
　

金
を
か
け
な
い
は
ず
だ
っ
た
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
。
会
場
建
設
費
は
予
算
を
オ
ー
バ
ー
。

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
会
場
臭
く
て
水
泳
中
止
に

な
っ
た
前
哨
戦
。
こ
れ
ま
で
の
会
場
で
は
駄

目
な
の
か
。
終
了
後
赤
字
予
測
の
会
場
。
長

野
冬
季
五
輪
の
借
金
返
済
に
県
民
一
人
当
り

5
年
間
1
万
円
税
金
か
ら
と
か
。
ボ
ブ
ス

レ
ー
施
設
借
り
手
が
い
な
い
、
管
理
費
が
か

か
る
、
取
り
壊
し
に
も
多
額
の
費
用
が
。

　

会
場
建
設
は
電
材
製
品
が
多
く
使
用
さ
れ

る
が
、
国
威
な
の
か
設
備
投
資
過
多
。
予
算

オ
ー
バ
ー
、
赤
字
覚
悟
。
こ
れ
が
企
業
な
ら

倒
産
も
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
。
農
民
は
逃

貢
米
の
収
穫
は
千
五
百
石
足
ら
ず
。
農
家
が

減
れ
ば
一
戸
当
り
の
負
担
は
増
え
、
残
っ
た

者
も
や
け
に
な
っ
て
博
打
に
う
つ
つ
を
抜
か

す
有
様
。
今
、
競
馬
、
競
輪
、
パ
チ
ン
コ
な

ど
客
数
が
減
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
す
る

人
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
金
が
染
み
込
ん
で
い
な

い
か
ら
。

　

本
家
と
し
て
小
田
原
藩
は
、
多
く
の
金
を

つ
ぎ
込
ん
だ
が
焼
け
石
に
水
で
万
策
尽
き
、

金
次
郎
に
総
て
を
委
ね
た
の
で
し
た
。

　

い
か
に
困
っ
た
と
は
い
え
、
封
建
時
代
に

一
介
の
農
民
に
任
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
正

に
藩
主
の
英
断
で
し
た
。

　

桜
町
仕
法

　

金
次
郎
は
ま
ず
桜
町
領
の
徹
底
的
調
査
を

行
い
、
元
禄
以
来
百
年
に
亘
る
年
貢
帳
を
調

べ
上
げ
、
年
貢
の
限
度
額
は
二
千
石
で
あ
る

と
定
め
、
そ
の
二
千
石
も
到
達
目
標
で
、

　
「
最
初
の
十
年
間
は
、
現
時
点
の
千
五
百

な
仕
事
。
引
き
受
け
る
か
ど
う
か
。
流
石
の

金
次
郎
も
悩
ん
だ
が
、

　
「
困
っ
て
い
る
村
や
、
農
民
を
助
け
て
や

り
た
い
。
わ
し
は
総
て
を
投
げ
出
し
建
て
直

し
に
当
り
た
い
。
ど
う
じ
ゃ
そ
れ
で
も
つ
い

て
き
て
く
れ
る
か
」

　
「
大
事
な
お
仕
事
、
ど
ん
な
苦
労
も
い
と

い
ま
せ
ん
。
旦
那
様
に
つ
い
て
い
く
だ
け
で

す
」

　
「
す
ま
ん
の
う
。
子
ど
も
た
ち
に
も
苦
労

を
か
け
る
が
、
頼
む
ぞ
」

　

一
町
四
反
の
田
畑
か
ら
、
家
屋
、
家
財
総

て
を
売
り
払
い
、
妻
子
を
伴
っ
て
桜
町
建
て

直
し
を
決
意
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

桜
町
領
（
栃
木
県
芳
賀
郡
二
宮
町
に
陣
屋

跡
）
は
、
分
家
に
当
る
宇
津
家
の
所
領
で

四
千
石
。
農
家
は
四
百
戸
だ
っ
た
も
の
が
、

長
年
の
過
酷
な
年
貢
の
取
り
立
て
で
農
民
は

逃
げ
出
し
、
農
家
は
半
分
ほ
ど
に
減
り
、
年

げ
出
し
、
借
金
は
増
え
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
重
役
は
、
30
万
石
に
減
ら
さ
れ
な
が
ら

1
2
0
万
石
当
時
の
し
き
た
り
を
踏
襲
し
藩

返
上
。
つ
ま
り
藩
倒
産
の
窮
地
の
米
沢
藩
を

建
て
直
し
た
の
が
上
杉
鷹
山
。
思
い
切
っ
た

改
革
が
必
要
で
す
。

　

小
田
原
藩
家
老
服
部
家
の
財
政
を
建
て
直

し
た
、
二
宮
金
次
郎
の
手
腕
に
目
を
付
け
た

藩
主
大
久
保
忠
真
は
、

　
「
ご
苦
労
で
あ
っ
た
。
つ
い
て
は
飛
び
地

桜
町
領
が
困
窮
致
し
て
お
る
。
建
て
直
し
て

く
れ
ま
い
か
。
名
主
役
格
五
石
二
人
扶
持
、

ほ
か
に
米
百
俵
、
金
子
五
十
両
、
士
分
に
取

り
立
て
て
遣
わ
す
が
、
ど
う
じ
ゃ
」

　
「
い
え
、
そ
の
よ
う
な
お
役
は
欲
し
く
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
」

　
「
そ
う
か
、
心
苦
し
い
頼
み
で
は
あ
る
が
、

こ
の
通
り
頼
む
ぞ
」

　

服
部
家
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
大
変

財
政
再
建
・
農
村
復
興

「
報
徳
　
二
宮
尊
徳
」

第
3
回

講
談
師　

一
龍
斎
貞
花  
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し
ま
う
。
そ
れ
で
は
な
ん
に
も
な
ら
ん
。
今

少
し
辛
抱
し
て
働
き
な
さ
れ
。
そ
う
し
て
来

年
は
払
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
よ
」

　

こ
う
言
わ
れ
る
と
、
な
ん
と
し
て
も
払
お

う
と
い
う
気
に
な
る
。

　
「
今
苦
し
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
を
乗
り
越
え

れ
ば
楽
に
な
る
。
余
裕
も
出
来
る
。
そ
う
な

れ
ば
田
畑
も
自
分
の
も
の
に
な
る
ん
だ
」

　

怠
け
て
い
た
者
が
働
く
よ
う
に
な
っ
た
の

で
収
穫
が
増
え
る
。

　

収
穫
が
増
え
た
か
ら
と
、
年
貢
を
余
計
に

取
り
立
て
よ
う
と
し
た
が
、

　
「
十
年
間
は
、
千
五
百
石
の
約
束
で
す
」

　

と
、
断
固
と
し
て
断
る
。

　

普
通
は
、収
穫
が
増
え
れ
ば
、年
貢
も
ア
ッ

プ
す
る
が
、
増
税
を
許
さ
な
い
。
逆
に
生
産

が
増
え
れ
ば
、
年
貢
は
減
る
計
算
に
な
る
。

　
「
働
け
ば
自
分
の
も
の
に
な
る
ん
だ
」

　

一
層
気
合
が
入
る
。

　

金
次
郎
は
相
変
わ
ら
ず
雨
の
日
も
、
風
の

日
も
村
を
廻
り
、
お
釜
を
の
ぞ
き
、
肥
溜
を

調
べ
る
。
し
か
し
農
民
に
藩
財
政
を
握
ら
れ

る
こ
と
を
快
く
思
わ
ぬ
武
士
が
い
る
も
の

で
、
金
次
郎
は
命
を
狙
わ
る
こ
と
も
度
々
。

命
を
か
け
て
の
桜
町
仕
法
は
さ
ら
に
続
き
ま

す
。

石
に
抑
え
て
頂
き
た
い
」

　
「
当
家
は
四
千
石
、
そ
れ
が
千
五
百
石
と

は
、
建
て
直
し
て
四
千
石
に
す
る
の
が
そ
ち

の
役
で
は
な
い
か
」

　
「
そ
れ
で
は
今
ま
で
と
同
じ
で
復
興
は
出

来
ま
せ
ん
。
皆
年
貢
の
お
取
り
立
て
に
苦
し

み
、
や
る
気
を
失
っ
て
お
り
ま
す
。
農
民
が

や
る
気
を
起
こ
さ
ね
ば
復
興
は
出
来
ま
せ

ん
。
や
る
気
を
起
こ
せ
ば
必
ず
可
能
で
ご
ざ

い
ま
す
。
ま
ず
お
殿
様
が
農
民
の
こ
と
を

思
っ
て
い
る
姿
勢
を
お
見
せ
下
さ
い
」

　

農
民
側
に
立
っ
て
領
主
に
迫
っ
た
。

　

千
五
百
石
の
年
貢
で
領
内
を
賄
う
の
は
苦

し
い
が
、
復
興
の
た
め
の
金
を
出
し
て
く
れ

と
言
わ
れ
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
金
を
出
せ

と
は
言
わ
な
い
。
暫
く
辛
抱
し
て
も
建
て
直

し
て
く
れ
る
な
ら
と
承
知
。

　

身
分
や
、
経
済
力
に
応
じ
た
分
度
を
決
め
、

節
約
と
勤
勉
で
、
領
主
も
農
民
も
自
分
の
分

度
を
守
る
こ
と
。
収
入
以
上
の
暮
し
を
す
る

か
ら
苦
し
く
な
る
。

　

復
興
全
体
を
「
仕
法
」
と
い
っ
て
合
理
的

な
統
計
に
よ
っ
て
反
論
で
き
な
い
数
字
を
出

し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
を
、「
桜
町
仕
法
」
と
い
い
ま
す
。

　

金
次
郎
は
、
毎
朝
四
時
に
起
き
股
引
、
脚

絆
、
わ
ら
じ
履
き
、
握
り
飯
を
腰
に
ぶ
ら
下

げ
一
軒
一
軒
訪
ね
て
、
暮
ら
し
が
立
つ
よ
う

話
し
合
う
。

　

そ
れ
も
、
こ
う
せ
い
で
は
な
く
、
判
り
易

く
納
得
さ
せ
る
。

　

厳
し
い
取
り
立
て
に
く
る
か
と
思
っ
た

ら
、
今
ま
で
の
役
人
と
は
違
う
。

　
「
二
宮
様
は
、
わ
し
ら
の
味
方
を
し
て
く

れ
て
い
る
よ
う
じ
ゃ
」

　
「
年
貢
を
減
ら
せ
と
、
殿
様
に
承
知
さ
せ

た
そ
う
じ
ゃ
」

　
「
今
ま
で
の
役
人
と
は
違
う
ぞ
、
わ
し
ら

の
こ
と
を
思
っ
て
下
さ
る
ん
じ
ゃ
」

　

口
か
ら
口
へ
と
伝
わ
り
信
頼
を
呼
び
、
昼

は
畑
を
廻
っ
て
指
導
し
、
夜
は
話
し
合
い
を

す
る
。

　
「
お
早
う
、
邪
魔
す
る
よ
」

　

台
所
か
ら
入
っ
て
、
お
釜
の
蓋
を
あ
け
、

麦
が
多
け
れ
ば
、

　
「
ご
苦
労
、
ご
苦
労
、
今
に
楽
に
な
る
か

ら
な
」

　

麦
よ
り
米
の
多
い
家
に
は
、

　
「
贅
沢
は
す
ま
い
ぞ
、
今
苦
し
く
と
も
少

し
の
辛
抱
、
我
慢
せ
い
よ
」

　
「
誰
か
、
腹
の
具
合
が
悪
い
よ
う
じ
ゃ
が
、

ど
う
し
た
」

　

家
の
者
の
栄
養
状
態
、
健
康
状
態
を
見
る

ん
で
す
。
こ
こ
ま
で
心
配
し
て
く
れ
る
の
か

と
、
ど
ん
ど
ん
信
用
さ
れ
、

　
「
二
宮
様
が
お
い
で
に
な
る
時
刻
だ
か
ら
、

早
く
起
き
て
戸
を
開
け
て
お
こ
う
」

　

皆
、
早
起
き
に
な
り
、
な
に
か
困
っ
た
こ

と
が
あ
れ
ば
相
談
す
る
。

　

農
業
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
す
か
ら
、
大
抵

い
い
答
え
を
出
し
て
く
れ
る
。

　

夜
な
べ
を
し
て
い
る
者
が
あ
れ
ば
、

　
「
お
う
、
精
が
出
る
の
う
」

　

褒
め
て
、
後
で
表
彰
し
て
や
る
。

　

夜
、
村
を
廻
っ
た
時
に
金
次
郎
が
の
ぞ
い

た
雨
戸
の
穴
が
今
も
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
の
表
彰
制
度

も
、
村
人
た
ち
の
投
票
に
よ
っ
て
決
め
、
褒

美
は
鋤
や
鍬
な
ど
で
あ
っ
た
り
、
無
利
子
で

金
を
貸
し
て
や
る
。

　

こ
の
時
代
、
上
の
者
は
甘
い
言
葉
で
農
民

を
こ
き
使
い
、
強
引
に
取
り
立
て
る
や
り
方

で
し
た
。

　

徳
川
家
康
は
「
農
民
は
生
か
さ
ず
、
殺
さ

ず
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ず
る
い
考
え
で
す
。

　

金
次
郎
は
あ
く
ま
で
も
農
民
の
味
方
で
、

無
理
強
い
は
し
な
い
。
話
し
合
い
、
誠
意
を

も
っ
て
当
る
。
惜
し
げ
も
な
く
自
腹
も
切
る
。

そ
う
し
た
こ
と
が
次
第
に
判
り
、
村
人
た
ち

は
尊
敬
の
念
を
持
っ
て
仕
事
に
励
む
よ
う
に

な
っ
て
い
き
、
年
貢
の
苦
し
い
者
に
は
、

　
「
今
年
は
免
除
し
て
や
ろ
う
。
自
分
が
食

え
な
く
て
は
病
に
な
り
、
働
け
な
く
な
っ
て
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