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2
0
1
7
年
が
明
け
た
。

何
と
も
胸
騒
ぎ
を
覚
え
る
幕

開
け
だ
。
後
世
に
お
い
て｢

大

転
換
期
で
あ
っ
た｣

と
ふ
り
返

ら
せ
る
に
充
分
な
出
来
事
が

い
く
つ
も
あ
っ
た
16
年
、
国

際
協
調
路
線
が
描
き
切
れ
な

い
手
探
り
の
船
出
と
言
え
そ

う
だ
。
そ
の
一
方
で
、
よ
っ

て
立
つ
べ
き
足
元
の
国
内
事

情
も
、
国
と
地
方
が
抱
え
る

1
0
0
0
兆
円
超
の
借
金
頼

み
の
財
政
・
人
口
減
・
少
子

高
齢
化
と
こ
れ
に
起
因
す
る

社
会
保
障
政
策
な
ど
課
題
山

積
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
国
内
外
の
課
題
に

対
応
す
る
の
が
、
民
主
主
義

に
よ
る
社
会
の
意
思
決
定
で

あ
る
。
多
様
な
意
見
を
持
つ

個
々
人
が
、
社
会
の
構
成
員

と
し
て
一
体
感
を
持
ち
多
数

決
の
結
論
を
得
て
実
行
す
る

の
が
原
理
原
則
の
筈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
既
存
秩
序
へ
の
不

満
、
貧
富
の
格
差
が
拡
大
す

る
な
ど
、
例
え
ば
英
国
の
欧

州
連
合(

Ｅ
Ｕ)

離
脱
、
難
民

問
題
、
韓
国
、
統
領
弾
劾
、

米
国
大
統
領
選
で
の
ト
ラ
ン

プ
現
象
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
選
挙
が
一
時
の
う
っ

ぷ
ん
晴
ら
し
と
な
り
、
民
主

主
義
そ
の
も
の
の
持
続
可
能

性
が
怪
し
く
な
る
。
ま
さ
に

民
主
主
義
の
危
機
・
限
界
を

暗
示
し
て
い
る
感
が
強
い
。

　

そ
こ
で
改
め
て
民
主
主
義

の
原
点
に
思
い
を
至
し
、
選

挙
文
化
が
支
え
る
政
治
文
化

と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
選

挙
執
行
管
理
の
第
一
線
現
場

か
ら
考
え
て
み
た
い
。
特
に

昨
年
は
70
年
ぶ
り
の
わ
が
国

憲
政
史
上
初
の
18
歳
以
上
選

挙
権
と
、
一
票
の
格
差
是
正

の
た
め
の
参
院
選
合
区
選
挙

が
執
行
さ
れ
、
先
例
の
な
い

取
り
組
み
が
実
施
さ
れ
た
。

選
挙
制
度
の
今
後
の
あ
り
方

も
含
め
て
現
場
で
の
試
行
錯

誤
、
創
意
工
夫
、
切
磋
琢
磨

を
検
証
し
、
今
後
を
考
え
て

み
た
い
と
思
う
。

　

私
た
ち
が
学
校
で
学
ん
で

き
た
18
、
9
世
紀
の
伝
統
的

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
で
は
、

今
日
の
著
し
い
変
化
に
対
応

し
切
れ
な
い
状
況
が
世
界
各

地
で
多
発
し
て
い
る
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で

説
か
れ
て
き
た
伝
統
的
な
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
を
根
本
的
に
再

考
し
、
修
正
と
補
強
を
加
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
民
主
政
治
発
展

の
根
幹
で
あ
る
選
挙
制
度
の

あ
り
方
と
そ
の
適
切
な
執
行

管
理
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
民
主
制
と
言
う

も
の
は
、
専
制
的
政
府
に
対

す
る
反
抗
の
歴
史
と
言
え
よ

う
。
戦
争
に
よ
る
征
服
・
被

征
服
の
過
程
を
経
て
、
支
配

者
は
専
制
政
治
を
行
う
。
こ

れ
に
経
済
力
を
つ
け
た
商
人

階
級
中
心
の
庶
民
が
反
抗
し

て
、
1
6
8
8
年
～
9
年
イ

ギ

リ

ス

の

名

誉

革

命

、

1
7
7
6
年
の
ア
メ
リ
カ
独

立
革
命
、
1
7
8
9
年
フ
ラ

ン
ス
革
命
な
ど
が
、
絶
対
主

義
・
専
制
政
治
を
打
破
し
、

こ
れ
ら
三
大
革
命
を
契
機
に

近
代
の
民
主
制
が
確
立
さ
れ

て
い
く
。
そ
の
実
現
の
た
め

に
、
三
権
分
離
主
義
、
法
治

主
義
、
議
会
主
義
の
三
つ
の

基
本
方
式
で
政
治
を
行
い
、

国
王
や
政
府
に
よ
っ
て
干
渉

さ
れ
な
い
国
民
個
々
人
の
自

由
を
最
大
限
に
確
保
す
る
こ

と
を
目
指
す
。

　

こ
う
し
て
選
挙
権
が
整
備

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

や
が
て
産
業
の
発
展
が
貧
富

の
格
差
を
生
み
、
選
挙
権
の

拡
大
は
選
挙
人
の
間
に
利

害
・
感
情
・
教
養
・
社
会
的

地
位
な
ど
に
お
い
て
等
し
く

な
い
異
質
分
子
を
生
む
こ
と

に
な
る
。
国
民
の
間
に
同
質

性
の
存
在
が
次
第
に
崩
れ
て

い
く
。｢

民
主
主
義
は
普
遍
的

な
も
の
で
な
い｣

の
で
あ
る
が
、

｢

ベ
ス
ト
が
な
い
以
上
、
ベ
タ

ー
な
民
主
主
義｣

を
再
考
、
修

正
、
補
強
し
て
活
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
最
高

の
手
段
と
し
て
選
挙
制
度
が

活
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

歴
史
の
教
訓
で
あ
る
が

1
9
3
2
年
7
月
、
総
選
挙

で
2
3
0
議
席
を
占
め
た
ナ

チ
ス
党
が
第
一
党
と
な
り
、

翌
年
2
月
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
首

相
と
な
る
。
3
月
24
日｢

国
民

及
び
国
家
の
危
機
排
除
に
関

す
る
法
律｣

を
公
布
し
独
裁
者

の
道
を
歩
み
始
め
て
い
る
。

そ
の
当
時
最
も
民
主
的
と
言

わ
れ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
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下
で
、
三
権
分
離
主
義
を
否

定
し
政
府
が
全
権
力
を
掌
握
、

絶
対
的
権
力
を
振
い
以
降
破

滅
へ
の
道
を
進
む
。
い
わ
ゆ

る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
は
、

民
主
主
義
の
母
国
イ
ギ
リ
ス

や
ア
メ
リ
カ
な
ど
世
界
各
国

に
伝
播
し
、
民
主
主
義
が
万

能
で
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ

る
。｢

ベ
ス
ト
で
は
な
い
が
、

ベ
タ
ー
な
制
度｣

と
し
て
修
正
、

補
強
さ
れ
つ
つ
現
在
に
至
っ

て
い
る
。

　

そ
し
て
71
年
後
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
独
立
、
大
阪
都
構

想
、
英
国
Ｅ
Ｕ
離
脱
問
題
な

ど
を
巡
る
国
民
投
票
が
、
さ

ら
に
新
た
な
民
主
主
義
の
行

詰
ま
り
と
選
挙
制
度
の
あ
り

方
を
問
う
様
相(

徳
島
エ
コ
ノ

ミ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
自
治
随
想

v
o
l
.
1
0
7
)

を
呈
し
て
い
る
。

　

年
改
ま
っ
て
2
0
1
7
年

1
月
20
日
、
米
45
代
ト
ラ
ン

プ
新
大
統
領
の
異
常
な
就
任

式
、
そ
の
数
時
間
前
の
安
倍

首
相
の
通
常
国
会
所
信
表
明

と
、
漂
流
感
漂
う
幕
開
け
と

な
っ
た
。

　

大
げ
さ
に
言
え
ば
、
地
球

全
体
を
不
確
実
性
が
覆
う
か

の
よ
う
な
気
配
す
ら
す
る
。

今
後
ど
う
考
え
、
ど
う
す
れ

ば
い
い
の
か
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、

日
本
に
何
が
で
き
、
地
方
に

暮
ら
す
私
た
ち
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
の
か
、
見
当
も
つ
か

な
い
。
民
主
主
義
と
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
の
と
り
で
の
中
で
、

豊
か
な
食
卓
と
利
便
性
の
高

い
社
会
生
活
に
囲
ま
れ
て
き

た
私
た
ち
は
、
じ
っ
く
り
腰

を
据
え
て
考
え
、
判
断
し
、

行
動
す
べ
き
転
換
期
に
立
っ

て
い
る
。

　

民
主
主
義
は
個
人
を
大
切

に
す
る
政
治
形
態
だ
。
そ
の

個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
利
害
を
抱

え
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
起
き

る
様
々
な
争
い
を
昔
は
武
力

で
解
決
し
て
き
た
が
、
民
主

主
義
は
血
を
流
さ
ず
に
収
め

よ
う
と
選
挙
を
導
入
し
、
た

ま
っ
た
不
満
を
解
消
す
る
社

会
の
安
全
弁
と
し
た
。
と
こ

ろ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
経

済
・
貧
富
の
格
差
・
社
会
保

障
問
題
・
テ
ロ
・
移
民
・
領

土
問
題
な
ど
多
様
な
社
会
状

況
の
激
変
を
巡
っ
て
市
民
の

声
が
政
治
に
届
か
な
い
。｢

オ

ー
ル
・
オ
ア
ー
・
ナ
ッ
シ
ン

グ｣

や｢

イ
エ
ス
か
ノ
ー
か｣

の

傾
向
が
顕
著
と
な
る
。
代
表

を
選
ぶ
選
挙
の
自
由
が
そ
こ

な
わ
れ
れ
ば
民
主
主
義
は
機

能
し
な
い
。
や
は
り
身
近
な

地
域
社
会
で
、
居
酒
屋
や
井

戸
端
会
議
で
、
み
ん
な
が
共

助
の
精
神
で
再
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
や
す
い
社
会
を
構
築
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、

個
人
が
住
む
自
由
な
地
方
自

治
こ
そ
が
極
め
て
大
切
だ
と

思
い
た
い
。
地
方
に
お
い
て

｢

意
志
の
あ
る
選
択(

挙)
｣

を

実
践
す
る
こ
と
こ
そ
肝
要
で

あ
ろ
う
。
未
知
や
無
知
の
先

に
代
償
は
な
い
。
だ
か
ら
辛

く
と
も
現
実
を
知
り
、
学
び
、

考
え
、
判
断
で
き
る
地
域
社

会
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
全
国
約
1
8
0
0
の

地
方
自
治
体
か
ら
、
日
本
と

い
う
国
家
に
連
動
し
、
日
本

な
ら
で
は
の
個
性
と
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
基
づ
く
方

向
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
し
づ
め
日
本
は
自
由
主
義

の
旗
を
か
か
げ
続
け
、
戦
後

資
源
の
な
い
小
国
が
豊
か
に

な
れ
た
経
緯
を
忘
れ
る
こ
と

な
く
、
加
速
す
る
デ
ジ
タ
ル

社
会
へ
の
対
応
、
資
本
主
義

と
民
主
主
義
の
衝
突
の
平
和

的
調
整
、
持
続
可
能
な
国
内

対
策(

国
・
地
方
の
財
政
問
題
、

少
子
高
齢
化
、
貧
富
格
差
の

是
正
、
教
育
・
社
会
保
障
等)

な
ど
を
追
及
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

振
り
返
る
と
こ
れ
ま
で

1
5
0
年
、
明
治
維
新
と
敗

戦
と
い
う
大
き
な
訓
練
を
乗

り
越
え
て
き
た
若
い
世
代
の

活
躍
が
思
い
浮
か
ぶ
。
18
歳

選
挙
権
施
行
を
契
機
に
、
若

者
を
前
面
に
押
し
立
て
、
国

も
地
方

も
総
力

を
結
集

し
て
、

新
し
い

日
本
を

目
指
し

た
い
も

の
だ
。

　

日
本

の
国
技

大
相
撲

に
19
年

ぶ
り
に

日
本
人

横
綱
が

誕
生
、

久
し
振

り
に｢

日
本
ら

し
さ｣

の
興
奮
が
各
地
に
湧
き

起
こ
っ
て
い
る
。
第
72
代
新

横
綱
は
、｢

ふ
る
さ
に
想
い
を

発
し
、
稽
古
と
真
っ
向
勝
負

を
信
条
に
精
進｣

を
誓
っ
た
。

久
し
振
り
に
日
本
人
像
を
教

え
ら
れ
た
気
が
す
る
。
ふ
る

さ
と
と
い
う
原
点
を
、
こ
の

国
日
本
に
つ
な
げ
、
さ
ら
に

持
続
可
能
な
国
内
シ
ス
テ
ム

再
編
と
、
日
本
ら
し
く
世
界

に
つ
な
が
る
方
向
を
目
指
し

た
い
も
の
で
あ
る
。
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わ
が
国
は
、

私
た
ち
地
方
人
は




