あ
る
(
か
も
し
れ
な
い
)
案
件
の

場
合
に
使
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
行
政
機
関
、
い
や
行
政
機
関
に
限

ら
ず
ど
ん
な
組
織
で
も
、
指
示
や
命
令
は
、
す
べ
て

が
文
書
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
後
か
ら
ど
の

よ
う
な
指
示
が
あ
っ
た
か
直
接
の
証
拠
を
得
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
は
状
況
証
拠
で
判
断
せ



ざ
る
を
得
な
い
。

日
本
的
な
組
織
風
土

加
え
て
、
丸
山
県
男
が
「
無
責
任
の
体
系
」
と
表

現
し
た
日
本
に
特
有
の
風
土
が
あ
る
。
権
限
と
責
任

と
が
誰
に
あ
る
の
か
不
明
瞭
で
、

意
思
決
定
を
誰
が

行
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
ず
、
な
ん
と
な
く
皆
で
同

じ
方
向
に
進
む
あ
い
ま
い
な
無
責
任
体
制
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
御
輿
に
乗
る
ト
ッ
プ
を
好
む
精
神
構
造

が
顕
著
で
あ
る
。
「
箸
の
上
げ
下
げ
ま
で
」
「
テ
ニ
オ

(ヲ
)
ハ
に
文
句
言
う
」
は
、
無
能
な
上
司
に
つ
け事実をも語らず、たった3カ月の停職では寛大すぎる懲戒処分だ(フジテレビから)

る
決
ま
り
文
句
で
あ
る
。
一
方
、
「
大
人
」
「
太
っ
腹
」

「
細
か
い
こ
と
に
口
を
出
さ
ず
に
責
任
を
取
る
」
な

ど
は
上
司
の
誉
め
言
葉
で
あ
る
。
ト
ッ
プ
は
細
部
に

は
口
出
し
せ
ず
、
担
が
れ
て
い
る
の
が
一
番
な
の
だ
。

よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
指
示
は
不
明
確
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
肝
心
の
状
況
証
拠
さ
え
も
組

織
的
な
隠
滅
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
く
ら
当
事

者
を
質
し
て
も
、
「
関
与
し
て
い
な
い
」
と
否
定
さ
れ

る
と
、
な
か
な
か
決
定
打
は
打
て
な
い
。

ま
た
、
英
語
に
は
な
い
「
付
度
」
と
い
、
2
言
葉
を

評
論
家
や
野
A
是
誠
員
ま
で
も
が
不
用
意
に
使
用
す
る

た
め
印
象
操
作
が
行
わ
れ
、
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い

原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

「
付
度
」
と
は
、
下
位
の
者
が
不
明
瞭
な
上
位
の
者

の
気
持
ち
を
推
し
量
る
き
わ
め
て
日
本
的
な
行
為
だ

が
、
詰
め
れ
ば
自
ら
の
責
任
で
意
思
決
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
「
付
度
し
た
」
と
言
っ
た
と
た
ん
、
無
意
識

の
う
ち
に
上
位
の
者
の
関
与
を
否
定
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
モ
リ
カ
ケ
問
題
に
は
、
別
の
大
き
な
問

題
が
潜
ん
で
い
る
。
和
泉
洋
人
首
相
補
佐
官
が
「
総

理
は
自
分
の
口
か
ら
言
え
な
い
か
ら
、
私
が
代

わ
っ
て
言
う
」
と
発
言
し
た
と
い
う
言
葉
で
暗

示
さ
れ
る
、
君
側
の
好
で
あ
る
。

原
因
と
責
任
の
徹
底
的
恕
究
明

総
理
の
お
友
達
に
不
公
平
、
不
公
正
な
優
遇

が
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
に
対
し
、

虚
偽
の
更
表
弄
に
始
ま
り
、
公
文
書
の
改
ざ

ん
・
棄
却
な
ど
の
前
代
未
聞
の
証
拠
隠
滅
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
原
因
と
責
任
を
徹
底
的
に
究
明
し
、
再
発

を
防
止
し
な
け
れ
ば
、
民
主
主
義
の
根
底
が
崩
れ
る
。

同
時
に
、
敗
戦
で
思
い
知
っ
た
は
ず
の
「
無
責
任
の

体
系
」
に
こ
の
あ
た
り
で
決
別
し
な
け
れ
ば
日
本
の

将
来
は
な
い
だ
ろ
う
。

麻
生
太
郎
副
総
理
兼
財
務
相
の
辞
任
や
柳
瀬
唯
夫

元
首
相
秘
書
官
の
証
人
喚
問
を
重
誠
再
開
の
条
件
と

し
た
野
党
の
審
議
拒
否
は
、
完
全
な
戦
略
ミ
ス
で
あ

る
。
事
実
を
解
明
し
、
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る

た
め
に
は
、
司
法
の
専
門
家
を
入
れ
た
強
力
な
権
限

の
あ
る
第
三
者
機
関
で
、
徹
底
的
に
調
査

・
判
定
す

る
以
外
に
方
法
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
機
関

の
設
置
を
審
議
再
開
の
条
件
と
し
て
穿
骨
F
議
拒
否
の
戦

術
を
実
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
回
心
う
。

公
文
書
の
改
ざ
ん
と
い
う
前
代
未
聞
の
不
祥
事
を

起
こ
し
た
佐
川
官
寿
前
理
財
局
長
に
対
し
て
、
た
っ

た
三
カ
月
の
停
職
と
い
、
っ
寛
大
す
ぎ
る
懲
戒
処
分
に

は
、
き
わ
め
て
違
和
感
が
あ
る
。
財
務
省
は
「
仕
方

な
く
音
両
に
従
っ
た
だ
け
だ
」
と
言
い
た
い
の
だ
と
、

下
衆
の
勘
繰
り
も
し
た
く
な
る
。
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