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東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
大
阪
万
国
博
覧
会
が
再
び
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
昭
和

三
十
九
年
（
一
九
六
四
（
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
（
の
日
本

万
国
博
覧
会
の
映
像
が
紹
介
さ
れ
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
高
度
経

済
成
長
期
を
代
表
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
の
人
び
と
の
暮
ら
し
や
生
活

の
様
子
が
具
体
的
に
紹
介
さ
れ
る
機
会
は
、
ま
だ
あ
ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
び
、
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
（
か
ら
四
十
三
年
（
一
九
六
八
（
の
人
び

と
の
暮
ら
し
の
様
子
を
記
録
し
た
写
真
か
ら
、
祭
り
や
行
事
を
中
心
に
選
び
出
し
て
編

集
し
、
解
説
を
加
え
た
写
真
集
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　

写
真
を
撮
っ
た
の
は
、
三
村
幸
一
氏
（
一
九
〇
三
～
九
八
（
で
す
。
大
阪
で
写
真
店

を
営
ん
で
い
た
入
江
泰
吉
の
誘
い
で
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
五
〇
（
ご
ろ
か
ら
当
時
四

つ
橋
に
あ
っ
た
文
楽
座
で
人
形
浄
瑠
璃
の
写
真
を
撮
り
始
め
、
戦
災
で
入
江
が
故
郷
の

奈
良
へ
戻
っ
て
大
和
路
の
仏
像
や
風
景
を
撮
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
道
頓
堀
文
楽
座
、

朝
日
座
、
国
立
文
楽
劇
場
で
写
真
を
撮
り
続
け
ま
し
た
。
文
楽
の
舞
台
を
撮
影
し
た
写

真
は
、
研
究
者
に
提
供
さ
れ
、
文
楽
を
紹
介
す
る
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
以
外
に
大
阪
で
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
や
演
劇
、
能
な
ど
の
写
真
も
撮
っ
て
い
た

よ
う
で
、
そ
れ
ら
の
フ
ィ
ル
ム
と
関
連
資
料
が
没
後
遺
族
か
ら
大
阪
歴
史
博
物
館
に
寄

贈
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
フ
ィ
ル
ム
の
中
に
、
今
回
掲
載
し
た
日
本
各
地
の
祭
り
や
行
事
、

暮
ら
し
の
様
子
を
写
し
た
も
の
も
残
っ
て
い
ま
し
た
。
五
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
近
畿
民

俗
学
会
や
名
古
屋
の
ま
つ
り
同
好
会
に
入
会
し
、
民
俗
学
の
研
究
者
た
ち
に
同
行
し
て

写
真
を
撮
っ
て
廻
っ
た
よ
う
で
す
。

　

残
っ
て
い
る
フ
ィ
ル
ム
は
三
十
五
ミ
リ
、
三
十
六
枚
撮
り
の
モ
ノ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が

一
本
ご
と
に
ア
ル
バ
ム
へ
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
関
西
大
学
大
阪
都
市
遺
産
研
究

セ
ン
タ
ー
の
研
究
と
し
て
二
〇
一
二
年
か
ら
一
四
年
の
期
間
で
デ
ジ
タ
ル
化
と
整
理
、

分
析
の
作
業
を
行
な
い
ま
し
た
。

　

現
代
の
カ
メ
ラ
ほ
ど
は
性
能
が
よ
く
な
い
た
め
、
写
り
が
悪
い
も
の
も
多
く
、
そ
の

中
か
ら
抜
き
出
し
た
写
真
で
三
回
展
示
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
展
示
写
真
に

追
加
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
こ
の
二
冊
で
す
。

　

編
集
は
、
大
阪
都
市
遺
産
研
究
セ
ン
タ
ー
の
活
動
が
終
了
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
後

継
機
関
の
な
に
わ
大
阪
研
究
セ
ン
タ
ー
と
大
阪
歴
史
博
物
館
の
編
集
と
し
、
実
際
の
作

業
は
大
阪
歴
史
博
物
館
の
澤
井
浩
一
さ
ん
、
大
阪
都
市
遺
産
研
究
セ
ン
タ
ー
の
リ
サ
ー

チ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
こ
の
研
究
に
関
わ
っ
た
吉
野
な
つ
こ
さ
ん
、
筆
者
の
三
人
が

担
当
し
ま
し
た
。

　

一
冊
目
は
、
大
阪
府
・
兵
庫
県
の
写
真
を
集
め
た
も
の
で
、
大
阪
市
の
四
季
か
ら
始

ま
り
、
北
の
能
勢
町
か
ら
南
へ
市
町
村
の
順
に
並
べ
て
い
ま
す
。
行
事
の
数
が
多
い
四

大
阪
歴
史
博
物
館
・
関
西
大
学
な
に
わ
大
阪
研
究
セ
ン
タ
ー
編

『
昭
和
の
民
俗
と
世
相
①
―
三
村
幸
一
が
写
し
た
大
阪
・
兵
庫
』

『
昭
和
の
民
俗
と
世
相
②
―
三
村
幸
一
が
写
し
た
日
本
の
風
景
』
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天
王
寺
と
住
吉
大
社
は
特
集
に
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。
後
半
は
兵
庫
県
で
、
神
戸
市
か

ら
順
に
写
真
を
並
べ
、
年
頭
行
事
の
追
儺
式
（
鬼
追
い
式
（
は
特
集
と
し
ま
し
た
。
現

代
で
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
行
事
も
多
い
た
め
、
写
真
に
は
短
い
解
説
を
添
え
て

い
ま
す
。

　

掲
載
し
た
写
真
の
例
を
、
表
紙
に
載
せ
た
写
真
を
使
っ
て
紹
介
し
ま
す
。

　

表
紙
は
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
（
の
天
神
祭
で
、
大
川
を
神
幸
す
る
神
輿
船
に

お
供
を
す
る
供
奉
船
か
ら
撮
影
し
た
風
景
で
す
。
天
神
祭
の
船
渡
御
は
、
祭
り
の
前
に

鉾
を
流
し
、
そ
れ
が
流
れ
着
い
た
下
流
の
岸
辺
に
向
か
っ
て
い
た
の
が
、
江
戸
時
代
に

は
松
島
の
旅
所
に
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
工
業
用
水
の
汲
み
上

げ
な
ど
の
影
響
に
よ
る
地
盤
沈
下
で
途
中
の
橋
の
下
を
船
が
く
ぐ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、
こ
の
前
年
か
ら
逆
に
上
流
の
桜
宮
へ
向
か
う
よ
う
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
多
く

の
人
が
天
神
橋
の
上
か
ら
見
物
し
、
遠
く
に
天
満
橋
と
大
阪
城
が
見
え
、
低
空
飛
行
の

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
写
っ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
橋
の
上
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
は
で
き

な
く
な
っ
て
お
り
、
ビ
ル
が
建
っ
て
大
阪
城
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

裏
表
紙
の
上
は
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
（
に
四
天
王
寺
で
年
頭
の
修
正
会
の

結
願
で
行
な
わ
れ
る
ど
や
ど
や
の
写
真
で
、
本
来
は
農
村
の
若
者
と
漁
村
の
若
者
が
集

ま
っ
て
、
六
時
堂
の
天
井
か
ら
投
げ
ら
れ
る
護
符
を
奪
い
合
い
ま
す
。
写
真
は
、
そ
の

天
井
の
と
こ
ろ
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
、
護
符
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
上
を
向
い
て
手

を
伸
ば
す
様
子
が
見
え
ま
す
。
下
は
同
年
八
月
の
住
吉
大
社
の
夏
祭
り
で
、
堺
の
宿
院

へ
向
け
て
出
発
す
る
た
め
、
多
く
の
人
び
と
が
神
輿
（
鳳ほ
う
れ
ん輦
（
を
担
い
で
境
内
の
反
橋

（
太
鼓
橋
（
を
渡
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
翌
年
、
宿
院
の
社
殿
を
修
築
す
る
た
め
神
輿
の

渡
御
は
中
止
に
な
り
、
そ
の
後
も
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
（
ま
で
、
神
輿
は
車
に
載

せ
て
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
を

う
ま
く
画
面
に
切
り
取
っ
て
い
る
写
真
で
す
。

　

二
冊
目
は
、
京
都
府
、
奈
良
県
、
滋
賀
県
な
ど
近
畿
地
方
を
中
心
に
、
東
北
か
ら
九

州
ま
で
全
国
各
地
の
祭
り
・
行
事
の
写
真
を
収
録
し
ま
し
た
。
最
初
に
京
都
市
内
の
行
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夜
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

　

三
重
県
名
張
市
神
屋
の
吉
原
地
区
で
は
、
氏
神
社
が
別
の
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
も
、

か
つ
て
の
氏
神
社
の
天
王
祭
を
続
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
で
は
な
く
な
っ
た
行
事

の
こ
と
を
地
元
の
研
究
者
の
中
貞
夫
が
『
名
張
の
民
俗
』（
一
九
六
一
年
（
に
記
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
記
述
と
刊
行
の
前
年
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
の
様
子
が
一
致
し
て
い
ま
す
。

　

ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
調
査
と
撮
影
な
の
で
一
致
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
す
が
、

こ
れ
ら
の
本
に
は
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は
そ
こ
に
記
さ
れ
た
文
章

か
ら
想
像
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
が
、
具
体
的
な
様
子
が
わ
か
る
写
真
が
見
つ
か
っ
た

の
は
貴
重
な
こ
と
で
す
の
で
、
収
録
写
真
の
数
を
少
し
増
や
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
出
版
社
か
ら
の
提
案
で
本
の
題
名
に
世
相
と
い
う
語
を
入
れ
た
の

に
も
関
わ
ら
ず
、
一
冊
目
で
は
当
時
の
暮
ら
し
を
う
か
が
え
る
写
真
は
四
天
王
寺
境
内

の
露
店
ぐ
ら
い
し
か
収
録
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
二
冊
目
で
は
生
活
の
記
録
と
し
て
、

町
並
み
や
山
村
、
漁
村
の
風
景
、
牛
が
運
搬
を
し
て
い
る
様
子
、
子
ど
も
の
遊
び
な
ど

の
写
真
を
収
録
す
る
章
を
設
け
ま
し
た
。

　

高
度
経
済
成
長
期
で
変
化
す
る
前
の
昭
和
の
風
景
を
懐
か
し
く
思
う
方
、
ま
っ
た
く

知
ら
な
い
時
代
を
記
録
し
た
資
料
と
し
て
と
ら
え
る
方
な
ど
、
読
む
人
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
印
象
は
異
な
る
で
し
ょ
う
が
、
一
度
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（『
昭
和
の
民
俗
と
世
相
①
』
二
〇
一
八
年
二
月
、
Ａ
5
判　

二
四
七
頁　

本
体
二
六
〇

〇
円
、『
昭
和
の
民
俗
と
世
相
②
』
二
〇
一
八
年
十
二
月
、
Ａ
5
判　

二
八
〇
頁　

本
体

二
八
〇
〇
円
、
清
文
堂
出
版
）

（
く
ろ
だ　

か
ず
み
つ　

関
西
大
学
な
に
わ
大
阪
研
究
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
、�

関
西
大
学
文
学
部
教
授
（

事
を
正
月
か
ら
大
晦
日
ま
で
追
い
、
奈
良
県
で
も
、
年
頭
の
村
の
境
界
な
ど
に
掛
け
る

勧
請
縄
、
田
植
の
所
作
を
演
じ
る
お
ん
だ
（
御
田
植
祭
り
（、
東
大
寺
二
月
堂
の
修
二
会

（
お
水
取
り
（、
端
午
の
節
供
の
ノ
ガ
ミ
行
事
な
ど
、
季
節
の
順
に
写
真
を
並
べ
ま
し
た
。

　

表
紙
の
写
真
は
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
（
の
祇
園
祭
の
様
子
で
す
。
現
在
は

四
条
通
か
ら
河
原
町
通
を
北
上
し
、
御
池
通
を
西
に
進
み
ま
す
が
、
こ
の
当
時
の
山
鉾

は
寺
町
通
を
南
へ
下
っ
て
松
原
通
を
西
へ
進
ん
で
い
ま
し
た
。
翌
年
で
こ
の
巡
行
路
は

な
く
な
り
ま
す
。
手
前
の
家
の
屋
根
の
上
か
ら
撮
っ
た
迫
力
あ
る
写
真
で
す
。

　

裏
表
紙
の
上
の
写
真
は
、
福
岡
県
吉
富
町
・
八
幡
古
表
神
社
で
昭
和
三
十
六
年
（
一

九
六
一
（
に
撮
影
さ
れ
た
傀
儡
子
舞
で
す
。
宇
佐
神
宮
と
関
係
の
あ
る
神
社
で
、
現
在

は
四
年
ご
と
の
閏
年
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。
神
々
を
表
す
人
形
を
動
か
し
て
い
る
様
子
を

舞
台
裏
か
ら
撮
っ
た
写
真
で
、
右
手
に
写
る
大
き
な
行
司
を
し
て
い
る
神
の
陰
に
な
っ

て
い
る
小
さ
な
住
吉
神
が
、
左
側
に
い
る
大
勢
の
神
々
と
相
撲
を
取
っ
て
勝
利
す
る
場

面
で
す
。
文
楽
を
長
年
撮
っ
て
い
た
だ
け
あ
り
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス
を
よ
く
と
ら

え
て
い
ま
す
。

　

下
の
写
真
は
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
（
の
三
重
県
鳥
羽
市
の
沖
合
に
浮
か
ぶ

菅
島
の
し
ろ
ん
ご
祭
で
す
。
年
に
一
度
こ
の
湾
で
鮑
を
捕
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
一
斉
に

海
女
さ
ん
た
ち
が
海
に
泳
ぎ
出
し
ま
す
。
今
は
海
女
さ
ん
の
数
も
減
り
、
磯
着
で
は
な

く
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ
で
海
に
潜
り
ま
す
。

　

写
真
の
選
び
出
し
は
、
彼
が
得
意
と
し
た
民
俗
芸
能
や
、
現
在
行
な
わ
れ
て
い
な
い

祭
り
や
行
事
、
背
後
の
風
景
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
と
く
に
選
び

ま
し
た
が
、
解
説
文
を
書
く
た
め
に
撮
影
時
に
近
い
調
査
報
告
書
を
さ
が
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
報
告
書
の
記
述
と
同
じ
様
子
が
写
真
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

　

三
重
県
志
摩
市
安
乗
の
年
越
し
行
事
の
撮
影
は
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
（
で

す
が
、
そ
の
様
子
は
岩
田
準
一
の
『
鳥
羽
志
摩
の
民
俗
』（
一
九
六
九
年
（
の
記
述
の
通

り
で
す
。
当
時
は
旧
暦
の
大
晦
日
に
豆
ま
き
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
旧
暦
の
大
晦

日
は
節
分
に
近
い
日
程
と
な
り
、
節
分
の
夜
は
大
晦
日
の
夜
と
同
じ
よ
う
に
年
越
し
の




