
往
細

平成30年 (20t8,日 fり27008号

〒
'00 8077東

京都千代田区大手町十,2
d東京 (09'3231'111(大代表 )

3阻 1[日]も
産業経済新聞 (サ ンケイ

'THE SANKEI SHIMBUN

平
昌
五
輪
で
活
躍
し
た
日
本
人
選
手

た
ち
は
、
普
段
か
ら
地
道
な
練
習
を
重

ね
て
き
た
。
支
援
す
る
企
業
や
病
院
な

ど
は
、
金
の
使
い
方
と
い
う
点
で
き
れ

い
な
印
象
を
残
し
て
い
る
。
メ
ダ
リ
ス

卜
が
得
た
栄
誉
に
対
し
て
各
種
の
報
奨

金
が
与
え
ら
れ
る
の
も
喜
ば
し
い
。
節

約
し
て
蓄
え
て
き
た
金
を
こ
こ
ぞ
と
い

う
と
き
に
使
う
の
は
、
最
も
手
本
に
な

る
使
い
方
で
あ
ろ
う
。
日
本
史
で
よ
く

疑
史
の
真
幾
点

'ミニ』 卦

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
派
手
な

狼
費
家
の
豊
臣
秀
吉
と
、
堅
実
な
倹
約

康
の
封
照
で
あ
る
。

末
、

「け
ら
」
と
節
約
と

で
は
意
味
が
違
う
。
家
康
は
、
使
う
と

t

き
に
は
よ
く
使
っ
て
い
る
。
関
ケ
原
合

戦
後
に
西
軍
の
大
名
の
没
収
高
の
８０
％

以
上
を
東
軍
の
外
様
大
名
の
加
増
に
充

て
た
。
し
か
も
、
細
か
い
こ
と
を
言
わ

ず
に
、
土
佐
や
筑
前
と
い
う
国
単
位
で

豪
気
に
与
え
た
も
の
だ

（山
肉

「将
軍

の
世
紀
」

『文
芸
香
秋
』
４
月
号
）
。
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と
き
に
は
出
費
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

幕
府
の
正
史
と
も
い
う
べ
き

『徳
川

実
紀
』
は
、
大
坂
の
陣
の
と
き
、
諸
大

名
の
軍
勢
３０
万
に
１
日
１
５
０
０
石
ず

つ
の
兵
糧
米
を
ふ
る
ま
い
、
前
田
や
伊

達
に
は
将
軍
秀
忠
が
銀
３
０
０
枚
、
家

康
が
銀
２
０
０
枚
あ
わ
せ
て
５
０
０
枚

も
与
え
た
と
記
し
て
い
る
。
銀
１
枚
を

ひ
と
ま
ず
５０
匁
金
１
両
と
す
れ
ば
、
現

在
の
１２
万
円
と
な
り
６
０
０
０
万
円
を

気
前
よ
く
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
人
数
を
水
増
し
し
て
米
を
得
よ
う

と
い
う
大
名
も
出
た
と
い
う
が
、
家
康

は

「節
倹
も
時
に
よ
る
。
城
中
を
攻
め

る
兵
力
の
多
寡
の
証
拠
は
、
米
の
配
分

に
よ
る
こ
と
な
の
で
、
何
事
も
多
く
与

え
る
の
が
良
策
と
い
う
も
の
だ
」
と
述

べ
た

（
『東
照
宮
御
実
紀
』
附
録
巻
十

四
）
。

敵
に
こ
ち
ら
が
雲
霞
の
ご
と
き
大
軍

だ
と
思
わ
せ
戦
意
を
喪
失
さ
せ
る
と
い

う
の
だ
。
政
治
や
軍
事
の
世
界
で
は
、

日
常
で
節
約
を
重
ね
て
も
、
た
く
さ
ん

振
る
舞
う
と
き
に
は
金
を
惜
し
ま
な
い

こ
と
が
大
事
な
の
だ
。
そ
れ
が
政
治
的

に
効
果
を
生
み
周
囲
に
影
響
を
及
ぼ
す

の
で
あ
る
。

書
家
ｅ
工
芸
家
の
本
阿
弥
光
悦
は
家

康
に
つ
い
て
巧
い
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
家
康
は
側
室
や
女
中
も
連
れ
ず
、

駿
河
か
ら
江
戸
に
鷹
狩
を
し
な
が
ら
出

か
け
た
。
武
家
と
し
て

「古
風
で
優
雅

な
珍
重
す
べ
き
品
行
」
と
い
う
べ
き

だ
。
家
康
は
無
駄
な
出
費
を
避
け
、
下

々
に
倹
約
の
手
本
を
示
し
た
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。

光
悦
は
、

「そ
の
よ
う
に
し
て
貴
賎

間
わ
ず
に
倹
約
を
も
っ
ぱ
ら
お
示
し
い

た
だ
き
有
り
が
た
い
こ
と
だ
」
と
評
価

す
る
一
方
、
貴
人
が
倹
約
し
す
ぎ
る

と
、
織
屋
の
よ
う
な
職
人
は
生
活
の
手

段
が
な
く
な
る
の
で
な
い
か
、
と
金
の

流
通
を
心
配
す
る
。

貴
人
に
は
貴
人
の
倹
約
法
が
あ
る
。

太
閤
は
欝
沢
を
と
こ
と
ん
究
め
た
に
せ

よ
、
い
つ
の
時
代
で
も
倹
約
は
人
間
が

常
に
守
る
べ
き
生
活
態
度
だ
と
強
調
す

る
。
下
々
の
者
が
苦
し
ま
な
い
程
度
に

倹
約
の
在
り
方
を
示
し
な
が
ら
も
、
消

費
と
流
通
の
微
妙
な
綾
を
為
政
者
が
理

解
し
な
い
と
不
景
気
に
陥
っ
て
大
変
な

こ
と
に
な
る
。

「倹
約
と
吝
晉
を
取
違

へ
候
も
の
ま
ま
是
あ
り
候
」

（
『本
阿

弥
行
状
記
』
第

一
九
段
）
と
い
う
の

は
、
古
今
東
西
の
真
理
で
あ
る
。
陶
芸

か
ら
刀
剣
の
目
利
き
ま
で
マ
ル
チ
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
だ
っ
た
光
悦
の
見
方
は
、
金

融
緩
和
が
し
き
り
に
話
題
に
な
る
現
代

日
本
で
も
学
ぶ
べ
き
点
が
あ
る
。

谷や
ま
う
ち
　
ま
さ
ゆ
き
）

ヱ
ン
テ
レ
ビ
特
任
顧
問
山
内
昌
之

倹約と春番の違い


