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シ
ド
ニ
ー
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
競
技
が
テ
レ
ビ
で
盛
ん
に
放
映
さ
れ
て
い

た
と
き
、
画
面
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
ニ
ッ
ポ
ン
、
ニ
ッ
ポ
ン
と
い
う
声
が

耳
に
つ
い
た
。
「
日
本
」
は
ニ
ッ
ポ
ン
な
の
か
。
だ
が
、
二
ホ
ン
と
も
い

わ
れ
る
。
こ
の
国
で
は
、
い
ま
、
文
字
の
み
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
音
は
制

度
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
の
名
も
同
じ
だ
。
出
生
届

の
際
、
役
所
の
戸
籍
担
当
者
が
細
心
の
注
意
を
払
う
の
は
文
字
に
つ
い
て

で
あ
っ
て
、
そ
の
訓
み
で
は
な
い
。
名
前
の
音
は
戸
籍
に
は
記
載
さ
れ
な

い
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
我
々
は
、
黙
読
を
常
と
す
る
社
会
に
い
る
だ
け

で
な
く
、
法
的
に
も
文
字
の
み
を
定
め
る
文
書
主
義
の
世
界
に
あ
り
、
そ

う
し
た
あ
り
方
を
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
き
た
。

し
か
し
、
古
代
以
来
長
く
、
文
字
に
は
声
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て

い
た
。
ま
た
、
記
さ
れ
た
文
字
は
僅
か
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
向
こ
う
に

い
。
と
す
る
と
、
「
梓
弓
ま
ゆ
み
」
は
何
を
表
す
の
か
。
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
大
山
守
が
水
に
落
ち
た
時
、
宇
治
稚
郎
子
の
兵
達
が
一
斉
に
立

ち
上
が
っ
て
弓
矢
を
構
え
た
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ａ
・
ざ
は

弓
矢
を
構
え
る
兵
達
を
表
す
の
で
あ
り
、
ｂ
は
そ
の
兵
達
に
反
撃
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
大
山
守
の
無
念
を
表
す
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
歌

い
手
は
宇
治
稚
郎
子
の
兵
達
を
表
す
景
を
眼
差
し
て
い
る
う
ち
に
、
死
者

に
懸
依
さ
れ
て
大
山
守
の
心
を
表
し
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
転

位
は
ａ
・
ざ
に
響
く
宇
治
稚
郎
子
達
の
噸
笑
が
導
く
の
で
あ
る
。
歌
い
手

文
字
の
世
界
の
向
こ
う
へ

は
彪
大
な
量
の
声
の
わ
ざ
が
広
が
っ
て
も
い
た
。

古
代
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
韻
律
あ
る
こ
と
ば
が
生
成
さ
れ
る
と
き
、

そ
れ
は
声
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
文
字
に
記
さ
れ
て
享
受

さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
人
々
は
特
別
な
、
あ
る
い
は
く
ぐ
も
っ
た
声

で
音
声
化
し
な
が
ら
享
受
し
た
。

今
日
、
そ
の
文
字
の
面
に
つ
い
て
は
精
綴
な
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た

が
、
そ
れ
に
比
し
て
声
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
こ
う
し
た
段

階
に
ま
で
ま
だ
及
ん
で
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
声
は
復
元
で

き
ず
、
不
可
知
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
確
か
な
研
究
を
う
ち
立
て
る
こ
と

が
む
ず
か
し
い
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
の
口
承
文
芸
に
つ
い
て

の
研
究
そ
の
も
の
が
声
の
表
現
を
文
字
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
な

さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
も
間
接
的
に
は
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

は
そ
の
潮
笑
に
巻
き
込
ま
れ
て
大
山
守
の
無
念
を
表
し
、
そ
の
こ
と
が
宇

治
稚
郎
子
達
の
一
層
の
快
哉
を
表
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
記
別
が
大

山
守
鎮
魂
の
意
味
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
大
山
守
に
対
す
る
残
酷
さ
に
お
い

て
で
あ
る
。
記
歌
謡
の
音
は
、
記
歌
謡
の
異
常
さ
・
激
情
を
露
に
す
る
の

で
あ
る
。
倭
建
の
死
を
悼
む
后
達
の
記
別
「
な
づ
き
の
田
の
稲
幹
に

稲
幹
に
這
ひ
廻
ろ
ふ
野
老
蔓
」
に
し
ろ
、
后
達
が
倭
建
の
死
骸
に
ま

と
わ
り
つ
く
の
を
表
す
第
三
者
的
な
景
の
表
現
に
終
始
す
る
が
、
そ
こ
に

響
く
后
達
の
突
泣
が
后
達
の
、
更
に
は
倭
建
の
激
情
を
表
し
て
い
る
。
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厚
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『
日
本
霊
異
記
」
は
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
説
話
集
の
喰
矢
と
さ
れ
、

先
行
す
る
中
国
の
仏
教
説
話
集
や
日
本
の
後
世
の
説
話
集
と
の
間
の
書
承

関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
「
霊
異
記
』
が
ど
の
よ
う
な

同
時
代
言
説
と
の
関
係
性
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
た
の
か
は
、
ま
だ
よ
く

見
え
て
い
な
い
。
同
時
代
言
説
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
「
仏
教
説
話
集
」

と
は
別
の
、
な
ん
ら
か
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
『
霊
異
記
」
を
捉
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
『
霊
異
記
』
は
、
各
説
話
の
冒
頭
で
年
月
日
を
明
記
し
、
時
代

し
か
し
、
今
日
で
も
文
字
に
よ
ら
な
い
で
こ
と
ば
の
わ
ざ
を
生
み
出
す

社
会
が
世
界
各
地
に
存
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
て

き
た
。
我
々
は
そ
の
わ
ざ
の
仕
組
み
や
生
態
を
こ
う
し
た
社
会
か
ら
学

び
、
日
本
古
代
の
文
字
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
ば
の
わ
ざ
の
世
界
に

お
い
て
共
通
す
る
点
を
求
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
こ
の
分
野
の
研
究
を
切
り

開
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
際
、
声
の
世
界
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
の
成
果
を
文
字
に
よ
っ

て
読
み
、
単
に
そ
れ
を
利
用
す
る
と
い
、
フ
の
で
な
く
、
自
ら
も
大
海
に
漕

ぎ
出
し
て
声
々
を
聞
き
、
そ
の
生
態
を
よ
く
観
察
し
て
生
成
・
流
動
の
法

則
を
求
め
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
、
フ
し
た
分
野
の
研
究
者
た

ち
と
の
共
同
研
究
と
い
う
方
法
も
あ
ろ
う
。
声
の
世
界
は
複
雑
に
し
て
深

い
。
そ
の
研
究
成
果
を
読
む
だ
け
で
は
、
そ
の
生
態
に
届
か
な
い
こ
と
が

仏
教
説
話
研
究
か
ら
の
跳
躍
Ｉ
『
日
本
霊
異
記
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
品

一一一

泰

子

夕々い・こ
の
大
海
に
舟
を
出
そ
う
と
す
る
場
合
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
わ
ざ
あ
る
こ
と
ば
は
一
地
域
に
孤
立
し
て
存
す
る
の
で
な

く
、
多
く
は
他
地
域
か
ら
伝
播
し
て
き
た
も
の
だ
。
ま
た
、
こ
と
ば
の
わ

ざ
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
と
関
わ
っ
て
は
た
ら
く
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
生
態
を
こ
そ
よ
ぐ
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
た
と
え

ば
歌
な
ら
歌
の
み
を
調
査
・
研
究
す
る
の
で
な
く
、
声
の
世
界
の
こ
と
ば

の
わ
ざ
全
体
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

古
代
の
豊
か
な
こ
と
ば
の
世
界
に
た
ど
り
着
く
た
め
、
困
難
で
迂
遠
な

道
で
は
あ
る
が
、
こ
ミ
フ
し
た
総
合
的
・
共
同
的
な
研
究
を
今
後
さ
ら
に
推

し
進
め
て
ゆ
く
こ
と
で
は
な
い
か
。

順
に
説
話
を
配
列
し
た
、
一
種
の
年
代
記
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る

と
、
津
田
博
幸
氏
「
歴
史
叙
述
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
-
『
日
本
書
紀
』
を

中
心
に
ｌ
」
（
「
日
本
文
学
』
一
九
九
九
・
五
）
・
「
和
歌
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
-
「
日
本
書
紀
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
含
国
文
学
」
二
○
○
○
・
四
）
が

論
じ
る
歴
史
叙
述
の
問
題
と
も
重
な
る
。

津
田
氏
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
歴
史
叙
述
の
問
題
と
し
て
、
聖
徳
太
子

の
段
階
で
知
の
境
位
が
上
が
り
、
そ
れ
以
前
と
以
後
と
で
は
、
未
来
を
読

み
解
く
知
の
綴
密
さ
や
回
路
の
多
さ
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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