
一
一

者
の
死
を
追
悼
し
よ
う
と
い
う
遺
族
や
そ
の
関
係
者

の
切
実
な
思
い
を
、
画
一
的
な
国
家
規
模
の
儀
礼
に

流
し
こ
む
、
そ
う
い
う
儀
式
を
、
そ
の
死
に
も
責
任

の
あ
る
国
家
が
主
催
し
て
作
り
出
す
。
「
戦
死
者
の

国
家
的
追
悼
Ⅱ
国
家
の
責
任
忘
却
」
の
た
め
の
セ
レ

モ
ニ
ー
。
そ
の
国
家
儀
礼
の
中
心
に
、
そ
の
戦
争
の

ま
ち
が
い
の
な
い
最
高
責
任
者
天
皇
ヒ
ロ
ヒ
ト
が
存

在
す
る
必
然
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
の
儀
礼
は
、
そ

の
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
「
偉
業
」
を
つ
ぐ
と
宣
言
し
、
新
た

に
即
位
し
た
ア
キ
ヒ
ト
天
皇
を
中
心
に
置
い
て
続
い

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
毎
年
、
「
戦
後
の
復
興
〈
成
長
〉

と
平
和
」
が
死
者
の
お
か
げ
と
主
張
す
る
、
歴
代
の

首
相
や
天
皇
の
ス
ピ
ー
チ
が
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
そ
の
長
い
長
い
「
復
興
〈
成
長
〉
と
平
和
」

の
ゴ
ー
ル
が
〈
３
．
，
〉
の
福
島
原
発
震
災
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
経
済
成
長
の
テ
コ
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
じ
か

け
の
象
徴
天
皇
制
国
家
の
「
国
策
」
で
あ
っ
た
原
子

、
、

力
の
平
和
利
用
（
原
発
推
進
）
の
必
然
的
帰
結
で
あ
っ

た
と
い
う
事
実
を
、
今
、
私
た
ち
は
痛
切
に
思
い
知

ら
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
〈
３
．
ｕ
〉
国
家
（
天
皇
）
儀
礼
は
、
な
ん

の
た
め
に
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
も
ち

特
集
３
『
３
．
柵
」
か
ら
３
年
の
忌
置

〈
３
．
伽
〉
の
追
悼
式
憾
何
の
た
め
に
あ
る
の
か

〈
３
．
，
〉
原
発
震
災
か
ら
３
周
年
の
日
（
２
０
１
４

年
３
月
ｎ
日
）
、
政
府
は
３
回
目
追
悼
式
を
主
催
し
た
。

「
政
府
主
催
の
追
悼
式
は
、
東
京
千
代
田
区
の
国

立
劇
場
で
天
皇
、
皇
后
陛
下
を
お
迎
え
し
て
行
な
わ

れ
、
安
倍
首
相
ら
三
権
の
長
、
遺
族
代
表
、
各
国
駐

日
大
使
ら
約
１
２
０
０
人
が
参
列
。
午
後
２
時
“
分

か
ら
１
分
間
、
全
員
で
黙
と
う
し
た
」
（
『
読
売
新
聞
』

３
月
⑫
日
）
。

こ
ぞ
っ
て
の
ハ
デ
な
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
の
天
皇
（
夫
妻
）
を
中
心
に
置
い

た
、
象
徴
天
皇
制
国
家
の
儀
礼
は
、
す
っ
か
り
定
着

し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
く
８
．
胸
〉
「
戦

没
者
追
悼
式
典
」
同
様
、
毎
年
く
り
か
え
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
、
こ
う
い
う
国
家
儀
礼
は
、
ど
う
い
う

政
治
意
図
を
も
っ
て
、
つ
く
り
だ
さ
れ
て
き
て
い
る

の
か
。
〈
８
．
巧
〉
も
天
皇
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

あ
の
侵
略
戦
争
と
植
民
地
支
配
の
主
体
で
あ
る
国
家

（
の
リ
ー
ダ
ー
）
の
責
任
を
問
わ
せ
な
い
た
め
の
儀
礼

で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
個
々
の
戦
死

ろ
ん
、
そ
れ
は
「
原
発
（
核
）
責
任
」
を
忘
却
さ
せ

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
戦
後
、
占
領
軍
ア
メ
リ
カ

の
手
を
か
り
て
、
植
民
地
支
配
・
侵
略
責
任
を
ま
と

も
に
取
ら
な
い
国
家
と
し
て
日
本
は
ス
タ
ー
ト
し
た

（
多
く
の
国
へ
の
賠
償
を
パ
ス
、
そ
し
て
最
高
責
任
制
度
天

皇
制
が
延
命
し
た
事
実
が
、
そ
の
無
責
任
を
象
徴
し
て
い

る
）
。
ゆ
え
に
戦
後
象
徴
天
皇
制
国
家
は
、
〈
無
責
任
〉

を
そ
の
体
系
的
原
理
と
し
て
成
長
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
国
家
は
〈
３
．
ｕ
〉
以
後
も
、
そ
の
体
系
的
原

理
を
よ
り
強
化
し
貫
徹
し
て
い
る
の
だ
。
あ
れ
だ
け

の
惨
事
を
つ
く
り
だ
し
た
政
治
権
雫
力
者
、
国
家
の
官

僚
、
電
力
資
本
を
中
心
と
す
る
財
界
人
、
マ
ス
コ
ミ

で
原
発
は
「
絶
対
安
全
」
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
を
た
れ
流

し
続
け
た
マ
ス
コ
ミ
の
ト
ッ
プ
、
大
量
な
御
用
知
識

人
た
ち
。
３
年
た
っ
て
も
誰
ひ
と
り
と
し
て
、
自
分

た
ち
の
具
体
的
責
任
を
明
示
し
、
責
任
あ
る
ポ
ス
ト

か
ら
お
り
る
と
い
津
《
坐
貝
任
の
取
り
方
を
示
し
た
人
物

は
い
な
い
。
こ
の
恐
る
べ
き
事
実
が
、
な
に
よ
り
も
、

そ
の
事
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

安
倍
首
相
ら
、
ひ
た
す
ら
原
発
を
推
進
し
て
き
た

国
家
の
政
治
権
力
者
た
ち
は
、
一
方
で
、
平
然
と
原

発
再
稼
働
政
策
を
あ
ら
た
に
推
し
進
め
な
が
ら
、
被

害
者
の
追
悼
の
た
め
の
蚕
族
会
参
加
の
）
涙
の
国
家

儀
礼
を
天
皇
儀
礼
と
し
て
政
治
的
に
演
出
し
て
み
せ

て
い
る
の
だ
（
挙
国
一
致
の
黙
と
う
セ
レ
モ
ニ
ー
！
）
。

一
家
倍
首
相
は
、
そ
こ
へ
「
式
辞
」
で
、
こ
う
述
べ
た
。

「
復
興
が
一
歩
一
歩
前
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
実

感
い
た
し
ま
す
。
…
…
復
興
を
更
に
加
速
し
、
被
災

者
の
方
々
が
一
日
も
早
く
普
通
の
生
活
に
戻
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
天
国
で
私
た
ち
を
見
守
っ
て

Ｐ五マーーーー？一
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人
々
と
そ
の
遺
族
に
対
し
、
改
め
て
深
く
哀
悼
の

意
を
表
し
ま
す
。
／
３
年
前
の
今
日
、
東
日
本
を

襲
っ
た
巨
大
地
震
と
そ
れ
に
伴
う
津
波
は
、
２
万

人
を
超
す
死
者
、
行
方
不
明
者
を
生
じ
ま
し
た
。

今
な
お
多
く
の
被
災
者
が
、
被
災
地
で
、
ま
た
避

難
先
で
困
難
な
暮
ら
し
を
続
け
て
い
ま
す
。
さ
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
こ
の
震
災
に
よ
り
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

発
生
し
、
放
射
能
汚
染
地
域
の
立
ち
入
り
が
制
限

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
て
い
る
た
め
、
多
く
の
人
々
が
住
み
慣
れ
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

地
域
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
。
い
ま
だ
に
自
ら
の
家
に
帰
還
す
る
見
通
し
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

立
っ
て
い
な
い
人
々
が
多
い
こ
と
を
思
う
と
心
が

、
、
、
、

痛
み
ま
す
。
／
こ
の
３
年
間
、
被
災
地
に
お
い
て

は
、
人
々
が
厳
し
い
状
況
の
中
、
お
互
い
の
緋
を

大
切
に
し
つ
つ
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
復

興
に
向
け
て
懸
命
に
努
力
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

ま
た
国
内
外
の
人
々
が
こ
う
し
た
努
力
を
支
援
す

る
た
め
に
も
、
引
き
続
き
様
々
な
形
で
尽
力
し
て

い
る
こ
と
を
心
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。
／
被
災
し

た
人
々
の
上
に
は
、
今
も
様
々
な
苦
労
が
あ
る
事

を
察
し
て
い
ま
す
。
こ
の
人
々
の
健
康
が
守
ら
れ
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ど
う
か
希
望
を
失
う
こ
と
な
く
こ
れ
か
ら
を
過
》
」

、
、
、

し
て
い
か
れ
る
よ
う
、
長
き
に
わ
た
っ
て
国
民
皆

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
心
を
一
つ
に
し
て
寄
り
添
っ
て
い
く
こ
と
が
大

切
と
思
い
ま
す
」
（
傍
点
引
用
者
）

安
倍
首
相
の
よ
う
に
、
根
拠
も
な
く
自
分
の
「
復

興
」
政
策
を
自
賛
し
て
、
イ
ン
チ
キ
な
言
葉
を
吐
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
キ
チ
ン
と
安
倍
が
避
け
た

原
発
放
射
能
被
害
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
し
、
「
被

災
者
」
へ
の
や
さ
し
い
配
慮
の
気
持
ち
も
、
に
じ
ん

■
ｑ

蒋
集
一
ｓ
『
３
－
。
洲
』
が
ら
３
涛
一
の
『
今
』

み
た
ま

い
る
犠
牲
者
の
御
霊
に
報
い
う
。
み
ち
で
す
。
大
地
震

の
試
練
か
ら
我
々
が
得
た
貴
重
な
教
訓
を
し
っ
か
り

と
胸
に
刻
み
、
災
害
に
強
い
稚
職
な
国
づ
く
り
を
進

め
て
い
く
こ
と
を
お
誓
い
い
た
し
ま
す
」
。

３
年
も
た
っ
た
の
に
仮
設
住
宅
で
の
生
活
を
強
い

ら
れ
て
い
る
人
々
の
大
量
な
存
在
（
そ
こ
で
の
孤
独
な

自
殺
者
の
続
出
）
、
「
公
営
住
宅
」
は
遅
々
と
し
て
進

展
し
な
い
状
態
。
準
備
さ
れ
た
「
復
興
」
資
金
は
有

効
活
用
さ
れ
ず
に
遊
ん
で
い
る
始
末
。
こ
う
い
う
こ

と
に
象
徴
さ
れ
る
被
害
者
の
〈
棄
民
〉
と
も
い
う
べ

き
実
態
。

こ
れ
を
眼
前
に
し
て
、
こ
の
首
相
の
ま
っ
た
く
な

手
前
味
噌
な
言
葉
に
、
激
し
い
怒
り
を
感
じ
た
人
は
、

少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
す
が
に
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
一
部
に
も
、
被
害
地
の
人
々
の
声
を
中
心
に
、

「
フ
ザ
ケ
ル
ナ
！
」
の
怒
り
の
声
は
露
出
し
て
い
た
。

自
分
た
ち
の
歴
史
的
負
を
ま
っ
た
く
自
問
し
な
い
人

た
ち
の
言
葉
は
、
現
在
の
政
策
に
お
い
て
も
、
人
々

の
命
（
生
活
）
を
切
実
に
か
ん
が
え
る
姿
勢
か
ら
遠

い
、
無
責
任
な
、
う
わ
く
だ
け
の
き
れ
い
事
の
（
「
復

興
」
と
い
う
名
の
棄
民
）
政
策
を
し
か
、
生
み
だ
し
て

い
な
い
の
だ
。

国
事
行
為
と
し
て
天
皇
の
「
論
こ
と
ば
」

こ
の
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
欺
臓
的
な
セ
レ
モ

ニ
ー
に
は
、
天
皇
の
「
お
こ
と
ば
」
な
る
も
の
も
、

つ
き
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
こ
そ
が
全
マ
ス
コ
ミ
あ
げ
て
、

「
あ
り
が
た
く
も
」
大
き
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
だ
）
。

「
本
日
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
３
周
年
を
迎
え
、

こ
こ
に
一
同
と
共
に
、
震
災
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
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で
い
る
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
の
マ
ス
コ
ミ
で
、
一

言
も
批
判
的
言
葉
が
吐
か
れ
る
こ
と
の
な
い
、
こ
の

天
皇
の
あ
り
が
た
い
「
お
言
葉
」
を
、
そ
の
よ
う
に

評
価
す
る
人
は
決
し
て
少
な
く
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
、
私
た
ち
は
立
ち
止
ま
っ
て
キ

チ
ン
と
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
天
皇
の
「
お
言
葉
」
と
は
な
に
か
を
。
本

当
に
そ
れ
は
天
皇
自
身
の
言
葉
で
あ
る
の
か
を
。

戦
後
憲
法
の
第
三
条
に
は
、
こ
う
あ
る
。

「
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、

内
閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
、
内
閣
が
、
そ

の
責
任
を
負
ふ
」
。

あ
の
「
お
言
葉
」
は
安
倍
内
閣
の
「
助
言
と
承
認
」

な
し
に
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
的
に

は
そ
れ
は
天
皇
の
言
葉
で
は
な
く
内
閣
の
主
張
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
。

「
現
行
憲
法
に
お
け
る
大
臣
助
言
制
は
、
明
治

憲
法
な
ど
に
お
け
る
も
の
よ
り
は
る
か
に
徹
底
し

て
お
り
、
内
閣
の
助
言
に
よ
ら
な
い
天
皇
の
国
事

行
為
は
存
し
え
な
い
と
と
も
に
、
天
皇
は
完
全
に

内
閣
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

応
じ
て
、
内
閣
の
責
任
も
き
わ
め
て
徹
底
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
天
皇
の
国
事
行
為
は
、
す
べ

て
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
天

皇
の
行
為
は
す
べ
て
内
閣
の
行
為
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
」
（
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ｉ
［
新
版
］
』
有

斐
閣
・
１
９
５
７
年
）
。

戦
後
の
憲
法
解
釈
学
説
と
し
て
大
き
な
影
響
を

持
っ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
引
用
し
た
。
「
天
皇
の
行
為

は
す
べ
て
内
閣
の
行
為
」
と
い
う
憲
法
理
解
は
、
今
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ほ
、
十
の
「
儀
式
を
行

ふ
こ
と
」
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
一
連
の
国
事
行
為

は
「
実
質
的
決
定
権
」

か
ら
は
排
除
さ
れ
た
、

天
皇
に
よ
る
儀
礼
的
・

形
式
的
行
為
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
が
、
「
十
」

の
儀
式
は
、
国
家
機
関
と
し
て
の
天
皇
が
主
宰
す
る

国
家
的
儀
式
を
意
味
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
は
あ

り
え
な
い
。

そ
れ
は
、
こ
こ
の
「
国
事
行
為
」
で
は
な
い
の

だ
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
と
し

て
天
皇
は
国
会
開
会
式
の
「
お
こ
と
ば
」
（
こ
れ
は
戦

前
か
ら
の
習
慣
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
新
年
一
般
参

賀
（
１
９
４
８
年
か
ら
）
、
国
民
体
育
大
会
へ
の
出
席

（
１
９
４
９
年
か
ら
）
、
全
国
植
樹
祭
出
席
（
１
９
５
０

年
か
ら
）
、
全
国
戦
没
者
追
悼
式
出
席
（
１
９
５
２
年

か
ら
）
、
園
遊
会
開
催
（
１
９
５
３
年
か
ら
）
：
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
名
誉
総
裁
と
し
て
の
開
会
宣
言

（
１
９
６
９
年
）
、
万
国
博
覧
会
へ
の
出
席
（
１
９
７
０

年
）
、
欧
州
へ
の
皇
室
外
交
（
１
９
７
１
年
）
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
へ
（
１
９
７
５
年
）
と
、
戦
後
の
時
間
の

流
れ
の
中
で
着
々
と
、
そ
の
行
為
を
拡
大
し
、
く
り

か
え
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
歴
代
の
政
府
（
内
閣
）
が
、

そ
れ
を
さ
せ
、
そ
の
既
成
事
実
を
テ
コ
に
、
国
家
機

関
と
し
て
の
国
事
行
為
と
私
人
と
し
て
の
行
為
と
の

間
の
、
天
皇
の
第
三
の
「
行
為
」
な
る
概
念
を
う
み

だ
さ
せ
た
。
「
象
徴
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
公
的

行
為
（
象
徴
行
為
説
）
あ
る
い
は
「
天
皇
の
公
人
と

し
て
の
地
位
に
伴
う
当
然
の
社
交
的
・
儀
礼
的
行
為
」

（
公
人
行
為
説
）
が
そ
れ
だ
。
そ
れ
は
、
す
で
に
行
な

わ
れ
て
い
る
天
皇
の
行
為
を
、
「
国
事
行
為
」
に
準

ず
る
「
公
的
行
為
」
と
位
置
づ
け
、
「
内
閣
の
助
言

と
承
認
」
と
い
う
し
ば
り
を
か
け
て
お
く
べ
き
だ
と

い
う
、
天
皇
制
の
政
治
化
へ
の
ブ
レ
ー
キ
と
い
う
動

機
が
つ
く
り
だ
し
た
学
説
で
あ
っ
た
（
政
府
も
そ
の

説
で
天
皇
の
「
国
事
」
外
活
用
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
な
っ

た
）
。

に
い
た
る
ま
で
、
す
こ
ぶ
る
一
般
的
な
理
解
で
あ
る

は
ず
だ
。

た
だ
「
国
事
行
為
」
な
る
も
の
は
、
「
第
七
条
」

に
こ
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

「
天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国

民
の
た
め
に
、
左
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。

一
憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及
び
条
約
を
公

布
す
る
こ
と
。

二
国
会
を
招
集
す
る
こ
と
。

三
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

四
国
会
議
員
の
総
選
挙
の
施
行
を
公
示
す
る

こ
と
。

五
国
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の

官
吏
の
任
免
並
び
に
全
権
委
任
状
及
び
大

使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
証
す
る
こ
と
。

六
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除

及
び
復
権
を
認
証
す
る
こ
と
。

七
栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

八
批
准
害
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外

交
文
書
を
認
証
す
る
こ
と
。

九
外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

十
儀
式
を
行
ふ
こ
と
。

〈
３
．
，
〉
の
国
家
儀
礼
は
、
十
の
「
儀
式
を
行

(イラストほしの・めぐみ）

一
特
集
ｓ
『
３
．
型
か
ら
３
年
の
忌
画
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内
閣
に
よ
る
象
徴
天
皇
制
の
溺
謎
掴
化
と
無
責
任
へ

し
か
し
、
実
際
に
お
き
た
の
は
、
す
で
に
ふ
れ
た

よ
う
に
、
「
公
的
行
為
」
と
さ
れ
る
天
皇
の
行
為
の

日
々
の
拡
大
と
い
う
、
内
閣
（
政
府
）
に
よ
る
天
皇

の
政
治
活
用
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
拡
大
と
い
う
象
徴
天

皇
制
の
政
治
化
で
あ
っ
た
。
今
ま
た
〈
３
．
ｕ
〉
天

皇
式
典
が
毎
年
く
り
か
え
さ
れ
る
か
た
ち
で
プ
ラ
ス

さ
れ
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
式
典
の
「
お
こ
と
ば
」

は
「
国
事
」
で
は
な
い
「
公
的
行
為
」
だ
が
、
「
内

閣
の
助
言
と
承
認
」
な
し
で
は
許
さ
れ
な
い
、
内
閣

の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
は
ず
だ
。

と
こ
ろ
が
政
府
は
、
そ
の
事
実
に
ふ
れ
ず
、
マ
ス

コ
ミ
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
天
皇
自
身
の
言
葉
で
あ

る
か
の
ど
と
く
大
々
的
に
報
道
し
続
け
て
い
る
（
宮

内
庁
を
通
し
て
天
皇
の
意
見
が
少
し
は
介
入
し
て
い
る
だ
ろ

う
が
、
基
本
的
に
は
内
閣
の
言
葉
を
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
は
ず
だ
）
。
与
え
ら
れ
た
役
割
を
演
じ
て
い
る
だ
け

な
の
に
。
「
お
言
葉
」
に
は
内
閣
が
必
要
と
す
る
政

治
的
天
皇
像
が
（
慈
愛
に
み
ち
た
、
心
や
さ
し
き
「
陛
下

Ⅱ
国
家
」
！
）
つ
め
こ
ま
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。

私
た
ち
は
安
倍
の
「
式
辞
」
の
言
葉
の
欺
臓
以
上

の
操
作
的
欺
臓
を
、
天
皇
の
「
お
こ
と
ば
」
な
る
も

の
に
見
出
す
べ
き
な
の
だ
。
こ
の
式
典
の
天
皇
の
「
お

こ
と
ば
」
こ
そ
が
無
責
任
の
体
系
と
し
て
完
成
さ
れ

て
い
る
象
徴
天
皇
制
国
家
の
欺
臓
性
の
集
中
的
表
現

な
の
で
は
な
い
の
か
。

（
あ
ま
の
．
や
す
か
ず
／
本
誌
編
集
委
員
）
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