
政
府
は
安
倍
元
首
相
を
追
悼
す

る
国
葬
を
９
月
27

日
に
実
施
す

る
こ
と
を
決
め
た
。
岸
田
首
相
が

葬
儀
委
員
長
、
副
委
員
長
は
松
野

官
房
長
官
が
務
め
、
「
無
宗
教
形

式
で
、
簡
素
、
厳
粛
に
行
う
」

（
松
野
官
房
長
官
）
と
い
う
方
針

だ
。
こ
れ
に
対
し
、
野
党
や
一
部

の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
批
判
や
反
対
す

る
声
が
聞
こ
え
る
が
、
歴
代
最
長

と
な
る
８
年
８
カ
月
に
わ
た
り
首

相
を
務
め
た
政
治
家
の
国
葬
す
ら

批
判
す
る
薄
っ
ぺ
ら
さ
が
日
本
を

葬
』
に
疑
問
と
懸
念
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
だ
が
、
社
説
の
中
で
は
最

後
の
部
分
の
「
安
倍
氏
を
悼
む
の

は
当
然
だ
」
の
言
葉
だ
け
だ
。
そ

れ
も
国
民
が
悼
む
と
い
う
こ
と
な

の
か
、
こ
の
社
説
が
悼
ん
で
い
る

の
か
不
明
な
、
曖
昧
な
表
現
で
、

朝
日
新
聞
か
ら
は
安
倍
元
首
相
の

死
去
を
悔
や
む
思
い
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
松
野
官
房
長
官
は

22

日
の
閣
議
後
の
会
見
で
9

月

27

日
の
国
葬
の
正
式
決
定
を
公

表
し
た
が
、
国
葬
を
行
う
理
由
に

つ
い
て
は
①
憲
政
史
上
最
長
で
首

相
と
い
う
重
責
を
担
っ
た
②
東
日

本
大
震
災
か
ら
の
復
興
、
経
済
再

生
、
日
米
関
係
な
ど
外
交
の
展
開

な
ど
実
績
を
残
し
た
③
海
外
の
首

脳
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
い
る
④

国
内
外
か
ら
幅
広
い
哀
悼
の
意
が

捧
げ
ら
れ
て
い
る
－
な
ど
と
説
明

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
葬

と
す
る
理
由
の
説
明
は
記
者
の
質

問
に
答
え
る
形
で
し
か
な
く
、
積

極
的
に
国
民
に
説
明
し
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
国
民
に
真
摯
に
説

明
す
る
の
が
政
府
の
責
任
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

る
冷
静
な
評
価
を
妨
げ
は
し
な
い

か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
安
倍

元
首
相
の
業
績
に
は
賛
否
両
論
が

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
も

そ
も
こ
の
日
本
社
会
で
、
賛
否
両

論
が
な
い
政
治
な
ど
あ
り
得
な
い

の
だ
。
も
し
か
し
た
ら
朝
日
新
聞

も
共
産
党
の
よ
う
に
賛
否
両
論
の

な
い
社
会
を
作
り
た
い
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
民
主
主
義
社
会
で
は

「
賛
否
両
論
が
あ
る
」
の
が
当
然

だ
。
そ
の
賛
否
両
論
が
あ
る
社
会

の
中
で
、
憲
政
史
上
最
長
の
首
相

を
務
め
た
と
こ
ろ
が
安
倍
元
首
相

の
実
績
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
そ

れ
だ
け
国
民
の
支
持
を
得
て
い
た

と
い
う
点
を
朝
日
新
聞
は
理
解
で

き
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
社
説

は
最
後
の
段
落
で
「
安
倍
氏
を
悼

む
の
は
当
然
だ
。
た
だ
、
弔
意
の

強
制
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と

も
指
摘
し
て
い
る
。
弔
意
の
強
制

な
ど
な
い
の
は
明
ら
か
な
の
に
、

あ
え
て
「
弔
意
の
強
制
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
」
と
強
調
す
る
と
こ

ろ
に
朝
日
新
聞
の
意
図
を
感
じ
ざ

る
を
得
な
い
。
蛇
足
だ
が
、
こ
の

社
説
は
「
安
倍
氏
を
悼
む

『
国

ダ
メ
に
し
て
い
く
。

国
葬
を
め
ぐ
っ
て
は
公
明
、
国

民
民
主
が
政
府
の
判
断
を
支
持

し
、
立
憲
民
主
、
共
産
、
社
民
が

反
対
し
て
い
る
。
反
対
論
の
中
で

あ
る
の
が
「
弔
意
の
国
民
へ
の
強

制
」
だ
。
し
か
し
、
国
葬
と
は
い

え
、
政
府
が
実
施
す
る
〝
式
典
〟

だ
。
共
産
主
義
の
よ
う
な
全
体
主

義
の
社
会
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
強

制
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
民
主
主
義

が
定
着
し
た
現
代
の
日
本
で
弔
意

の
強
制
な
ど
あ
り
え
な
い
。
問
題

は
、
そ
れ
で
も
強
制
が
あ
る
か
の

よ
う
な
主
張
を
す
る
野
党
や
一
部

メ
デ
ィ
ア
の
浅
薄
さ
だ
。
自
分
た

ち
の
主
張
を
広
め
る
た
め
に
、
逆

に
国
葬
を
利
用
し
て
い
る
の
だ
。

朝
日
新
聞
は
20

日
付
け
の
朝
刊

で
「
安
倍
氏
を
悼
む

『
国
葬
』

に
疑
問
と
懸
念
」
と
の
タ
イ
ト
ル

の
社
説
を
掲
載
し
て
い
る
。
社
説

は
冒
頭
で
「
在
任
期
間
は
憲
政
史

上
最
長
と
な
っ
た
が
、
安
倍
元
首

相
の
業
績
に
は
賛
否
両
論
が
あ

る
。
極
め
て
異
例
の
『
国
葬
』
と

い
う
形
式
が
、
か
え
っ
て
社
会
の

溝
を
広
げ
、
政
治
指
導
者
に
対
す


