
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
終
焉

ー
個
人
主
義
の
崩
壊
か
ら
公
共
性
の
復
権
へ
ー

内
　
海

和
雄

本
稿
は
ス
ポ
ー
ツ
の
資
本
主
義
論
で
あ
り
、
新
た
な
ス
ポ
ー
ツ
歴
史
観
創
造
の
試
み
で
あ
る
。

一、

題
設
定

　
一
九
八
六
年
五
月
七
日
、
日
本
体
育
協
会
（
日
体
協
）
は
「
ス
ポ
ー
ツ
憲
章
」
を
採
択
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
傘
下
競
技
団
体
の
ア
マ

チ
ェ
ア
規
定
の
改
訂
は
日
体
協
の
許
可
制
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
れ
を
機
会
に
報
告
制
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
ア
マ
の
プ
・
化
、
プ
・
登

録
の
容
認
と
い
う
事
実
上
の
オ
ー
プ
ン
化
と
な
っ
た
。

　
遡
っ
て
四
月
の
1
0
C
（
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
）
理
事
会
で
は
、
サ
マ
ラ
ン
チ
会
長
の
思
惑
に
反
し
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
オ

ー
プ
ン
化
に
は
慎
重
論
も
多
く
、
採
択
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
時
間
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
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日
体
協
の
今
回
の
決
定
は
I
O
C
の
後
追
い
を
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
肝
腎
の
1
0
C
が
土
壇
揚
で
蹴
蹟
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、

I
O
C
よ
り
も
一
歩
「
先
」
を
行
く
形
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
I
O
C
の
良
識
派
の
中
に
は
「
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
道
を
、
正
し
く
歩

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
す
る
人
も
い
る
と
い
う
が
、
日
体
協
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
正
し
い
道
」
と
は
い
っ
た
い

何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
日
体
協
の
「
ス
ポ
ー
ツ
憲
章
」
が
出
さ
れ
て
以
降
約
五
ケ
月
間
の
論
潮
を
概
観
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
が
ス
ポ
ー

ツ
の
高
度
化
つ
ま
リ
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
の
賞
金
制
導
入
、
あ
る
い
は
プ
・
の
容
認
化
の
是
非
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に

ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
成
立
要
因
の
大
き
な
理
由
は
プ
ロ
と
の
対
応
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
レ
ペ
ル
で
の
執
着
も
重
要
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
も
「
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
は
死
ん
だ
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
議
論
は
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
が
、
こ
う
し
て
オ
ー
プ
ン

化
の
堰
が
切
ら
れ
た
現
在
、
再
び
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
遣
上
に
は
の
ぼ
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
う
し
た
動
向
の
背
後
に
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
一
つ
の
伝
統
的
な
考
え
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
多
く
の
ス
ポ
ー
ッ
愛
好
者
に
と
っ
て
、
伝
統
的
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
問
題
は
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
じ
な
い
。
問
題
は
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
」
。

　
こ
れ
は
日
本
の
代
表
的
な
ス
ポ
ー
ツ
社
会
学
者
で
あ
る
竹
之
下
休
蔵
に
よ
り
、
二
〇
年
以
上
も
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

数
ケ
月
間
の
論
潮
も
基
本
的
に
は
こ
の
範
疇
か
ら
抜
け
出
る
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
し
て
こ
こ
に
は
二
つ
の
論
点
と
問
題
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
一
つ
は
多
く
の
ス
ポ
ー
ツ
愛
好
者
、
つ
ま
リ
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
に
と

っ
て
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
と
そ
の
是
非
。
第
二
は
、
し
か
し
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
は
問
題
で
あ
り
、
改
訂
せ
よ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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第
一
の
点
で
言
え
ば
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
フ
ニ
ア
プ
レ
イ
や
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
は
本
来
性
質
を
異
に
す
る
も
の
を
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
混
同
、
包
摂
し
、
そ
れ
を
大
衆
に
押
し

つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
の
も
う
ひ
と
つ
の
誤
り
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
の
意
味
に
っ
い
て
全
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く

見
る
よ
う
に
歴
史
的
に
見
れ
ば
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
は
ス
ポ
ー
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
る
独
占
、
労
働
者
階
級
の
排
除
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
労
働
者
階
級
と
は
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
し
て
は
二
っ
の
範
疇
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
直
接
動
因
と
な
っ

た
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
り
、
他
の
側
面
は
、
一
般
の
労
働
者
階
級
っ
ま
リ
ス
ポ
ー
ツ
に
と
っ
て
の
大
衆
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
ス
ポ
ー
ツ
大
衆
に
と
っ
て
「
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
依
然
と
し
て
重
要
」
だ
と
言
う
の
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
本
質
に
照
ら
し
て
み

て
も
全
く
の
論
理
矛
眉
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
の
「
労
働
者
階
級
の
排
除
」
は
も
っ
ぱ
ら
プ
・
の
排
除
の
側
面
し
か
注

目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
大
衆
化
の
意
味
す
る
こ
と
が
、
全
く
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
二
の
点
で
言
え
ば
、
川
本
信
正
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
体
協
の
い
う
ア
マ
チ
ュ
ァ
と
は
「
体
協
の
ス
ポ
ー
ッ
独
占
規
定
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
あ
り
「
高
度
技
術
を
必
要
と
す
る
競
技
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
論
議
は
も
っ
ぱ
ら
ス
ポ
ー
ツ
の
高
度
化
、

プ
・
と
の
関
連
に
の
み
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
消
失
で
あ
る
「
ス
ポ
ー
ツ
憲
章
」
の
議
論
に
と
っ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
論
、
そ
し
て
一
般
国
民
は
全

く
の
蚊
帳
の
外
で
あ
る
。

　
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
存
在
は
、
も
っ
ぱ
ら
資
本
主
義
国
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
と
い
う
用
語
は
す
で
に
一
九

七
四
年
の
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
」
で
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
直
接
的
要
因
は
、
社
会
主
義
国
の
優
位
へ
の
対
抗
策
で
あ
る
と
見
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
や
自
治
体
に
支
え
ら
れ
た
社
会
主
義
国
の
選
手
い
わ
ゆ
る
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
」
に
比
し
、
資
本
主
義
国
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で
は
そ
の
財
源
を
国
や
自
治
体
に
全
面
的
に
は
要
求
で
き
ず
、
企
業
、
資
本
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ

ズ
ム
は
栓
桔
で
あ
り
、
他
方
プ
・
の
カ
を
も
導
入
す
る
う
え
で
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
、
資
本
主
義
国

に
お
け
る
高
度
化
、
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
に
の
み
特
殊
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
以
上
に
述
ぺ
た
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
は
、
そ
の
大
き
さ
、
深
刻
さ
に
比
べ
れ
ぱ
、
そ
の
研
究

は
実
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ア
マ
チ
．
一
ア
リ
ズ
ム
の
理
解
そ
の
も
の
が
、
社
会
科
学
と
し
て
極
め
て
平
板
な
も
の
で
あ
っ
た

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
の
議
論
を
こ
れ
で
終
焉
さ
せ
る
に
は
社
会
科
学
の
責
任
と
し
て
も
未
遂
行
に
な
り
か
ね
な
い
し
、
残
さ
れ
た
課
題

を
こ
の
ま
ま
葬
り
去
る
に
は
歴
史
の
教
訓
に
背
く
こ
と
に
な
る
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
ス
ポ
ー
ツ
の
資
本
家
階
級
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
に
よ
る
独
占
、
労
働
者
階
級

（
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
）
の
排
除
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
労
働
者
階
級
に
は
二
つ
の
範
躊
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は
プ
・

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
一
般
の
労
働
者
階
級
で
あ
る
。
そ
し
て
議
論
の
焦
点
は
も
っ
ぱ
ら
前
者
の
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
と
の
関
わ
り
で
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
一
般
的
労
働
者
に
よ
る
大
衆
化
は
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ

の
点
で
、
大
衆
化
と
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
い
か
に
関
係
す
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
第
一
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
二
は
、
そ
の
第
一
の
課
題
究
明
の
前
提
と
も
言
う
ぺ
き
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
は
何
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
伝

統
的
な
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
論
が
陥
っ
て
い
た
弱
点
を
克
服
し
、
新
た
な
、
そ
し
て
歴
史
の
事
実
と
真
実
に
よ
り
近
い
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ

ム
像
の
構
築
な
く
し
て
は
、
第
一
の
課
題
に
も
接
近
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
作
業
と
し
て
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史
の
再
検
討
か
ら
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
ア

マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
の
先
行
研
究
を
概
観
し
、
い
く
つ
か
の
課
題
を
抽
出
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
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二
、
先
行
研
究
の
特
徴

アマチュアリズムの終焉

　
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
関
す
る
文
献
は
表
－
の
と
お
り
で
あ
る
。
必
ず
し
も
す
べ
て
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
基
本
と
す
る

と
こ
ろ
は
だ
い
た
い
そ
ろ
っ
て
い
よ
う
。
以
下
い
く
っ
か
の
特
徴
に
っ
い
て
抽
出
し
よ
う
と
思
う
。
（
引
用
は
次
の
表
示
に
よ
っ
て
行
う
。

た
と
え
ば
（
②
ー
一
五
）
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
②
山
本
正
雄
『
ス
ポ
ー
ツ
の
社
会
的
・
経
済
的
基
礎
』
一
九
四
九
年
の
一
五
頁
、
を
意
味

す
る
）

　
－
、
先
行
研
究
の
概
観

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
ω
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
起
源
に
つ
い
て
ー
か
つ
て
パ
ト
ロ
ン
（
封
建
貴
族
）
お
か
か
え
の
ス
ポ
ー
ツ
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後

プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
中
心
と
し
た
賞
金
制
ス
ポ
ー
ツ
が
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
一
般
化
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
賞
金
を
目
あ
て
と
す
る
労

働
者
階
級
の
参
加
と
プ
・
化
が
進
行
し
た
。

　
し
か
し
そ
う
し
た
プ
・
に
好
成
績
を
奪
わ
れ
た
資
本
家
階
級
は
、
労
働
者
階
級
を
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
排
除
し
、
自
ら
の
階
級
に
ス
ポ
ー
ツ

を
独
占
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ほ
ぼ
全
論
文
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
で
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
歴
史
的
事
実
の
意

味
と
そ
の
後
の
歴
史
展
開
に
対
す
る
思
考
の
曖
昧
さ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
歴
史
的
事
実
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
論
文
で
は
、
資
本
家
階
級
に
よ
る
近
代
ス
ポ
ー
ツ
の
再
興
と
そ
の
延
長
線
上
に
こ
の
ス
ポ
ー
ツ
の
独
占
を
置
い
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
前
者
の
功
績
を
も
っ
て
後
者
の
独
占
を
免
罪
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
一
連
の
歴
史
的
事
実
の
意
味
を

問
う
余
地
を
失
っ
て
し
ま
う
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
階
級
的
独
占
の
指
摘
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
い
つ
し
か
そ
の
事
実
が
曖
昧
と
さ
れ
て
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表1　アマチュアリズム研究関連文献

1986年9月現在

引用
号

著 者 訟
調 文 名 発行年

i　　　　　　　　　　　Oxford　English　Dictionary

2　山　本　正　雄　スポーッの社会的・経済的基礎（道和書院）　1949
　　　　　（再版1975）
3　W．Meisl　　　The　Importance　ofl　being　Amateur，SPO－1958
　　　　　RT　AND　SOCIETY，Ed，by　A．Natan
4　P。クーペルタ　オリンピックの回想（C．ディーム編，大島　1959
　ン　　　　　　訳　ベースボール・マガジン社訳1976）
　　　　　　　　　しようよう5　井　上　春　雄　アマチュアリズム（遺遥書院）　　　　　　　1961

6鈴木良徳プロークン・タイム・ペイメントについて　1962，6
　　　　　（体育の科学）
7　冨　山　　　清　アマチェアリズムとソ連のスポーッ《アマチ　1962．6
　　　　　エアリズムの危機をめぐる諸問題》（同上）
8　丹　下　保　夫　体育技術と運動文化　　　　　　　　　　　　1963
9　　P．八一clntosh　　　　Sport　in　Society　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1963

10　竹之下　休　蔵　アマチュアリズム（『スポーッの社会学』）　　1965

11　冨　山　　　清　スポーツマスターをめぐる諸問題（体育の科　1969．5

　　　　　学）
12　P・ワ　イ　ス　スポーッとはなにか（訳1985）　　　　　　　1969
13　　」，Scott　　　　　The　Athletic　Revolution　　　　　　　　　　　　1971

14　竹之上　休　蔵　プレイ・スポーッ・体育論　　　　　　　　　1972

15　A・ブランデージ近代オリンピックの遺産（訳1974）　　　　　1972

16鈴木良徳アマチュアリズムの200年　　　　 1974

17　清　川　正　ニ　アマチュアリズムとオリンピックの将来　　　1976

18川本信正スポーッの現代史　　　　　　 1g76

19　E・グレーダー　アマチェアリズムとスポーツ（訳1986）　　　1979

2・長二野ヤ4ラグビーとイギリス人（訳・983）　　1979

21　森　川　貞　夫　スポーッ社会学　　　　　　　　　　　　　1980
22　1》・ワ　イ　ス　スポーッの歓ぴ（スポーッ文化会議報告書）　1981

23影山健他反オリンピック宜言　　　　　 1981

24 李募ζどツオリンピ・ク事典　　　　・982
25　L・キラニン　オリンピック・激動の歳月（訳1983）　　　　1983
26　　A・Isayev　　　　O　Sport・YOU　are　life！（USSR）　　　　　　1984

27　中　条　一　雄　アマチェアスポーッ（『現代社会とスポーッ』）　1984

28　森　　　川　他　生涯スポーッのすすめ　　　　　　　　　　1984
29　加　藤　橘　夫　アマチュアリズム（『加藤橘夫著作集』第二巻）　1985

30　清　川　正　ニ　スポーツのアマチュアリズム（体育の科学）　285．11

　　　　　　　　　　　　　　　”86．3～7
31清川・川本他オリンピック運動の現状と危機打開の方向1986。1
　　　　　（スポーツのひろば）
32伊藤　公オリンピックの本　　　　　　1986，5
33清川正ニオリンピックとアマチュアリズム　　　1986．8
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し
ま
う
。
そ
れ
な
ら
ま
だ
し
も
、
現
代
で
は
「
民
主
化
さ
れ
た
」
と
し
て
、
階
級
的
独
占
、
労
働
者
階
級
排
除
の
末
路
が
雲
散
霧
消
と
な

っ
て
し
ま
う
。

　
し
か
し
こ
の
な
か
に
あ
っ
て
唯
一
の
例
外
で
あ
る
山
本
正
雄
の
ス
ポ
丁
ツ
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
革
命
」
（
②
）
が
あ
る
。
詳
細
は
後

に
触
れ
る
が
、
封
建
貴
族
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
を
解
放
し
自
ら
の
も
の
と
し
た
資
本
家
階
級
は
、
そ
の
一
方
で
労
働
者
階
級
の
台
頭
に
危
機
感

を
い
だ
き
、
彼
等
を
排
除
し
、
そ
の
独
占
を
宜
言
し
た
、
と
い
う
意
味
で
「
ブ
ル
ジ
日
ア
民
主
革
命
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
は
一
九
四
九
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
力
強
い
骨
子
は
未
だ
そ
の
鮮
度
を
失
っ
て
い
な
い
。
だ
が
山
本
は
そ

の
後
の
展
開
を
で
き
ぬ
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
本
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
の
「
人
民
的
革
命
」
の
展
望
が
意
図
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
す
で
に
故
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
は
、
こ
の
展
望
は
我
々
に
残
さ
れ
た
課
題
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
㈲
高
度
化
、
プ
・
と
の
対
応
の
み
ー
す
で
に
前
章
「
課
題
設
定
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
廃
棄
は
、
ス
ポ
ー

ツ
技
術
の
高
度
化
に
と
も
な
う
経
費
捻
出
を
直
接
的
根
拠
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
議
論
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
を
維
持
す
る
た
め
の
資
金
、

そ
し
て
プ
・
の
導
入
問
題
と
の
対
応
で
の
み
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
メ
イ
ス
ル
（
ミ
・
冒
o
巨
）
は
か
つ
て
社
会
主
義
国
の
選
手
を
、
国
（
o
o
鼠
け
o
）
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
だ
か
ら
、
そ
の
両
者

を
結
合
し
て
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
↓
ス
タ
マ
チ
ャ
i
（
ω
雷
日
鶉
o
ξ
）
」
と
い
う
造
語
を
行
っ
た
が
、
一
九
五
九
年
に
も
資
本
主
義
国
の
選

手
が
本
当
の
ア
マ
チ
ュ
ア
で
は
な
い
と
し
て
、
に
せ
（
ω
鼠
ヨ
）
の
ア
マ
チ
ュ
ア
と
し
て
「
シ
ャ
マ
チ
ャ
ー
（
o
o
プ
p
ヨ
跨
①
ξ
）
」
と
い
う
新

語
を
造
っ
て
い
る
（
③
1
一
四
〇
）
。
そ
の
彼
が
現
代
ス
ポ
ー
ツ
の
把
握
と
し
て
次
の
三
層
を
示
し
て
い
る
。

　
a
　
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
的
ス
ポ
ー
ッ

　
b
ク
ラ
フ
ス
ポ
ー
ッ

　
c
　
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ス
ポ
ー
ツ
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こ
の
う
ち
a
か
ら
c
に
行
く
に
し
た
が
っ
て
財
政
的
背
景
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
メ
イ
ヤ
ー
（
竃
薯
o
『
）
は
次
の
よ
う
に
区
分
し
て
い
る
。

　
a
　
ア
マ
チ
ュ
ア
ー
楽
し
み
の
た
め
の
参
加
者
で
費
用
は
自
弁

　
b
　
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ー
国
の
代
表
選
手

　
c
　
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
ー
ス
ポ
ー
ツ
に
よ
る
生
計
の
維
持
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
は
無
関
係

　
メ
イ
ヤ
ー
を
引
用
し
た
竹
之
下
休
蔵
は
、
間
題
は
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ス
ポ
ー
ツ
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
社
会
的
意
義
の
検
討
を
強
調
し
て

（
⑩
ー
二
四
九
）
、
以
降
の
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
（
⑭
ー
一
七
〇
）
。
つ
ま
り
高
度
化
に
と
も
な
う
諸
資
金
を
「
社
会
的
援
助
」
を
す
る

こ
と
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
「
社
会
的
援
助
」
が
い
か
な
る
形
態
の
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
二
う
し
て
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
的
ス
ポ
ー
ツ
や
ア
マ
チ
ュ
ア
（
メ
イ
ヤ
ー
の
用
法
は
多
分
に
素
人
と
言
う
意
味
に
近
い
）
は
、
相
も
変

わ
ら
ず
、
自
弁
で
ま
か
な
え
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
排
除
さ
れ
た
は
ず
の
労
働
者
階
級
が
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
に

ど
ん
ど
ん
と
参
加
し
て
、
先
の
両
者
の
a
b
c
の
全
般
に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
マ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
と
の
関
連
で
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　
現
在
の
高
度
化
は
大
衆
化
の
基
盤
の
上
で
し
か
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
、
こ
の
大
衆

化
と
の
関
わ
り
で
も
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
⑥
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
展
望
－
難
か
し
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
加
藤
橘
夫
（
⑳
）
の
揚
合
、
一
九
五
一
年
か
ら
六
九
年
ま
で
の
ほ
ぽ

二
〇
年
間
に
わ
た
る
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
論
文
を
集
め
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
研
究
の
一
典
型
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の

は
こ
の
二
〇
年
間
は
「
ミ
ス
タ
ー
・
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
言
わ
れ
た
1
0
C
第
五
代
会
長
A
・
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
の
在
任
期
間
と
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
期
間
に
お
い
て
も
現
実
に
は
金
銭
問
題
は
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
過
程
に
あ
っ
て
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加
藤
論
文
は
こ
れ
ら
の
現
実
の
進
行
の
全
く
の
追
認
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
最
後
の
寄
り
所
は
、
「
教
育
的
な
意
味
」
で
の
ア
，

マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
存
続
と
い
う
、
精
神
論
し
か
残
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
川
本
信
正
は
「
新
し
い
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
「
大
衆
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
あ
る
い
は
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
提
起
す
る
。
そ
の

背
景
に
は
「
も
し
日
本
で
、
あ
ら
た
め
て
ア
マ
チ
ュ
ア
主
義
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
国
民
が
、
そ
の
住
む
地

域
で
、
い
つ
で
も
自
発
的
に
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
で
き
る
条
件
整
備
を
求
め
る
市
民
ス
ポ
ー
ツ
運
動
の
旗
印
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
」
（
⑱

ー
二
二
二
）
と
述
ぺ
、
単
に
日
体
協
ば
か
り
で
な
く
諸
団
体
の
総
意
が
民
主
的
に
結
集
さ
れ
た
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

提
案
は
き
わ
め
て
積
極
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
新
し
い
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
の
具
体
像
は
未
だ
鮮
明

と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
森
川
貞
夫
の
揚
合
、
そ
の
具
体
像
と
し
て
「
ス
ポ
ー
ツ
労
働
」
を
提
起
す
る
。
「
ス
ポ
ー
ツ
・
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
止
揚
の
過
程
の

な
か
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
理
念
を
つ
き
や
ぶ
る
も
の
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
よ
っ
て
、
ス
ポ
ー
ツ

存
立
の
た
め
の
経
済
的
基
礎
を
築
い
て
い
く
と
い
う
、
『
ス
ポ
ー
ツ
労
働
』
が
成
立
す
る
」
（
⑳
1
五
九
）
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
道
す
じ

を
第
一
に
、
巨
大
な
ス
ポ
ー
ツ
人
口
の
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
第
二
に
ス
ポ
ー
ツ
施
設
・
用
具
の
大
幅
増
加
、
そ
し
て
第
三
に
指
導

・
援
助
、
情
報
の
管
理
を
担
当
す
る
「
ス
ポ
ー
ツ
労
働
者
」
の
大
量
配
置
、
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
森
川
の
意
図
は
理
解

で
き
て
も
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
論
か
ら
「
ス
ポ
ー
ツ
労
働
」
へ
の
論
理
は
未
だ
不
鮮
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
㈲
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
崩
壊
の
必
然
性
－
冨
山
清
の
次
の
よ
う
な
記
述
は
き
わ
め
て
刺
激
的
で
あ
り
、
魅
力
的
で
も
あ
る
。

　
「
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
（
1
内
海
）
危
機
そ
の
も
の
は
資
本
主
義
社
会
の
発
展
過
程
の
中
に
芽
ぱ
え
、
増
大
し
、
更
に
二
大
勢
力

　
（
米
国
と
ソ
連
i
内
海
）
を
背
景
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
変
貌
過
程
の
中
に
そ
の
主
因
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
⑦
ー
二
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

八
一
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
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「
ス
ポ
ー
ツ
の
持
つ
歴
史
的
必
然
性
、
或
は
そ
の
合
法
則
性
」
（
⑦
1
二
八
二
）
。

　
「
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
崩
壊
の
必
然
性
を
も
つ
」
（
⑪
ー
三
〇
六
）
。

　
こ
れ
ら
主
因
（
内
的
要
因
－
内
海
）
、
必
然
性
・
合
法
則
性
、
崩
壊
の
必
然
性
が
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
残
念
な
が

ら
冨
山
論
文
に
は
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
も
し
こ
れ
ら
が
解
明
で
き
る
な
ら
、
ω
で
述
ぺ
た
』
ス
ポ
ー
ツ
の
人
民
的
革
命
」

の
展
望
が
示
せ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
必
然
性
の
究
明
も
我
々
に
課
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
2
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
研
究
の
課
題

　
す
で
に
「
課
題
設
定
」
の
中
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
ス
ポ
ー
ツ
大
衆
化
と
の
関
連
は
基
本
的
課
題
で
あ
る
。
さ
ら

に
先
行
研
究
が
提
起
し
た
課
題
で
い
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
の
「
人
民
的
革
命
」
の
展
望
、
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
崩
壊
の
歴
史
的
必
然
性
、
ス

ポ
ー
ツ
発
展
の
合
法
則
性
等
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
各
論
文
の
端
々
に
、
理
論
展
開
は
十
分
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
重
要
な
視
点
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
個
人
性
に
つ

い
て
、
そ
し
て
公
共
的
援
助
の
問
題
等
も
課
題
と
し
て
揚
げ
ら
れ
よ
う
。

　
以
下
、
改
め
て
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
変
遷
を
再
把
握
し
な
が
ら
、
上
記
の
諸
課
題
に
迫
っ
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
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三
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史

　
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
変
遷
は
、
1
0
C
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
各
国
際
競
技
団
体
の
動
向
把
握
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
が
、
そ
の
中
で

も
1
0
C
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
；
ツ
の
い
わ
ば
中
枢
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
I
O
C
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
動
向
を
中

心
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
図
は
達
成
で
き
よ
う
。
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－
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
変
遷

　
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
変
遷
の
概
略
は
、
表
2
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
特
徴
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
ω
ア
マ
チ
ュ
ァ
規
定
成
立
以
前

　
最
初
の
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
は
一
八
六
六
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
ア
マ
チ
ュ
ァ
と
い
う
用
語
は
活
用
さ
れ
て
い
た
。
だ
れ
は
一
八

三
九
年
の
英
国
に
お
け
る
ヘ
ン
レ
ー
．
レ
ガ
ソ
タ
参
加
規
定
に
も
見
ら
れ
る
。
た
ぶ
ん
「
内
規
あ
る
い
は
道
義
上
の
問
題
」
（
⑯
ー
四
四
）

一と

て
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
r
　
　
　
，
　
　
一
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
は
、
パ
ト
ロ
ン
ス
ポ
ー
ツ
が
ら
賞
金
制
ス
ポ
ー
ツ
ヘ
と
移
行
し
、
一
九
世
紀
の
中
頃
に
お
い
て

も
一
般
的
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
技
量
あ
る
一
部
の
労
働
者
階
級
が
参
加
し
、
賞
金
を
獲
得
し
、
や
が
て
彼
ら
は
プ
・
化
す
る

基
盤
を
得
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
大
会
の
開
催
主
体
で
あ
渇
資
本
家
惜
級
は
、
自
ら
の
支
配
す
る
労
働
者
階
級
に
敗
北
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
ス
ポ
ー
ツ
そ
れ
自

　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

一体

競
争
」
に
お
い
て
敗
北
す
る
こ
と
は
階
級
の
名
誉
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
階
級
と
し
て
の
見
栄
の
保
持
か
ら
も
、
「
ス
ポ
ー
ツ
参

加
に
お
廿
る
競
争
」
と
し
て
の
社
会
差
別
と
し
て
、
労
働
者
階
級
を
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

一
㈲
7
マ
チ
ュ
ア
規
定
の
成
文
化
と
そ
の
後

　
こ
」
し
て
最
初
の
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
が
、
一
八
六
六
年
英
国
の
第
一
回
全
英
陸
上
選
手
権
大
会
の
「
参
加
者
資
格
規
定
」
に
お
い
て
戒

一
文
化
さ
．
れ
た
の
で
あ
る
。

軌

　
「
か
う
て
賞
金
目
当
て
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
っ
し
ょ
に
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
競
技
し
た
者
、
生
活
費
を
得
る
た
め

　
に
競
技
い
か
ん
を
間
わ
ず
練
習
を
教
え
た
り
、
そ
れ
を
仕
事
と
し
た
り
、
手
伝
い
を
し
た
こ
と
の
あ
る
者
、
手
元
の
訓
練
を
必
要
と
す

　
る
職
業
（
↓
β
留
）
、
あ
る
い
は
雇
用
者
と
し
て
の
械
械
工
（
言
8
鼠
三
。
）
、
職
工
（
≧
募
弩
）
あ
る
い
は
労
働
者
、
こ
れ
ら
は
ア
マ
チ

臼133

、
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表2 アマチュアリズムの変遷

西歴

1700代

1800代

中頃

1866

1878

1880

1894

1896

組 織

封建領主

資本家階級（ブルジョアジー）

アマチュア・アスレティック・クラブ

（全英陸上競技選手権大会）（世界初の

成文化されたアマチュア規定）

漕艇界初の成文規定（全英漕艇協会設

立は1879）

全英陸上競技大会

クーベルタンの回状（アマチュアに関

して7項目）

第一回近代オリンピック大会（アテネ）

・アマチュア規定なし

アマチュア規定の要素
身分的（政治的）視定

職工・

労働者

の排除

。
チ
除

師
一
排

教
コ
の

プロと

の試合

禁止

プロの

アマ化

禁止

・パトロンスポーツ

（パトロンおかかえ）

・賞金スポーツ

×　　×　　×

×　　×　　×

　　×　　×

経済的規定

休業保

障の禁

止

費
給
止

実
支
禁

賞金等

目当出

場禁止

伝
場
止

宜
出
禁

×

×
×

倫理的規定

紳士及

品位あ

る者

名声の

利用禁

止

スポー

ツのみ

愛す者

時期区分など

一期

1860S～1890S

　第1代

D．ビラケス

（ギリシャ）

　1894
　　～

　1896

寸
㎝
一



暇
鰹
e
く
智
5
卜
4
庫
卜
卜

1901

1905

1909

1911

1912

1917

1921

1925

1933

第四回10C委員会（パリ）…アマチュ

ア規定

第七回10C委員会（ブリュッセル）・・

アマチュァ規定

10C憲章（初）

　　（日本）JOCとしての大日本体育

　　　　　協会設立

第五回オリンピック大会（ストックホ

ルム）の体操競技

　　（日本）第五回陸上競技大会参加規

　　　　定

　　（日本）大日体協「競技者資格」

　　　　　日本体育競技会より反論、

　　　　裁判へ
　　　　1925年以降1947年まで大日

　　　　休協統一規定を持たず

オリンピック憲章（IOCとIF一アマチ

ュア定義の最小限原則）

第三一回10C委員会（ウイーン）国際

陸上競技連盟の提案、「アマチュアリズ

ムの原則と各IF間において統一して採

用するべき諸原則』

△

×　　×

　X　　×　　X
（条件付）

（廃棄）

△　　△　　△　　△

×

X　　×　　X
　’（種目限定》

×　　　×

　×　　×
（実費のみOK）

×
初

△

△

X

△

△

×　　×

第二期

　1890S～1950S

　　第2代
アークーベルタン

　（フランス）

　　1896
　　　5
　　1925

　第3代

B．ラツール

（ベルギー）

　1925

　　5

頃
コ



O
N
　
駅
轟
寵
以
く
　
騨
冶
駕
儀
齢
※
曄
－

1933

1938

1946

1947

1948

1952

1955

1956

1957

1960

1961

1962

同　ラファンの「セミ・プロフェッシ

ョナルに対抗する勧告J真のスポーツ

マンたるには？

オリンピック憲章

オリンピック憲章と「アマチュア資格

に関する決定』

　　（日本）日体協　アマチュア規定

第四二回IOC委貝会（ロンドン）アマ

チュア最小限原則からブロークンタイ

ム・ペイメント（休業保障）禁止は除外

第一五回オリンピック大会（ヘルシン

キ）ソピエト参加

　　（日本）「スポーツマン綱領」

　　（日本）日体協「スポーツ憲章中間

　　　　報告」

　　（日本）日体協　アマチュア規定改

　　　　正

　　（日本）自衛隊体育学校設立

10Cの警告　奨学金の禁止

第五九回10C委貝会（モスクワ）　休

業保障は実際の欠勤分のみOK

X　　×

×　　X　　×

△　　△　　△

　△　　△　　△

（編紛

（正業を持たぬ者）

X

△

△

（廃棄）

×

△

△　　△

X

×

X　　×

△　　△

△　　△

×　　　×

置

（1941～1946）

　空　位

　　　　第4代
　　J，エドストレム

　　（スウェーデン）

　　　　　1946

　　　　　5

　　　　　1952
第三期

　1950S～1勺80S

　　第5代
A，ブランデージ

　（アメリカ）

　　1952
　　　5

鳴
門
一



嘔
譲
e
く
紋
P
卜
4
申
卜
卜

1964 　　　　　　　　　　　リンピック憲章 （　”　　》X　　X ×　　× ×　　　×

1968 全英テニス選手権大会（ウインブルド 1972

ン）のオープン化

第6代
1971 第七一回10C委員会（ルクセンブルグ） L．キラニン

西独ミュンヘンオリンピック委員長 （アイルランド）

B・ダウメr質問状』、すべての国がrス 1972

テート・アマ』化していると指摘 1
1971 （日本）日体協規約改正 △ △ △　　△

1980

（コーチだめ）

1974 オリンピック憲章　アマチュアの字句

を削除

1975 （日本）「アマチュア委員会統一見
第7代　　、

解』

A，サマランチ

1981 10C参加資格を各IFに委ねる ×
（スペイン）

1980

1982 国際陸連（総会、アテネ）　競技者基 5
金導入

1983 国際陸連　アピアヲンス・フィー（出

演料）公認

1986 10C「競技者規定Athletic　Code」

（日本）日体協「スポーッ憲章」 オープ ン化へ
△は日本の規‘露；

卜
門
一
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ユ
ア
と
は
認
め
な
い
」

　
こ
こ
に
は
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
の
要
素
と
し
て
い
く
つ
か
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
プ
ロ
と
一
緒
に
競
技
し
な
い
こ
と
、
賞
金

を
目
的
と
し
な
い
こ
と
、
生
活
費
を
得
る
た
め
に
ス
ポ
ー
ツ
指
導
を
し
な
い
こ
と
な
ど
が
ア
マ
チ
ュ
ア
の
条
件
で
あ
る
こ
と
。
ま
し
て
や
、

休
業
保
障
な
ど
は
大
前
提
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
規
定
に
さ
え
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
機
械
工
、
職

工
な
ど
の
職
業
指
定
、
労
働
者
と
い
う
階
級
指
定
ま
で
も
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
漕
艇
界
で
初
め
て
と
い
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
漕

艇
協
会
の
一
八
七
八
年
の
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
に
も
、
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
継
承
さ
れ
て
行
く
。

　
「
ア
マ
チ
ュ
ア
漕
手
、
お
よ
ぴ
ス
カ
ー
ル
を
漕
ぐ
ス
カ
ラ
ー
は
、
陸
海
軍
士
官
、
文
官
、
紳
士
た
ち
（
帥
ヨ
昏
げ
霞
o
障
ぎ
ま
の
邑

　
領
9
①
置
o
霧
）
、
大
学
の
学
生
も
し
く
は
バ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
の
生
徒
、
ま
た
は
機
械
工
あ
る
い
は
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
含
ま

　
な
い
既
設
の
ボ
ー
ト
あ
る
い
は
・
ー
イ
ン
グ
・
ク
ラ
ブ
、
ま
た
は
懸
賞
金
（
ω
部
ぎ
）
、
金
銭
、
入
揚
料
（
浮
＃
き
8
閏
8
）
の
た
め

　
に
競
漕
し
、
賞
金
目
当
て
に
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
。
ナ
ル
と
一
諸
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
対
抗
し
て
競
漕
し
、
か
つ
て
生
活
の
手
段
と
し

　
て
、
い
か
な
る
種
類
の
競
技
に
お
い
て
も
訓
練
を
業
（
評
窃
且
げ
）
と
し
て
教
え
た
り
、
手
伝
っ
た
り
し
、
造
艇
の
仕
事
に
関
係
し
た

　
り
、
肉
体
労
働
者
、
機
関
工
と
職
人
（
≧
詩
目
）
と
労
働
者
は
競
技
会
に
出
場
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」

　
こ
こ
で
は
、
一
八
六
六
年
の
も
の
に
比
し
て
、
ア
マ
チ
ュ
ァ
の
実
質
と
し
て
の
身
分
・
職
業
が
文
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
陸
海

軍
士
官
、
文
官
、
紳
士
、
学
生
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
の
生
徒
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
は
、
単
に
プ
・
と
い
う
意
味
で

の
労
働
者
階
級
排
除
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
階
級
全
体
と
し
て
の
締
め
出
し
を
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
二
年
後
の
一
八
八
○
年
の
全
英
陸
上
競
技
連
盟
で
は
、
一
八
六
六
年
の
規
定
か
ら
職
業
と
階
級
に
関
す
る
規
定
、
つ
ま
り

「
機
械
工
、
職
工
、
労
働
者
」
な
ど
の
表
現
を
、
激
論
の
末
削
除
し
た
。
そ
の
後
、
こ
う
し
た
露
骨
な
階
級
規
定
、
身
分
規
定
は
と
ら
れ

な
く
な
っ
て
行
っ
た
。
（
し
か
し
一
つ
だ
け
例
外
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
全
英
ヘ
ン
レ
ー
・
レ
ガ
ッ
タ
委
員
会
で
あ
り
、
一
九
三
七
年
の
観

138



アマチュアリズムの終焉

表3　全英競技連盟の創設年

スポーツ 最初の全英組織 年

1750

1754

1788

1857

1863

1866

1880

1869

1871

1875

1878

1879

1879

1884

1886

1888

1895

1898

ジョッキークラブ

R＆Aゴルフクラブ
メリルボーンクリケットクラブ

アルペンクラブ

フットボール協会

アマチェア陸上クラブ

アマチェア陸上協会

アマチェア首都水泳協会

ラグピーフットボールユニオン

ヨット競技協会

自転車ユニォ；！

全英スケート協会

首都漕艇協会

アマチュアボクシング協会

ホッケー協会

・一ンテニス協会

バドミントン協会

アマチュアフェンシング協会

競馬
ゴノレフ

クリケット

登山
サッカー

陸上競技

水泳
ラグピー

ヨット

サイクリング

スケート

漕艇
拳闘
ホッケー

ローンァニス

ノぐドミントン

フェンシング

出典⑨一63より

約
改
正
ま
で
、
露
骨
な
表
現
は
維
持
さ
れ
た
。
）

　
一
八
六
〇
年
代
か
ら
は
、
表
3
に
見
る
よ
う
に
、
英
国

で
は
各
種
ス
ポ
ー
ツ
の
国
内
組
織
が
結
成
さ
れ
て
行
っ
た
。

こ
れ
に
少
し
遅
れ
て
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
国
内
組

織
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
う
し
た
各
国
内
組
織
結
成
を
基
礎
に
、
国
際

競
技
連
盟
も
、
一
八
八
一
年
の
体
操
以
降
積
極
的
に
結
成

さ
れ
て
き
た
（
表
4
）
。

　
こ
う
し
た
諸
組
織
の
結
成
を
通
じ
て
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ

ム
は
全
世
界
に
普
及
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同

時
に
、
一
八
八
○
年
か
ら
第
一
回
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

始
ま
る
一
八
九
六
年
ま
で
は
、
「
ア
マ
チ
ュ
ア
論
争
が
最

　
　
　
　
（
7
）

も
活
発
な
時
期
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
、
P
・
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
は
近

代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
復
興
の
た
め
に
、
一
八
九
四
年
一
月
一

五
日
付
で
、
世
界
各
国
の
ス
ポ
ー
ツ
や
体
育
関
係
者
あ
る

い
は
団
体
、
ク
ラ
プ
、
教
育
者
、
さ
ら
に
政
治
家
、
軍
人

な
ど
に
回
状
を
送
り
、
そ
の
年
の
六
月
一
六
～
二
四
日
に
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表4　1F（lntemational　SPorts　Federation）の創設年

体操
1881 馬　術 1921

ラグビー 1890 ボプスレー。トボガン 1923

漕艇
1892 吊輪体操 1923

スケート 1892 カヌー 1924

自転車 1900 スキー 1924

サッカー 1904 卓球 1926

グライダー 1905 ペロタ 1929

射　撃 1907 バスケットボール 1932

水泳
1908 拳　闘 1946（1924）

アイスホッケー 1908，（1892） ハンドボール 1946

陸上競技 1912 バレーボール 19ぐ7

フェンシング 1913 近代五種 1948

ヨット 1920（1907） ボウリング 1952

重量挙げ 1920 リュージュ
1957

ホッケー 1921

　（）のなかは，別の名称あるいは国際的ではないが，その団体が一応国際的な統轄団体に準じて認められ

ていた年。（⑯一51より）

パ
リ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
第
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
コ
ン
グ
レ
ス
を

開
催
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
復
興
が
決
議
さ
れ
、

二
年
後
の
一
八
九
六
年
に
、
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
地
で
あ
っ
た

ギ
リ
シ
ャ
の
ア
テ
ネ
で
第
一
回
大
会
（
＝
ニ
ケ
国
、
二
八
五
人
）
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
の
回
状
の
内
容
は
次
の
一
〇
項
目
で
あ
る
が
、
一
～
七
が

ま
さ
に
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
八
～
九
は
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
大
会
復
興
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
を
復
興
す
る
う
え
で
も
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
が

い
か
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
の
回
状
（
一
八
九
四
・
一
・
一
五
）

　
①
ア
マ
チ
ュ
ア
概
念
の
規
定
。
こ
の
規
定
の
基
礎
－
国
際
的
に

　
規
定
す
る
こ
と
の
可
能
性
と
利
用
性
。

　
②
違
反
と
資
格
剥
奪
と
資
格
回
復
コ
そ
れ
を
理
由
づ
け
る
諸
事
実

　
と
、
そ
れ
を
明
確
に
す
る
手
段
。

　
③
ア
マ
チ
ュ
ァ
の
立
揚
に
関
し
て
各
種
ス
ポ
ー
ツ
間
に
あ
る
相
違

　
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
良
い
か
ど
う
か
？
　
特
に
競
馬
（
素
人

　
の
競
馬
）
と
ク
レ
ー
射
撃
の
間
に
あ
る
相
違
、
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
で
プ
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ロ
選
手
で
あ
る
者
が
他
の
ス
ポ
ー
ツ
で
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
，
？
て
良
い
か
？

　
　
④
賞
品
と
し
て
与
え
ら
れ
る
芸
術
品
の
価
格
に
つ
い
て
ー
そ
の
価
格
を
制
限
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
？
　
賞
品
と
し

　
て
得
た
芸
術
品
を
売
っ
た
者
に
ど
ん
な
処
置
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？

　
　
⑤
ス
ポ
ー
ツ
揚
の
入
揚
料
の
正
当
な
使
用
。
こ
の
金
は
協
会
間
あ
る
い
は
競
技
者
間
で
分
配
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
の
金
は
旅

　
費
に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
か
？
　
選
手
た
ち
は
相
手
側
協
会
ま
た
は
所
属
協
会
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
損
失
の
補
償
を
得
る
こ
と
が
で
き

　
る
の
か
？

　
　
⑥
ア
マ
チ
ュ
ア
概
念
の
一
般
的
規
定
が
あ
ら
ゆ
る
ス
ポ
ー
ツ
に
同
様
に
適
用
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
の
規
定
が
自
転
車
、

　
ボ
ー
ト
、
陸
上
競
技
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
の
も
つ
特
殊
な
制
限
を
包
括
し
て
い
る
か
？

　
　
⑦
賭
に
つ
い
て
1
賭
は
ア
マ
チ
ュ
ア
概
念
に
反
し
な
い
か
？
　
賭
の
流
行
を
食
い
止
め
る
手
段
。

　
　
⑧
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
復
活
の
可
能
性
に
つ
い
て
ー
ど
ん
な
条
件
の
下
に
再
現
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
？

　
　
⑨
競
技
者
の
条
件
－
奨
励
さ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
。
器
且
ハ
用
具
の
準
備
と
準
備
日
程
な
ど
。

　
　
⑩
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
の
復
活
を
準
備
す
る
国
際
委
員
会
委
員
の
任
命
。

　
こ
う
し
た
懸
案
事
項
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
が
、
第
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
明
確
な
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
を
持
た
な
い
状
態
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
〇
〇
年
の
第
二
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
（
パ
リ
）
で
は
、
多
額
の
賞
金
（
⑯
ー
一
三
六
）
さ
え
出
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
一
九
〇
一
年
の
第
四
回
1
0
C
総
会
（
パ
リ
）
で
は
、
1
0
C
と
し
て
の
初
め
て
の
ア
マ
チ
ュ
ァ
規
定
を
制
定
し
た
の
で
あ

る
。　

　
①
金
の
た
め
に
競
技
を
す
る
者
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②
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
選
手
と
と
も
に
競
技
を
す
る
者

　
　
③
体
育
教
師
あ
る
い
は
ト
レ
ー
ナ
ー
と
し
て
金
を
も
ら
う
者

　
　
④
い
わ
ゆ
る
マ
ネ
キ
ン
的
（
注
“
商
業
宣
伝
を
意
味
す
る
ー
内
海
）
競
技
に
で
る
者

　
以
上
の
者
は
ア
マ
チ
ュ
ア
で
は
な
い
。

　
こ
れ
は
、
い
ま
ま
で
の
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
の
共
通
的
な
部
分
で
あ
る
が
、
続
く
一
九
〇
五
年
の
規
定
で
は
若
干
の
変
化
を
示
す
。
関
連

部
分
だ
け
を
抽
出
す
る
。

　
　
2
、
体
育
訓
練
の
た
め
の
教
授
や
、
そ
の
た
め
に
傭
わ
れ
て
い
る
先
生
は
、
そ
の
教
え
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
で
は
ア
マ
チ
ュ
ァ
で
は
な

　
い
が
、
そ
の
ほ
か
の
競
技
で
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
認
め
ら
れ
て
い
る
行
為
を
や
ら
な
け
れ
ば
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
。
た
だ
し
、

　
そ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
と
し
て
所
属
し
て
い
る
協
会
（
あ
る
い
は
ク
ラ
ブ
）
が
、
ア
マ
チ
ュ
ア
競
技
団
体
の
統
制
下
に
あ
る
こ
と
を
条
件
と

　
す
る
。
…
：

　
　
3
、
実
際
に
か
か
っ
た
私
費
を
受
取
る
こ
と
は
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
は
考
え
な
い
。

　
以
上
が
、
前
回
か
ら
変
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
一
つ
は
体
育
教
師
や
ト
レ
ー
ナ
ー
は
そ
の
指
導
す
る
種
目
以
外
で
は
ア
マ
チ
ュ
ァ

と
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
は
実
費
の
受
領
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
影
響
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。
第
一
に
一
九
一
二
年
国
際
体
操
連
盟
で
は
「
体
操
の
先
生
と
教
官
と
は
、
金
銭
的
報
酬
を
受
け

て
も
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
」
と
し
て
身
分
的
規
定
を
ゆ
る
め
た
こ
と
、
そ
し
て
実
費
の
受
領
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る

競
技
に
お
い
て
一
般
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
九
二
五
年
に
は
1
0
C
と
I
F
（
国
際
競
技
連
盟
）
が
ア
マ
チ
ュ
ア
を
定
義
す
る
た
め
の
最
小
限
原
則
を
討
議
し
、
初
め
て

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
」
に
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
と
し
て
「
ブ
ロ
ー
ク
ン
タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
（
休
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業
補
償
）
」
禁
止
規
定
が
初
め
て
生
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
背
後
に
は
、
あ
る
程
度
の
補
償
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

れ
は
経
費
（
旅
費
・
滞
在
費
、
日
当
等
　
　
一
九
〇
五
年
に
許
可
さ
れ
た
）
と
は
異
な
り
、
仕
事
か
ら
離
れ
た
日
数
分
の
給
料
で
あ
る
が
、

こ
の
一
九
二
五
年
に
明
記
さ
れ
た
も
の
は
、
一
九
六
二
年
1
0
C
委
員
会
（
モ
ス
ク
ワ
）
に
お
い
て
「
実
際
の
欠
勤
分
の
み
」
と
い
う
緩

和
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
表
面
上
は
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
い
わ
ば
経
済
的
規
定
が
一
つ
ず
つ
後
退
す
る
の
に
伴
な
い
、
そ
の
矛
盾
を
覆
い
隠

す
か
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
の
は
「
紳
士
あ
る
い
は
そ
の
品
位
あ
る
も
の
」
に
限
る
と
か
、
「
ス
ポ
ー
ツ
そ
れ
自
体
を
享
受
す
る

も
の
」
と
か
の
倫
理
的
規
定
が
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
一
九
三
三
年
の
第
三
一
回
1
0
C
委
員
会
（
ウ
ィ
ー
ン
）
に
お

け
る
国
際
陸
連
の
提
案
「
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
の
原
則
と
各
I
F
間
に
お
い
て
統
一
し
て
採
用
す
べ
き
諸
原
則
」
で
あ
り
、
こ
の
第
一
項

に
は
「
ア
マ
チ
ュ
ア
と
は
ス
ポ
ー
ツ
を
愛
好
し
て
専
心
競
技
を
行
う
者
を
指
し
て
い
う
」
と
あ
る
。
こ
の
前
後
に
は
倫
理
的
規
定
に
関
す

る
若
干
の
動
向
が
あ
る
が
、
同
1
0
C
委
員
会
の
一
九
二
五
年
に
提
出
し
て
こ
の
一
九
三
三
年
の
委
員
会
で
確
認
さ
れ
た
C
・
ラ
フ
ァ
ン

（
チ
ェ
コ
）
の
「
セ
ミ
・
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
対
抗
す
る
勧
告
」
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
真
の
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
た
る

に
は
？
」
と
い
う
こ
と
で
、
競
技
者
と
し
て
、
そ
し
て
観
衆
と
し
て
の
両
方
か
ら
、
多
分
に
倫
理
的
内
容
の
ア
マ
チ
ュ
ア
像
が
強
調
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
各
国
際
競
技
連
盟
、
た
と
え
ば
ス
キ
ー
、
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
な
ど
が
そ
ろ
っ
て
ブ
ロ
ー
ク
ン

タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
を
行
い
始
め
た
。

　
だ
が
、
一
九
五
二
年
に
第
五
代
I
O
C
会
長
と
し
て
就
任
し
た
A
・
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
は
「
ミ
ス
タ
ー
・
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
異
名
を
持
つ

ほ
ど
の
信
奉
者
で
あ
り
、
「
ア
マ
チ
ュ
ア
だ
け
が
純
粋
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
」
と
発
言
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

憲
章
の
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
は
、
参
加
選
手
の
実
態
と
は
か
な
り
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
一
九
七
二
年
に
第
六
代
会
長
と
し
て
就
任
し
た
L
・
キ
ラ
ニ
ン
は
、
そ
の
在
任
の
八
年
間
が
「
I
O
C
の
長
い
歴
史
の
中
で
も

っ
と
も
困
難
な
時
期
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
言
い
す
ぎ
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
」
（
⑳
1
三
〇
三
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

I
F
と
の
調
整
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
も
急
速
な
改
訂
を
歩
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
1
0
C
と
I
F
の
間
の
関
係
、
そ
し
て
そ
こ
へ
の
資
本
・
企
業
が
介
在
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

I
F
は
ま
す
ま
す
資
金
を
必
要
と
し
て
お
り
、
他
方
資
本
、
企
業
の
側
も
ス
ポ
ー
ツ
を
市
揚
や
宣
伝
の
媒
体
と
し
て
活
用
す
る
動
き
を
見

せ
は
じ
め
、
両
者
が
よ
り
強
力
に
結
び
付
き
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
は
ど
う
し
て
も
栓
楷
と
な
る
の

で
あ
る
。

　
他
方
、
1
0
C
は
単
な
る
組
織
で
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
一
人
た
り
と
も
擁
し
て
い
な
い
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
の
具
体
的
な
競
技

の
展
開
は
、
す
ぺ
て
各
国
際
競
技
連
盟
（
I
F
）
に
依
存
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
第
七
代
会
長
A
・
サ
マ
ラ
ン
チ
の

言
う
よ
う
に
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
世
界
最
高
の
競
技
大
会
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
身
入
り
の
無
い
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
か
ら
関
心
を
失
い

か
け
つ
つ
あ
っ
た
I
F
を
引
き
留
め
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
I
F
に
歩
み
寄
ら
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
巻
。

　
こ
う
し
て
一
九
七
四
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
で
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
と
い
う
表
現
は
一
切
消
え
、
代
り
に
参
加
資
格
（
固
酋
σ
筐
ぐ
）

が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
八
一
年
に
は
1
0
C
と
し
て
の
参
加
資
格
規
定
は
持
た
ず
、
各
I
F
に
委
ね
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
間
に
、
す
で
に
早
い
時
期
に
は
全
英
テ
ニ
ス
大
会
（
ウ
ィ
ン
ブ
ル
ド
ン
）
が
一
九
六
八
年
に
オ
ー
プ
ン
化
し
、
賞
金
制
を

導
入
し
て
世
論
を
驚
ろ
か
せ
た
し
、
最
近
で
は
一
九
八
二
年
国
際
陸
連
が
出
演
料
（
＞
唱
Φ
畦
き
8
閏
8
）
を
認
め
、
い
ま
や
賞
金
レ
ー

ス
は
一
般
化
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
冒
頭
に
述
ぺ
た
よ
う
な
一
九
八
六
年
の
1
0
C
と
、
そ
れ
に
追
い
つ
こ
う
と
す
る
日
体
協
の
動
き
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
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ア
マ
チ
ュ
ア
の
ほ
ぼ
全
廃
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
2
、
日
本
で
の
変
遷

　
日
本
の
N
O
C
（
」
O
C
）
は
一
九
一
二
年
の
第
五
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
）
へ
の
参
加
母
体
と
し
て
、
一
九
一

一
年
九
月
に
大
日
本
体
育
協
会
（
会
長
加
納
治
五
郎
）
と
し
て
誕
生
し
た
。
加
納
は
日
本
人
と
し
て
の
初
の
I
O
C
委
員
と
な
っ
た
。

　
そ
の
一
一
月
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
選
手
予
選
会
が
開
か
れ
て
い
る
が
、
参
加
規
定
に
は
「
品
行
方
正
」
で
あ
る
こ
と
や
、
市
町
村

の
推
薦
状
を
有
す
る
こ
と
、
そ
し
て
経
費
自
弁
と
す
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
、
大
き
な
問
題
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
当
初
か
ら
倫
理
的
規

定
が
強
い
の
は
日
本
の
特
徴
で
も
あ
ろ
う
。

　
だ
が
一
九
二
〇
年
第
七
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
）
出
揚
第
一
次
予
選
会
を
兼
ね
た
第
五
回
陸
上
競
技
大
会
の
出
揚
資
格
に
、

「
出
揚
申
込
心
得
」
と
し
て
次
の
三
項
目
が
設
け
ら
れ
た
。

　
　
　
第
七
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
予
選
会
出
場
申
込
心
得

　
　
①
年
令
満
一
五
年
以
上
一
但
マ
ラ
ソ
ン
競
走
二
加
入
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
年
令
満
一
七
年
以
上
ニ
シ
テ
其
競
技
二
堪
フ
ヘ
シ
ト
、
医
師

　
ノ
証
明
書
ヲ
要
ス

　
　
②
学
生
タ
リ
青
年
会
員
タ
ル
ヲ
間
ハ
ス
品
行
方
正
ニ
シ
テ
脚
カ
ヲ
用
フ
ル
ヲ
業
ト
セ
サ
ル
モ
ノ

　
　
③
嘗
テ
賞
牌
カ
ッ
プ
等
大
日
本
体
育
協
会
及
世
界
各
国
ノ
競
技
会
二
於
テ
慣
例
上
認
メ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ノ
外
金
銭
又
ハ
価
格
ア
ル
物

　
品
ト
シ
テ
受
領
シ
又
ハ
優
勝
者
二
金
銭
物
品
ヲ
授
与
ス
ル
競
技
会
二
出
席
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
こ
う
し
て
、
「
脚
力
を
用
う
る
を
職
業
と
す
る
者
」
と
い
う
職
業
規
定
や
、
賞
金
付
大
会
に
参
加
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
初
め
て
の
規

定
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
一
九
二
一
年
大
日
本
体
育
協
会
の
「
競
技
者
資
格
」
で
は
、
競
技
者
の
資
格
を
細
分
化
し
て
い
る
。
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①
本
会
二
於
テ
挙
行
ス
ル
競
技
会
二
参
加
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
予
メ
技
術
委
員
会
幹
事
ヲ
経
テ
資
格
登
録
ヲ
受
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
②
本
会
ハ
競
技
者
ノ
資
格
ヲ
左
ノ
四
種
二
分
テ
之
ヲ
認
定
ス

　
O
普
通
競
技
者
　
⑬
競
技
指
導
者
　
日
準
職
業
競
技
者
（
案
の
段
階
で
は
準
普
通
競
技
者
と
な
っ
て
い
た
i
内
海
）
　
四
職
業
競

技
者

　
③
O
普
通
競
技
者
ハ
競
技
二
依
テ
得
ラ
レ
ル
興
味
、
精
神
的
身
体
的
ノ
修
練
及
社
会
的
目
的
ノ
為
二
之
ヲ
行
フ
者
ヲ
云
フ

　
⇔
競
技
指
導
者
ト
ハ
同
上
ノ
目
的
ヲ
知
得
シ
其
発
達
ヲ
計
リ
専
ラ
之
力
指
導
二
従
事
ス
ル
者
及
一
般
体
育
教
師
ヲ
云
フ

　
日
準
職
業
競
技
者
ト
ハ
職
業
上
自
ラ
其
筋
力
ヲ
競
技
ノ
練
習
二
利
用
シ
得
ル
者
ヲ
云
フ
、
例
ヘ
ハ
車
夫
、
郵
便
配
達
夫
、
牛
乳
配
達

夫
、
魚
屋
引
子
等
ノ
如
シ
。

　
㈲
以
上
ノ
目
的
二
依
ラ
ス
シ
テ
競
技
其
他
ノ
運
動
二
因
テ
金
銭
其
他
物
質
上
ノ
利
益
ヲ
得
ル
者
ヲ
職
業
競
技
者
ト
ス

　
④
本
会
二
於
テ
挙
行
ス
ル
競
技
会
ニ
ハ
普
通
競
技
者
ノ
参
加
ノ
ミ
許
シ
職
業
競
技
者
ハ
絶
対
二
其
参
加
ワ
許
サ
ス
　
但
シ
競
技
指
導

者
及
準
職
業
競
技
者
ハ
特
二
本
会
二
於
テ
認
メ
タ
ル
揚
合
二
限
リ
之
ヲ
許
ス

　
⑤
普
通
競
技
者
ニ
シ
テ
左
ノ
一
二
該
当
ス
ル
モ
ノ
ハ
競
技
会
二
参
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス

　
0
本
会
ノ
趣
旨
二
悸
リ
競
技
ノ
精
神
ヲ
傷
ツ
ク
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

　
⑭
金
銭
又
ハ
高
価
ノ
賞
品
ヲ
賭
ケ
タ
ル
競
技
会
二
参
加
セ
ル
モ
ノ

　
㊧
職
業
競
技
者
ノ
団
体
二
加
入
シ
又
ハ
其
競
技
会
二
参
加
セ
ル
モ
ノ

　
㈲
姓
名
、
年
令
又
ハ
職
業
ヲ
詐
リ
テ
競
技
会
参
加
シ
又
ハ
参
加
セ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
ノ

　
国
競
技
、
指
導
二
依
リ
実
費
以
外
ノ
金
銭
又
ハ
物
品
ヲ
賞
与
、
報
酬
又
ハ
謝
礼
ト
シ
テ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ

以
上
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
一
九
二
四
年
三
月
二
六
日
、
日
本
体
育
競
技
会
よ
り
、
”
準
職
業
競
技
者
”
と
そ
の
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具
体
的
職
業
名
の
競
技
会
か
ら
の
締
め
出
し
に
つ
い
て
、
裁
判
（
三
ケ
年
）
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
一
九
二
五
年
に
は
大
日
本
体
育
協

会
は
競
技
団
体
の
全
国
統
一
団
体
と
し
て
、
各
競
技
の
ア
マ
チ
ュ
ア
資
格
は
そ
れ
ぞ
れ
の
競
技
団
体
に
委
ね
た
た
め
、
直
接
の
規
定
は
制

定
し
な
く
な
っ
た
。

　
大
日
本
体
育
協
会
が
再
び
ア
マ
チ
ュ
ァ
規
定
を
持
っ
た
の
は
、
一
九
四
七
年
四
月
二
日
で
あ
り
、
一
二
条
付
則
四
条
か
ら
な
る
も
の
で

あ
る
。

　
一
九
五
五
年
に
は
総
理
府
の
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
会
議
」
が
「
ス
ポ
ー
ッ
マ
ン
綱
領
」
を
発
表
し
、
っ
い
で
競
輪
の
廃
止
を
提
案
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
ス
ポ
ー
ツ
と
は
ア
マ
チ
ュ
ア
の
み
で
あ
る
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

　
翌
一
九
五
六
年
に
は
日
体
協
が
「
ス
ポ
ー
ツ
憲
章
中
間
報
告
」
を
禺
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
冷
戦
体
制
も
反
映
し
て
か
、
国
際
舞
台
に

進
出
し
は
じ
め
た
社
会
主
義
国
、
特
に
ソ
連
の
い
わ
ゆ
る
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
」
へ
の
露
骨
な
敵
意
を
示
し
て
い
る
。

　
一
九
六
〇
年
に
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
一
九
六
四
年
）
へ
向
け
て
、
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
と
も
ミ
リ
タ
リ
ー
・
ア
マ
と
も
言
わ
れ
る

「
自
衛
隊
体
育
学
校
」
が
発
足
し
た
。

　
一
九
七
一
年
に
は
日
体
協
が
「
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
あ
り
方
」
を
制
定
し
た
。

　
一
九
七
五
年
に
は
「
ア
マ
チ
ュ
ア
委
員
会
統
一
見
解
」
を
提
起
し
た
。

　
そ
し
て
一
九
八
五
年
二
一
月
「
ア
マ
チ
ュ
ァ
規
定
検
討
委
員
会
」
を
設
け
、
検
討
過
程
で
「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
の
表
現
が
消
え
、
今
回
の

「
ス
ポ
ー
ツ
憲
章
」
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

，
以
上
、
世
界
的
動
向
と
日
本
の
変
遷
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
前
者
の
経
過
を
縮
図
と
し
て
持
っ
て
き
た
こ
と
が

わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
強
い
て
特
徴
を
述
ぺ
る
な
ら
、
当
初
か
ら
倫
理
的
規
定
の
強
い
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ぱ

「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
揚
枝
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
精
神
主
義
的
な
傾
向
と
マ
ッ
チ
し
た
か
ら
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る
が
、
今
後
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の
検
討
課
題
で
も
あ
ろ
う
。

　
ま
た
日
本
で
の
オ
ー
プ
ン
化
が
欧
米
に
比
し
て
か
な
り
遅
れ
た
の
は
、
上
記
の
理
由
に
よ
る
こ
と
と
同
時
に
、
日
本
の
ア
マ
チ
ュ
ア
が

欧
米
の
ア
マ
チ
ュ
ア
と
比
ぺ
て
、
比
較
的
恵
ま
れ
た
条
件
（
現
役
時
代
だ
け
で
あ
る
が
）
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
i
・
ッ

バ
の
揚
合
、
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
は
地
域
の
ク
ラ
ブ
組
織
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
昼
間
は
会
社
で
働
き
、
仕
事
が
終
っ

て
か
ら
、
あ
る
い
は
休
日
に
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
家
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
大
衆

化
の
主
体
で
あ
る
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
も
、
ブ
・
ー
ク
ン
タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
は
死
活
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
レ
か
し
日
本
の
揚
合
、
戦
前
の
ト
ッ
プ
選
手
の
中
心
は
大
学
生
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
社
会
の
エ
リ
ー
ト
、
そ
の
子
弟
で
あ
り
、
後
援

会
等
の
組
織
か
ら
の
援
助
に
よ
っ
て
、
い
わ
ぱ
寄
生
的
状
態
で
資
金
を
運
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
は
企
業
選

手
に
そ
の
重
点
が
移
行
し
た
。
こ
れ
は
競
技
水
準
の
高
度
化
に
よ
る
経
費
の
莫
大
化
に
と
も
な
う
必
然
的
な
結
果
で
も
あ
っ
た
。
し
か
る

に
企
業
選
手
た
ち
は
自
ら
の
存
在
価
値
が
企
業
の
動
く
広
告
塔
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
頃
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
試
合
で
の
好
成

績
を
あ
げ
る
こ
と
が
仕
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
は
ア
マ
チ
ュ
ア
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
で
は
、
特
に
野
球
で
使
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
「
ノ
ン
プ
・
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
国
選
手
か
ら
見
れ
ば
全

く
の
「
企
業
ア
マ
」
目
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
ら
、
ブ
・
ー
ク
ン
タ
イ

ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
問
題
の
生
じ
る
基
盤
が
き
わ
め
て
弱
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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四
、
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
の
要
素

ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史
で
見
た
よ
う
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
に
も
い
く
つ
か
の
要
素
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
は
表
2
に
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も
掲
げ
た
よ
う
に
次
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
－
、
身
分
的
（
政
治
的
）
規
定

　
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
規
定
が
労
働
者
階
級
、
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
初
の
一
八
六
六
年
全
英
陸
上

競
技
連
盟
、
そ
し
て
一
八
七
八
年
全
英
漕
艇
協
会
の
ア
マ
チ
ュ
ァ
規
定
に
露
骨
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
「
職
工
、
機
械
工
、
機
関
工
、
労
働

者
の
排
除
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
「
陸
海
軍
士
官
、
文
官
、
紳
士
、
大
学
生
、
パ
プ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
の
生
徒
」
等
を
ア
マ
チ

ュ
ア
と
す
る
よ
う
な
職
業
の
明
示
が
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
と
は
違
っ
て
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
日
ナ
ル
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
「
プ
ロ
と
の
試
合
の
禁
止
」
「
プ
・
の
ア
マ
禁
止
」
「
体
育
教
師
、

プ
・
コ
ー
チ
の
排
除
」
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
身
分
的
（
政
治
的
）
規
定
の
内
実
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
身
分
的
（
政
治
的
）
規
定
の
崩
壊
は
、
先
ず
職
業
明
示
、
階
級
明
示
が
削
除
さ
れ
、
や
が
て
プ
ロ
と
の
関
係
が
緩
和
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　
2
、
経
済
的
規
定

　
そ
の
成
立
経
過
か
ら
見
れ
ば
、
「
生
計
の
た
め
に
ス
ポ
…
ツ
を
す
る
者
の
排
除
」
「
賞
金
を
目
当
て
と
す
る
者
の
排
除
」
そ
し
て
「
実
費

（
旅
費
、
宿
泊
費
、
日
当
等
）
の
許
可
」
「
プ
ロ
ー
ク
ン
タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
の
禁
止
」
と
続
き
、
「
商
業
的
宣
伝
の
た
め
の
参
加
禁
止
」

と
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
出
演
料
（
＞
箸
。
賃
塁
8
閏
8
）
規
定
も
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
経
済
的
規
定
の
最
初
の
崩
壊
は
、
一
九
〇
五
年
の
I
O
C
に
よ
る
実
費
の
受
領
許
可
に
始
ま
る
。
し
か
し
一
九
世
紀
の
中
頃
ま
で
、
賞

金
制
の
大
会
は
一
般
的
で
あ
っ
た
し
、
一
九
〇
〇
年
の
第
二
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
パ
リ
）
で
も
賞
金
が
た
く
さ
ん
出
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
資
本
家
階
級
に
と
っ
て
も
賞
金
制
の
魅
力
は
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
特
に
一
九
〇
五
年
以
降
の
も
の
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
全
国
組
織
、
国
際
組
織
の
成
立
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
競
技
の
全
国
化
、
国
際
化
を
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背
景
と
す
る
経
費
の
肥
大
化
を
契
機
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
1
0
C
に
お
け
る
ブ
・
ー
ク
ン
タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
の
認
可
は
一
九
六
二
年
以
降
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
排
除
さ
れ
て
き
た
労
働
者
階
級
が
ス
ポ
ー
ツ
の
高
度
化
に
も
参
加
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
必
然
的
結
果
な
の
で
あ

る
。　

3
、
倫
理
的
規
定

「
紳
士
あ
る
い
は
そ
の
品
位
あ
る
も
の
」
「
ス
ポ
ー
ツ
そ
れ
自
体
を
享
受
す
る
も
の
」
「
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
に
徹
す
る
も
の
」
、
最
近
で
は
薬

物
利
用
等
の
不
正
手
段
に
訴
え
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
一
八
O
O
年
代
の
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
に
は
こ
の
倫
理
的
規
定
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
経
済
的
規
定
の

矛
盾
が
進
行
し
て
く
る
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
強
調
し
て
お
く
ぺ
き
こ
と
は
、
こ
の
倫
理
的
規
定
が
、
多
分
に
経
済
的
規
定
の
矛

盾
拡
大
か
ら
目
を
逸
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
、
経
済
的
規
定
の
矛
盾
拡
大
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
典
型
は
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
や
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
な
ど
、
本
来
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
は
性
絡
を
異
に
す
る
も
の
を
ア
マ
チ
ュ
ア
リ

ズ
ム
の
要
素
と
し
て
取
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
が
自
ら
の
力
で
は
再
生
し
え
ず
、
そ
の
本
性
を

維
持
し
え
な
く
な
っ
た
徴
候
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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五
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
変
遷
の
時
期
区
分

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
変
遷
、
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
の
要
素
を
、
そ
の
背
後
に
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
情
勢
と
対
応
さ
せ
て

見
る
と
き
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
大
き
く
み
て
三
期
に
区
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
徴
、
あ
る
い
は
主
導
要
因
は
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次
の
よ
う
に
描
け
る
と
思
う
。

　
－
、
第
一
期
“
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
成
立
・
普
及
（
一
八
六
〇
年
代
～
一
八
九
〇
年
代
）
ー
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
の
確
立
、
各
種
国

　
　
内
・
国
際
競
技
連
盟
へ
の
普
及
の
時
期

　
主
導
要
因
1
「
ス
ポ
ー
ツ
そ
れ
自
体
の
競
争
」
つ
ま
り
競
技
会
で
の
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
（
労
働
者
階
級
出
身
が
多
い
）
の
優
位

が
、
資
本
家
階
級
の
階
級
的
見
栄
、
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
、
そ
の
結
果
、
ス
ポ
ー
ツ
の
資
本
家
階
級
に
よ
る
独
占
、
「
ス
ポ
ー
ツ
ヘ
の
参

加
に
お
け
る
競
争
」
に
よ
っ
て
労
働
者
階
級
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
ヘ
ン
レ
ー
・
レ
ガ
ッ
タ
委
員
会
（
一
九
三
七
年
ま
で
維
持
）
を
除
き
、
身
分
的
（
政
治
的
）
規
定
の
「
職
工
、
機
械
工
、
労
働

者
」
の
表
現
は
早
期
に
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
背
景
に
は
労
働
運
動
の
高
ま
り
、
労
働
者
階
級
の
政
治
的
実
践
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
特
徴
ー
露
骨
な
階
級
的
規
定
は
消
失
し
て
き
た
が
、
経
済
的
規
定
に
よ
っ
て
資
本
家
階
級
の
ス
ポ
ー
ツ
独
占
は
安
泰
で

あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
経
済
的
規
定
は
身
分
的
（
政
治
的
）
規
定
の
経
済
的
表
現
で
あ
り
、
こ
の
点
で
労
働
者
階
級
排
除
が
確
立
し
て

い
れ
ば
、
身
分
的
（
政
治
的
）
規
定
の
存
否
は
副
次
的
で
も
良
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
確
立
は
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
封
建
貴
族
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
を
資
本
家
階
級
の
手
に
解
放
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
の
私
事
性
、
個
人
の
権
利
を
確
立
し
、
ス
ポ
ー
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
革
命
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

た
蛍
働
者
階
級
を
排
除
し
た
の
で
あ
っ
て
、
資
本
家
階
級
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
の
資
本
主
義
的
な
私
的
所
有
目
個
人
主
義
の
完
成
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
は
平
易
な
表
現
を
す
れ
ば
、
「
自
分
の
金
を
使
い
、
誰
か
ら
も
援
助
を
受
け
ず
に
、
自
分
の
為
に

ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
の
経
済
的
条
件
を
保
有
す
る
者
し
か
ス
ポ
ー
ツ
は
享
受
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
条
件
を
持
つ
資
本
家
階
級
に
よ
る
私
的
所
有
で
あ
り
、
か
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
個
人
主
義
な
の
で
あ
る
。

　
2
、
第
二
期
り
経
済
的
規
定
の
矛
盾
拡
大
（
一
八
九
〇
年
代
～
一
九
五
〇
年
代
）
1
経
済
的
規
定
の
矛
盾
拡
大
と
倫
理
的
規
定
の
出

151



一橋大学研究年報　人文科学研究　26

　
　
現

　
主
導
要
因
－
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
一
八
九
六
年
）
を
始
め
と
す
る
各
種
競
技
の
国
際
化
に
よ
る
経
済
的
矛
盾
の
拡
大
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
特
徴
ー
こ
の
時
期
は
二
度
の
世
界
大
戦
を
経
験
し
、
ド
イ
ツ
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
一
九
三
六
年
ペ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
政
治
的
利
用
が
あ
っ
た
が
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
質
的
変
化
を
も
た
ら
す
時
期
を
画
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
経
済
的
規
定
の
矛
盾
拡
大
と
は
、
実
費
の
受
領
（
一
九
〇
五
年
）
や
ブ
ロ
ー
ク
ン
タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
の
進
行
と
そ
の
規
制

（一

二
五
年
）
等
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
矛
盾
拡
大
は
あ
く
ま
で
も
資
本
家
階
級
内
で
の
矛
眉
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
う

し
た
矛
盾
の
拡
大
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
べ
き
倫
理
的
規
定
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
個
人
主
義
、
私
的
所
有
に
亀
裂
が
生
じ
、
そ
の
矛
盾
が
露
顕
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
依
然
と
し
て
資

本
家
階
級
内
の
矛
盾
で
あ
る
と
し
た
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
こ
の
時
期
に
は
未
だ
労
働
者
階
級
は
ス
ポ
ー
ツ
ヘ
の
参
加
を

実
現
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
資
本
主
義
社
会
は
労
働
者
階
級
の
闘
争
に
よ
っ
て
、
一
定
の
政
治
的
民
主
主
義
（
た
と
え
ば

参
政
権
、
言
論
の
自
由
等
）
を
保
障
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
資
本
主
義
の
も
と
で
は
経
済
的
民
主
主
義
は
は
る
か
に
遅
れ
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
れ
以
前
の
革
命
が
む
し
ろ
経
済
革
命
を
先
行
さ
せ
政
治
革
命
が
そ
の
後
追
い
を
す
る
と
す
れ
ぱ
、
社
会
主
義
革
命
は
政
治
革
命

が
先
行
し
、
経
済
革
命
は
そ
の
も
と
で
実
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
済
的
民
主
主
義
と
は
、
そ
の
中
心
は
生
産
手
段
の
社
会
的

所
有
で
あ
り
、
そ
の
推
進
は
社
会
主
義
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
社
会
で
は
、
政
治
的
民
主
主
義
に
比
較
す
れ

ぱ
経
済
的
民
主
主
義
の
進
度
は
は
る
か
に
後
進
的
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
身
分
的
（
政
治
的
）
規
定
と
経
済
的
規
定
の
関
係
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
資
本
家
階
級
に
よ
る
独
占
、

労
働
者
階
級
排
除
の
形
式
と
内
実
の
関
係
に
あ
る
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ぱ
、
形
式
は
ど
う
あ
れ
内
実
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
れ
ば
独

占
は
安
泰
な
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
そ
の
経
済
的
規
定
の
矛
盾
拡
大
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
崩
壊
で
あ
る
。

152



アマチュアリズムの終焉

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
第
三
期
、
つ
ま
り
我
々
に
と
っ
て
現
状
の
課
題
と
な
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
政
治
的
民
主
主
義
の
い
っ
そ

う
の
推
進
と
同
時
に
、
そ
の
カ
を
も
っ
て
、
経
済
的
民
主
主
義
（
そ
の
中
心
は
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
化
－
後
述
）
の
具
体
化
に
尽
力
す
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
3
、
第
三
期
輯
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
崩
壊
期
（
一
九
五
〇
年
代
～
一
九
八
O
年
代
）
ー
ア
マ
チ
ュ
ァ
規
定
の
全
廃
、
オ
ー
プ
ン
化

　
　
へ
の
過
程

　
主
導
要
因
ー
ヘ
ル
シ
ン
キ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
一
九
五
二
年
）
以
降
の
社
会
主
義
国
（
労
働
者
階
級
の
国
）
の
参
加
と
優
位
が
資
本
主

義
国
で
の
ナ
シ
日
ナ
リ
ズ
ム
の
刺
激
と
、
資
本
と
の
相
互
依
存
を
強
化
し
た
。
か
つ
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
が
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
根
底

を
崩
し
た
。

　
こ
の
時
期
の
特
徴
－
社
会
主
義
国
対
策
と
し
て
、
資
本
主
義
国
で
は
こ
れ
ま
で
排
除
し
て
き
た
労
働
者
階
級
と
そ
の
子
女
を
取
り
込

み
、
ス
ポ
ー
ツ
の
高
度
化
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ブ
・
ー
ク
ン
タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
の
認
可
、
実
費
の
支
給
を

認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
崩
壊
の
最
大
の
内
的
要
因
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
生
涯
生
活
の
保
障
は
何

も
な
く
、
し
た
が
っ
て
高
度
な
技
量
を
持
つ
者
は
プ
・
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
他
方
で
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
、
先
進
資
本
主
義
国
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
は
、
こ
れ
ま
で
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
排
除
さ
れ
て
き

た
労
働
者
階
級
が
大
量
に
ス
ポ
ー
ツ
に
進
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
世
界
的
な
規
模
で
、
つ
ま
り
基
本
的
に
は
労
働
者
階
級
の
国
で

あ
る
社
会
主
義
国
で
、
そ
し
て
資
本
主
義
国
で
も
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
が
進
み
、
高
度
化
に
お
い
て
も
労
働
者
階
級
が
進
出
し
た
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
両
体
制
に
お
け
る
社
会
福
祉
政
策
等
の
違
い
に
よ
り
、
前
者
社
会
主
義
国
で
は
公
共
化
が
進
み
そ
の
成
績
も
急
速
に
伸
長

し
た
一
方
で
、
後
者
資
本
主
義
国
で
は
未
だ
個
人
主
義
原
理
で
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
国
の
ス
ポ
ー
ツ
の
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高
度
化
に
お
い
て
も
、
そ
の
本
音
は
根
底
で
公
共
的
援
助
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
」
を
志
向
し
て
い
る
の
だ
が
、
十
分
に

は
達
成
さ
れ
ず
、
資
本
、
企
業
と
い
う
私
的
機
関
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
〇
年
代
の
大
衆
化
は
、
ス
ポ
ー
ツ
産
業
の
市
揚
と
し
て
も
有
力
と
な
り
、
し
か
も
八
○
年
代
に
入
っ
て
は
、
「
冠
大
会
」
に
見

る
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
産
業
ば
か
り
で
な
い
一
般
の
企
業
が
、
広
告
代
理
産
業
を
媒
介
に
し
、
広
大
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、
ス

ポ
ー
ツ
の
さ
わ
や
か
さ
の
カ
を
借
り
た
企
業
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
の
た
め
に
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
買
占
め
、
そ
れ
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ

占
領
（
商
業
主
義
）
が
始
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
は
そ
も
そ
も
資
本
家
階
級
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
独
占
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
ら
の
利
益
、
資
本
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
利

用
に
栓
桔
と
な
る
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
は
、
も
と
も
と
自
己
矛
盾
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
高
度
化
し
た
選
手
た
ち
は
、
プ
・
と
し
て
の
市
場
が
あ
る
種
目
で
は
ま
す
ま
す
プ
ロ
化
し
て
ゆ
く
。
現
在
と
将
来
の
生
計

保
持
の
た
め
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
国
で
は
、
ト
ッ
プ
レ
ペ
ル
睦
プ
ロ
と
の
図
式
が
で
き
あ
が
り
、
社
会
主
義
国
対
策
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
プ
・

の
カ
を
も
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
七
〇
年
代
に
入
っ
て
の
オ
ー
プ
ン
化
の
急
激
な
波
は
、
こ
う
し
た
背

景
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史
は
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
成
立
・
普
及
、
経
済
的
規
定
の
矛
盾
拡
大
、
崩
壊
・
オ
ー

プ
ン
化
の
過
程
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
検
討
し
た
先
行
研
究
に
お
け
る
諸
課
題
と
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史
と
を
結
合

し
て
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
像
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
論
が
欠
落
さ
せ
て
き
た
も
う
一
つ
の
根
本
的
な
問
題
、

ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
化
（
社
会
的
所
有
化
）
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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象
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1
、
本
質
に
つ
い
て

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
下
の
ス
ポ
ー
ツ
が
本
質
的
側
面
と
現
象
的
側
面
と
を
持

ち
、
前
者
が
後
者
を
介
し
て
顕
現
し
て
く
る
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
ω
ス
ポ
！
ツ
の
本
質
”
公
共
的
（
社
会
所
有
的
）
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
ス
ポ
ー
ツ
は
そ
の
起
源
に
お
い
て
、
猿
が
人
間
へ
と
成
長
す
る
基
本
要
因
で
あ
る
労
働
か
ら
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
労
働
の
補
完
物

と
な
り
な
が
ら
も
、
余
暇
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
労
働
形
態
と
の
相
関
関
係
を
保
ち
な
が
ら
も
、
独
自
な
文
化
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。

そ
し
て
原
始
共
同
体
の
社
会
で
は
、
社
会
が
存
立
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
い
わ
ば
社
会
構
成
員
全
員
の
必
須
の
文
化
と
し
て
享
受
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ス
ポ
；
ツ
そ
れ
自
体
の
集
団
的
な
性
格
と
、
社
会
の
全
構
成
員
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
的
、
共
同
所
有
的
性
格
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
し
か
し
奴
隷
制
以
降
の
階
級
社
会
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
は
余
暇
の
独
占
的
所
有
主
体
で
あ
る
支
配
階
級
の
独
占
物
と
な
っ
た
。
封
建
制
社

会
で
は
、
被
支
配
階
級
も
若
干
の
私
的
所
有
（
生
産
手
段
、
生
産
物
）
を
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
若
干
の
余
暇
を
享
受
し
え
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ヨ
ー
・
ッ
パ
で
の
農
奴
ら
に
と
っ
て
は
、
祭
り
等
に
行
わ
れ
る
原
始
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た

商
人
た
ち
は
ス
ポ
ー
ツ
ギ
ル
ド
を
形
成
し
、
祭
で
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
も
主
要
に
は
封
建
貴
族
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
っ

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
代
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
発
展
す
る
芽
が
こ
の
段
階
で
多
数
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
資
本
主
義
社
会
に
移
行
し
て
ゆ
く
が
、
そ
こ
で
の
ス
ポ
ー
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
革
命
と
他
方
で
の
労
働
者
階
級
の
排
除
が
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ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
を
生
ん
だ
こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
し
て
社
会
主
義
国
で
は
も
ち
ろ
ん
、
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
国
に
お
い
て
も
、
労
働
者
階
級
は
次
第
に
余
暇
を
獲
得
し
、
余
暇

に
お
い
て
も
自
己
の
解
放
の
条
件
、
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
化
へ
向
け
て
の
組
織
と
運
動
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ポ
ー
ツ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
諸
条
件
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
労
働
成
立
の
条
件
と
対
応
す
る
と
解
り
易
い
。
す
な
わ
ち
労
働

は
労
働
力
、
労
働
手
段
（
道
具
、
工
場
、
土
地
等
）
、
労
働
対
象
（
原
料
）
の
三
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
は
ス
ポ

ー
ツ
す
る
主
体
、
ス
ポ
ー
ツ
手
段
、
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
文
化
財
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ス
ポ
ー
ツ
主
体
が
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
す
る
た
め
に
は
労
働
条
件
の
改
善
が
そ
の
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
労
働
で
過
労
気
味
で
は
ス
ポ

ー
ツ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
し
、
不
規
則
な
労
働
時
間
で
は
、
共
に
楽
し
む
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
手
段
と
は
、
施
設
や
用
具
、
そ
れ
に
ク
ラ
プ
等
の
組
織
等
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
身
近
か
で
安
価
な
用
具
は
別
と

し
て
、
施
設
に
な
る
と
個
人
で
ま
か
な
え
る
範
囲
は
ま
こ
と
に
限
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
も
は
や
公
共
的
施
策
を
要
求
す
る
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珍
）

に
は
な
い
。
特
に
都
市
で
は
、
住
民
が
共
同
で
消
費
す
べ
き
、
学
校
、
病
院
、
図
書
館
等
の
社
会
的
共
同
消
費
手
段
の
存
在
は
、
社
会
の

存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ッ
手
段
で
あ
る
施
設
も
こ
の
社
会
的
共
同
消
費
手
段
の
一
つ
で
あ
り
、
身
近
か
に
あ
り
、

か
っ
安
価
で
利
用
で
き
る
公
共
施
設
の
建
設
が
切
望
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
将
来
、
ま
す
ま
す
省
力
化
す
る
社
会
に
向
っ
て
、
人
間
の
身
体
的
諸
機
能
の
生
物
学
的
水
準
の
維
持
は
、
単
に
活
力
の
問
題
と

し
て
ぱ
か
り
で
な
く
、
運
動
不
足
病
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
防
衛
体
力
の
維
持
と
し
て
も
必
須
な
行
為
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
揚
合
、

大
筋
群
的
身
体
形
成
の
唯
一
の
文
化
で
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
は
、
そ
の
要
請
に
真
正
面
か
ら
応
え
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
国
民
の
ス
ポ

ー
ッ
を
享
受
す
る
権
利
（
ス
ポ
ー
ツ
権
）
が
現
在
の
社
会
権
的
水
準
で
の
闘
い
を
は
る
か
に
超
越
し
、
自
然
権
的
水
準
に
ま
で
深
ま
ら
ざ

る
を
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
事
性
を
越
え
た
社
会
権
、
自
然
権
は
公
共
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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アマチュアリズムの終，焉

　
㈲
資
本
主
義
下
の
ス
ポ
ー
ツ

　
そ
う
し
た
公
共
性
を
本
質
と
し
て
持
つ
ス
ポ
ー
ツ
も
、
資
本
主
義
的
私
的
所
有
（
個
人
主
義
）
の
も
と
で
は
、
個
人
主
義
の
具
現
化
で

あ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
表
面
化
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
に
こ
の
公
共
性
と
個
人
主
義
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
資
本
主
義
ス
ポ
ー
ツ
の
根
本
は
そ
の
本
質
的
部
分
で
は
公
共
性
（
社
会
的
所
有
）
と
個
人
主
義
（
私
的
所
有
）
と
が
対
立
物
の

統
一
と
闘
争
と
し
て
存
在
す
る
。
で
あ
る
か
ら
資
本
主
義
が
崩
壊
し
社
会
主
義
に
移
行
す
る
な
か
で
、
ス
ポ
ー
ツ
の
主
導
的
要
因
は
個
人

主
義
か
ら
公
共
性
へ
転
化
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
国
で
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
こ
の
公
共
性
と
個
人
主
義
の

す
る
ど
い
対
立
、
矛
盾
の
激
化
と
し
て
現
わ
れ
る
。
し
か
し
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
個
人
主
義
の
具
現
化
で
あ
る
が
、
そ
の
崩
壊
過
程
を

見
る
と
、
個
人
主
義
が
崩
壊
し
、
公
共
性
が
よ
り
大
き
な
比
重
を
占
め
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
ス
ポ
；
ツ
に
お
け
る
人
民

的
革
命
の
条
件
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
1
0
C
の
第
六
代
会
長
L
・
キ
ラ
ニ
ン
は
両
体
制
の
比
較
を
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
の
個
人
的
な
見
解
で
は
、
両
者
の
間
に
実
質
的
な
差
異
は
な
い
と
思
う
。
同
じ
よ
う
に
、
国
家
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
い
る
選

　
手
と
資
本
主
義
の
経
営
者
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
い
る
選
手
の
間
も
、
大
し
た
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
」
（
⑳
1
一
一
九
）
。

　
確
か
に
、
表
面
的
、
現
象
的
に
見
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
し
、
記
録
を
競
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
両
者
に
は
違
い
は
な
い
よ

う
に
見
え
る
。
だ
が
そ
の
根
本
、
本
質
は
「
大
し
た
違
い
は
な
い
」
ど
こ
ろ
か
、
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
違
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
ア
マ

チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
（
資
本
主
義
国
の
ス
ポ
ー
ツ
現
象
）
に
大
変
換
が
起
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
⑥
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
本
質

　
こ
う
し
て
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
本
質
が
よ
う
や
く
具
体
的
に
顔
を
出
し
て
来
た
よ
う
に
思
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
は
、
封
建
貴
族
か
ら
資
本
家
階
級
が
解
放
し
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
革
命
で
あ
る
。

157



一橋大学研究年報　人文科学研究　26

　
そ
し
て
第
二
に
、
資
本
家
階
級
に
よ
る
独
占
、
労
働
者
階
級
の
排
除
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
労
働
者
階
級
と

い
う
表
現
に
は
二
っ
の
範
疇
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
一
つ
は
一
部
の
、
高
い
技
量
を
持
っ
た
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
目
ナ
ル
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
他
方
は
一
般
大
衆
と
し
て
の
労
働
者
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
個
人
主
義
（
私
的
所
有
）
の
完
成
形
態
で
あ
る
こ
と
。

　
そ
し
て
最
後
の
第
四
と
し
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
資
本
主
義
ス
ポ
ー
ツ
所
有
の
根
本
矛
盾
で
あ
る
公
共
性
（
社
会
的
所
有
）
と
個

人
主
義
の
対
立
の
う
ち
、
後
者
の
個
人
主
義
の
具
現
化
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
点
が
、
こ
れ
ま
で
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
研
究
と
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史
の
批
判
的
検
討
か
ら
導
ぴ
き
出
さ
れ
る
結
論

で
あ
る
。

　
2
、
現
象
に
つ
い
て

　
こ
う
し
て
、
資
本
主
義
ス
ポ
ー
ツ
の
本
質
レ
ベ
ル
で
の
矛
盾
、
公
共
性
と
個
人
主
義
の
対
立
は
、
資
本
主
義
の
ス
ポ
ー
ツ
に
現
象
し
て

く
る
。
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
の
成
立
・
崩
壊
の
過
程
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
と
し
て
、
そ
し
て
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
等
々
に
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
個
々
の
現
象
の
中
に
は
、
公
共
性
と
個
人
主
義
の
対
立
を
内
包
し
、
大
局
的
に
見
れ
ば
、
個
人
主
義
か
ら
公
共
性
へ
の
重
点
の
移
行
、

公
共
性
の
復
権
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
崩
壊
の
内
的
要
因
、
ス
ポ
ー
ツ

発
展
の
資
本
主
義
に
お
け
る
歴
史
的
必
然
性
、
合
法
則
性
が
明
確
と
な
っ
た
。
次
い
で
、
ス
ポ
ー
ツ
の
個
人
主
義
と
公
共
性
に
つ
い
て
も

う
す
こ
し
詳
し
く
見
て
お
こ
う
と
思
う
。
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七
、
個
人
主
義
（
私
的
所
有
）
の
崩
壊

アマチュアリズムの終焉

　
－
、
崩
壊
過
程

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
個
人
主
義
の
ス
ポ
ー
ツ
で
の
具
体
化
で
あ
る
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
は
、
第
一
期
に
成
立
・
普
及
し

た
。
そ
し
て
第
二
期
に
入
る
と
、
そ
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
経
済
的
規
定
に
お
い
て
も
矛
盾
は
拡
大
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
内
で
は
あ
る
が
、

他
者
か
ら
の
援
助
を
必
然
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
主
義
の
一
端
は
崩
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
期
、
労
働
者

階
級
の
ス
ポ
；
ツ
進
出
”
大
衆
化
と
そ
の
大
衆
化
に
支
え
ら
れ
た
彼
ら
の
高
度
化
へ
の
進
出
は
、
大
衆
化
、
高
度
化
の
両
側
面
に
お
い
て

個
人
主
義
を
完
全
に
破
綻
さ
せ
、
公
共
性
の
全
面
展
開
を
志
向
さ
せ
た
。
し
か
る
に
資
本
主
義
国
で
は
、
国
や
自
治
体
は
そ
の
公
共
性
を

完
全
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
つ
ま
リ
ス
ポ
ー
ツ
手
段
（
施
設
、
用
具
）
他
の
社
会
的
所
有
化
を
な
し
え
ず
、
そ
の
分
を
資
本
（
企

業
）
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
資
本
の
側
も
、
ス
ポ
ー
ツ
市
揚
、
企
業
宜
伝
の
媒
体
と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
の
商
業

主
義
的
利
用
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
公
共
化
さ
れ
な
い
部
分
が
資
本
に
よ
っ
て
、
個
人
主
義
の
補
填
と
し
て
代
役
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
資
本
（
企
業
）
は
気
ま
ぐ
れ
で
あ
り
、
そ
の
援
助
に
も
振
幅
が
大
き
い
た
め
に
、
ス
ポ
ー
ツ
側
で
は
公

共
的
機
関
か
ら
援
助
を
よ
り
強
く
求
め
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
資
本
主
義
の
国
々
で
も
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
」
化
し
て
い
る
根
本
は
こ
こ

に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
2
、
個
人
主
義
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
形
態

　
と
は
い
え
、
個
人
主
義
と
し
て
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
崩
壊
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
意
図
的
に
せ
よ
、

無
意
図
的
に
せ
よ
、
結
果
的
に
見
れ
ぱ
個
人
主
義
を
粉
飾
す
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー
が
援
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
次
い
で
そ
の
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具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
を
見
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
れ
ま
で
用
い
て
き
た
、
個
人
主
義
、
（
資
本
主
義
的
）
私
的
所
有
の
概
念
に
つ
い
て
、

概
観
し
て
お
こ
う
。

　
個
人
主
義
－
個
人
と
そ
の
利
益
・
要
求
・
権
利
を
社
会
や
集
団
の
利
益
に
対
立
さ
せ
て
優
先
さ
せ
第
一
の
も
の
と
す
る
考
え
方
。
商

品
生
産
と
と
も
に
形
成
さ
れ
、
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
支
配
的
と
な
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
思
想
。
各
人
は
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
た
め
に
、

神
だ
け
が
万
人
の
た
め
に
と
い
う
の
が
、
そ
の
準
則
で
あ
る
。
現
在
で
は
労
働
者
階
級
を
先
頭
と
す
る
人
民
の
団
結
と
社
会
主
義
の
実
現

を
さ
ま
た
げ
る
反
動
思
想
と
な
っ
て
い
る
。

　
私
的
所
有
（
生
産
手
段
の
）
ー
個
人
が
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
る
形
態
。
原
始
共
同
体
で
は
生
産
力
が
非
常
に
低
い
た
め
生
産
手

段
は
共
有
で
あ
っ
た
。
生
産
力
が
高
ま
り
、
剰
余
生
産
物
が
う
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
私
的
所
有
が
う
ま
れ
、
搾
取
と
階
級
社
会
の
基

礎
と
な
っ
た
。
私
的
所
有
が
資
本
主
義
的
私
的
所
有
に
発
展
す
る
と
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
は
資
本
家
に
よ
る
賃
労
働
者
へ
搾
取
の
手

段
に
な
る
。
資
本
主
義
が
変
革
さ
れ
、
社
会
主
義
社
会
に
な
る
と
、
主
要
な
生
産
手
段
は
社
会
の
所
有
と
な
り
、
全
人
民
の
利
益
の
た
め

に
使
用
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
ス
ポ
ー
ツ
の
私
的
所
有
、
個
人
主
義
が
完
成
し
、
維
持
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
粉
飾
す
る
の
が
次
の
よ
う
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。

　
ω
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
（
特
に
倫
理
的
規
定
）

「
紳
士
、
そ
の
品
位
の
あ
る
も
の
」
「
ス
ポ
ー
ツ
そ
れ
自
体
を
楽
し
む
も
の
」
「
金
銭
的
報
酬
を
期
待
し
な
い
も
の
」
と
い
う
倫
理
的
規
定

は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
根
本
で
あ
る
経
済
的
規
定
の
矛
盾
が
拡
大
し
て
く
る
な
か
で
、
そ
の
歯
止
め
、
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
あ
る
い
は

矛
先
ず
ら
し
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

　
ま
た
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
は
直
接
的
に
関
係
の
な
い
、
む
し
ろ
ス
ポ
ー
ツ
の
前
提
と
も
言
う
べ
き
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
精
神
、
ス
ポ
ー
ツ
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マ
ン
シ
ッ
プ
な
ど
も
、
あ
た
か
も
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
固
有
の
内
容
で
あ
る
か
の
ご
と
く
利
用
さ
れ
、
経
済
的
規
定
崩
壊
の
防
波
堤
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
個
人
主
義
が
覆
い
隠
さ
れ
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
審
美
観
的
イ
メ
ー
ジ
が

強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ω
肉
体
と
労
働
の
蔑
視

　
階
級
社
会
以
降
の
肉
体
労
働
は
主
に
被
支
配
階
級
の
事
業
と
な
っ
た
。
そ
れ
ぱ
か
り
で
な
く
宗
教
一
般
も
ま
た
、
も
っ
ぱ
ら
精
神
の
優

位
を
説
い
た
。
こ
う
し
て
肉
体
労
働
蔑
視
、
肉
体
（
身
体
）
蔑
視
が
支
配
階
級
の
思
考
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
延
長
に
、
肉
体
労
働

と
し
て
の
身
体
活
動
（
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
）
の
蔑
視
も
ブ
ル
ジ
日
ア
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昔
も
今
も
プ

ロ
は
主
に
労
働
者
階
級
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
た
か
ら
、
資
本
家
階
級
に
よ
る
労
働
者
階
級
へ
の
優
越
感
と
も
結
合
し
た
の
で
あ
る
。
、

　
資
本
家
階
級
は
そ
の
一
方
で
、
自
ら
が
支
配
し
余
暇
に
行
う
身
体
活
動
を
清
く
描
く
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
一
九
世
紀
中
頃
の
イ
ギ

リ
ス
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
に
始
ま
る
「
マ
ッ
ス
ル
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
テ
ィ
（
鼠
島
。
一
。
O
ぼ
幹
置
巳
ξ
）
」
（
筋
肉
キ
リ
ス
ト
教
－
身
体
的

に
も
た
く
ま
し
い
キ
リ
ス
ト
教
）
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
国
内
実
権
や
海
外
侵
略
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
家
階
級
が
、
強

健
な
身
体
と
統
卒
力
を
ス
ポ
ー
ツ
に
期
待
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
同
じ
身
体
活
動
（
ス
ポ
ー
ツ
）
で
も
余
暇
（
ア
マ
チ
ェ
ア
）
な
ら
貴
く
、
労
働
（
プ
・
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
）
な
ら
賎
し
い

と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
身
勝
手
さ
が
示
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
身
体
活
動
そ
の
も
の
の
価
値
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
こ
と
は
歴
史
の
法
則
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
ブ
ル
ジ
目
ア
ジ
ー
た
ち
の
文
武
両
刃
兼
備
の
教
養
像
は
、
古
代
ギ
リ

シ
ャ
市
民
の
教
養
者
像
の
復
活
で
も
あ
り
、
精
神
偏
重
の
教
養
像
へ
の
重
要
な
対
抗
で
も
あ
る
。
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
の
ス
ポ
ー
ツ
の

大
衆
化
の
中
で
、
こ
う
し
た
教
養
像
は
、
労
働
者
の
よ
り
発
展
し
た
人
間
像
と
し
て
、
継
承
さ
れ
、
着
実
な
深
化
を
と
げ
つ
つ
あ
る
と
い

え
よ
う
。
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こ
こ
で
言
う
プ
レ
イ
論
と
は
、
J
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
に
依
拠
し
た
ス
ポ
ー
ツ
論
を
指
し
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ
の

起
源
を
労
働
と
は
遊
離
し
た
「
遊
戯
」
に
置
き
、
労
働
そ
の
も
の
を
必
要
悪
、
暗
い
も
の
と
し
て
描
く
。
そ
の
一
方
で
人
間
性
の
解
放
を

も
っ
ぱ
ら
余
暇
の
「
遊
戯
」
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
現
代
の
労
働
疎
外
が
労
働
そ
の
も
の
に
あ
る
と
し
て
、
疎
外
の
原

因
で
あ
る
生
産
関
係
か
ら
は
目
を
覆
う
。
こ
う
し
た
一
方
で
遊
戯
に
人
間
性
の
根
本
を
置
く
と
い
う
二
重
の
意
味
で
体
制
的
イ
デ
オ
・
ギ

ー
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
ス
ポ
ー
ツ
に
っ
い
て
も
同
様
の
傾
向
を
も
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ス
ポ
ー
ツ
は
そ
れ
自
体
本
来
的
に
楽
し
い
も
の
で
あ
る
が

ス
ポ
ー
ツ
の
置
か
れ
た
社
会
関
係
を
一
切
捨
象
し
、
そ
の
プ
レ
イ
揚
面
の
楽
し
さ
だ
け
を
強
調
す
る
に
留
ま
る
。
ス
ポ
ー
ツ
を
享
受
す
る

う
え
で
、
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
す
る
う
え
で
必
要
な
主
体
の
労
働
諸
条
件
、
余
暇
所
有
条
件
、
ス
ポ
ー
ツ
手
段
の
整
備
に
お
け
る
社
会
的
役

割
に
つ
い
て
は
意
図
的
に
回
避
す
る
。
こ
う
し
て
ス
ポ
ー
ツ
は
個
人
の
趣
味
、
道
楽
と
い
う
次
元
に
追
い
や
ら
れ
、
そ
こ
に
は
権
利
性
や

公
共
性
と
い
う
視
点
は
生
ま
れ
な
い
。
こ
う
し
て
プ
レ
イ
論
は
権
利
論
抜
き
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
個
人
主
義
の
ス
ポ
ー
ツ
論
と
し
て
重
宝
が

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
受
益
者
負
担
論

　
こ
れ
は
単
に
ス
ポ
ー
ツ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
の
は
個
人
の
自
由
で
あ
り
、
楽
し
み
た
く
な
い
人
も
い
る

の
だ
か
ら
、
受
益
者
が
自
己
負
担
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー
で
あ
る
。
こ
の
論
理
の
中
心
は
徹
底
し
た
個
人
主
義
で

あ
り
、
社
会
的
傾
向
も
す
ぺ
て
個
の
集
合
と
し
て
解
釈
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
を
徹
底
さ
せ
る
と
公
共
と
い
う
論
理
は
成

り
立
た
な
く
な
る
か
ら
、
資
本
家
階
級
は
、
都
合
に
よ
っ
て
公
共
性
と
個
人
主
義
を
使
い
分
け
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
歴
史
の
法
則
は
、
こ
の
個
人
主
義
の
着
実
な
る
崩
壊
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
で
も
、
一
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

⑥
プ
レ
イ
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1



O
年
代
は
大
衆
化
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
が
、
多
く
の
自
治
体
で
は
、
ま
だ
ま
だ
公
共
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
建
設
を
本
気
で
取
り
組
ん
だ
も
の

は
少
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
住
民
が
要
求
し
て
も
・
「
ス
ポ
ー
ツ
を
や
ら
な
い
住
民
も
多
い
の
だ
か
ら
、
皆
さ
ん
で
カ
を
合
わ
せ
て
や

っ
て
下
さ
い
。
自
治
体
は
予
算
も
あ
り
ま
せ
ん
し
」
と
い
う
返
事
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
七
〇
年
代
に
入
る
と
そ
の
政
策
的

意
図
は
と
も
か
く
「
ス
ポ
ー
ツ
都
市
宣
言
」
を
出
す
と
こ
ろ
も
多
く
な
り
、
公
共
ス
ポ
ー
ツ
施
設
建
設
も
こ
れ
ま
で
に
な
く
進
ん
だ
の
で

あ
る
。
こ
の
過
程
で
は
も
は
や
、
か
つ
て
の
よ
う
な
個
人
主
義
擁
護
の
発
言
、
反
応
は
姿
を
消
し
、
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
性
が
広
く
普
及
し

た
の
で
あ
る
。
八
○
年
代
に
入
る
と
、
「
行
革
」
に
よ
る
反
動
が
見
ら
れ
、
社
会
福
祉
政
策
が
抑
圧
さ
れ
、
再
ぴ
個
人
主
義
化
へ
の
動
向

が
見
ら
れ
る
が
、
七
〇
年
代
に
経
験
し
た
公
共
化
の
経
験
は
、
こ
の
「
行
革
」
に
よ
る
住
民
抑
制
を
打
ち
破
る
新
た
な
バ
ネ
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

八
、
公
共
性
へ
の
復
権

アマチュアリズムの終焉

公
共
性
と
は
何
か
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
現
在
も
実
践
的
な
レ
ベ
ル
で
の
対
立
が
あ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
規
定
を
見
て
お
こ
う
。

「
公
共
性
と
は
、
広
く
社
会
一
般
に
利
害
を
有
す
る
性
質
」
で
あ
り
、
「
公
共
の
福
祉
は
社
会
全
体
の
共
同
の
幸
福
で
あ
り
、
基
本
的

人
権
と
の
調
和
が
問
題
」
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
公
共
財
」
が
生
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
「
そ
の
便
益
を
多
く
の
個
人
が
同
時
に

享
受
で
き
、
し
か
も
対
価
の
支
払
者
だ
け
に
限
定
で
き
な
い
よ
う
な
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
（
公
園
・
消
防
・
警
察
な
ど
）
」
で
あ
る
（
『
広

辞
苑
』
岩
波
書
店
、
第
三
版
、
一
九
八
三
年
）
。

「
公
共
の
福
祉
は
、
立
憲
主
義
の
初
期
資
本
主
義
興
隆
時
代
に
お
い
て
は
各
人
の
自
由
な
私
益
追
求
が
同
時
に
社
会
一
般
の
幸
福
の
た

め
に
も
な
る
と
信
じ
ら
れ
た
が
、
や
が
て
こ
の
よ
う
な
自
由
競
争
が
社
会
的
強
者
と
弱
者
の
差
を
い
よ
い
よ
増
大
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、
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そ
こ
で
社
会
的
弱
者
を
保
護
す
る
た
め
強
者
の
権
利
、
と
く
に
所
有
権
行
使
の
自
由
を
制
限
す
る
原
理
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
」
（
『
哲
学

　
辞
典
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
。

　
し
か
し
こ
の
公
共
の
福
祉
は
か
つ
て
警
察
国
家
に
お
い
て
社
会
的
強
者
が
弱
者
の
個
人
権
を
制
限
し
た
揚
合
に
も
そ
の
合
理
化
に
使
わ

れ
、
両
刃
の
剣
と
し
て
の
乱
用
が
常
に
存
在
す
る
が
、
現
在
の
公
共
性
の
対
立
は
、
次
の
点
で
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
資
本
主
義
社
会
の
富
裕
な
階
級
が
、
官
僚
機
構
を
つ
う
じ
て
公
職
を
独
占
す
る
形
式
と
し
て
の
公
共
性
は
、
国
家
権
力
を
用
い
て
公

　
衆
の
生
活
を
破
壊
し
、
公
共
事
業
の
も
た
ら
す
公
害
、
災
害
、
薬
害
、
騒
音
な
ど
を
合
法
化
し
よ
う
と
す
る
の
に
た
い
し
、
公
衆
の
主

　
張
す
る
公
共
性
は
、
営
利
主
義
と
官
僚
主
義
の
規
制
に
よ
っ
て
、
労
働
と
生
活
の
権
利
を
確
立
し
、
社
会
か
ら
で
て
社
会
の
上
に
た
つ

　
官
僚
機
構
を
民
主
主
義
的
に
改
革
し
て
、
〈
天
下
り
〉
や
く
政
治
資
金
に
よ
る
買
収
V
を
禁
止
し
よ
う
と
試
み
る
。
現
代
の
公
共
性
は

　
〈
私
〉
の
マ
ヌ
ー
バ
ー
（
策
略
ー
内
海
）
と
し
て
の
官
僚
機
構
の
弁
護
論
と
、
公
共
の
共
同
の
業
務
と
し
て
の
公
共
性
に
よ
っ
て
少

　
数
者
の
所
有
特
権
を
規
制
す
る
主
張
と
の
接
点
に
位
置
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
」
（
『
経
済
学
辞
典
』
大
月
書
店
、
一
九
七
九
年
）
。

　
こ
う
し
て
、
公
共
性
を
め
ぐ
る
二
つ
の
立
揚
、
資
本
家
階
級
ー
官
僚
機
構
と
労
働
者
階
級
－
公
衆
と
の
対
立
が
明
確
と
な
っ
た
が
、

こ
こ
で
の
筆
者
の
立
揚
は
後
者
の
側
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
歴
史
発
展
の
法
則
に
則
っ
た
立
揚
で
も
あ
る
と
思

う
か
ら
で
あ
る
0

　
1
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
と
公
共
性

　
一
九
六
〇
年
代
は
先
進
資
本
主
義
国
に
共
通
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
が
進
行
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
産
業
化
、
余
暇

へ
の
資
本
戦
略
あ
る
い
は
社
会
主
義
国
対
策
の
底
辺
拡
大
、
そ
し
て
社
会
福
祉
政
策
と
し
て
、
さ
ら
に
資
本
主
義
の
構
造
的
危
機
、
社
会

不
安
を
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
、
地
域
的
レ
ベ
ル
か
ら
国
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
国
際
的
レ
ベ
ル
ま
で
の
統
合
化
政
策
等
が
あ
っ
た
。
し
か
し
社

会
科
学
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
成
立
期
以
降
、
ほ
と
ん
ど
の
大
衆
は
十
分
な
余
暇
を
持
ち
得
ず
、
し
た
が
っ
て
ス
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ポ
ー
ツ
か
ら
も
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
代
以
降
は
、
歴
史
上
初
め
て
、
被
支
配
階
級
と
し
て
労
働
者
階
級

の
余
暇
所
有
の
前
進
、
大
量
の
ス
ポ
ー
ツ
参
加
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
が
実
現
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
労
働
形
態
の

変
化
（
大
極
的
に
は
精
神
労
働
化
）
や
、
一
方
で
労
働
災
害
、
職
業
病
、
公
害
な
ど
の
健
康
の
危
機
、
他
方
で
よ
り
高
い
文
化
要
求
の
高

ま
り
な
ど
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
ア
マ
チ
ュ
ァ
リ
ズ
ム
の
歴
史
の
第
三
期
（
崩
壊
期
）
で
見
た
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
は
そ
の
高
度
化
に
お
い
て
も
、
大
衆
化

に
お
い
て
も
公
共
的
性
格
を
一
般
と
具
体
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
後
に
見
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
六
〇
年
代
は
、
公
共
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
建
設
を
競
っ
て
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
話
は
や
や
横
道
に
逸
れ
る
が
、
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
再
興
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
P
・
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
の
ア
マ
チ
ュ
ァ
観
、

大
衆
化
観
に
つ
い
て
も
垣
間
見
て
お
こ
う
と
思
う
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
九
四
年
の
回
状
は
一
〇
項
目
中
七
項
目
が
ア
マ
チ
ュ

ァ
問
題
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
再
興
に
と
っ
て
の
懸
案
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
ク
ー
ペ
ル
タ
ン
を
も
悩
ま
せ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
永
年
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点
で
の
改
善
は
は
か
ば
か
し
く
な
く
、
困
難
性
の
前
に
一
九
一
〇
年
頃
に

は
そ
れ
へ
の
無
関
心
を
表
明
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
（
④
1
一
〇
二
）
。
し
か
し
他
方
、
大
衆
化
に
つ
い
て
は
確
信
を
持
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
「
”
資
本
主
義
的
”
体
制
で
あ
る
が
、
同
時
に
”
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
”
体
制
で
も
」
あ
り
、
「
手
工

業
者
に
ス
ポ
ー
ツ
が
普
及
し
た
こ
と
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
思
想
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
将
来
生
き
長
ら
え
て
い
て
明
白
な
保
証
で
あ

る
」
（
④
1
一
九
四
）
と
し
て
、
一
九
三
〇
年
頃
に
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
る
。

　
「
ス
ポ
ー
ツ
は
ぜ
い
た
く
の
対
象
で
も
な
け
れ
ば
、
無
精
者
の
や
る
仕
事
で
も
な
い
。
で
な
く
て
精
神
労
働
に
対
す
る
肉
体
的
補
償
で

　
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
、
職
業
と
は
何
の
関
係
も
な
い
成
就
し
得
る
内
面
完
成
へ
の
源
泉
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
は

　
す
べ
て
の
人
に
、
そ
の
人
生
行
路
の
上
に
与
え
ら
れ
た
贈
り
物
で
、
他
に
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
④
1
一
九
五
～
六
）
。
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こ
う
し
て
ま
だ
ま
だ
ブ
ル
ジ
。
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
全
盛
期
に
お
い
て
、
時
代
の
先
を
適
確
に
把
え
、
労
働
者
階
級
の
ス
ポ
ー
ツ
参
加
に
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
将
来
を
託
し
て
さ
え
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
み
ん
な
の
ス
ポ
ー
ツ
、
o
o
宕
詳
ω
｛
9
毘
」
の
思
想
の
先
駆
と
も
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
2
、
ス
ポ
ー
ツ
の
高
度
化
と
公
共
性

　
現
在
、
ト
ッ
プ
レ
ペ
ル
の
選
手
養
成
、
維
持
、
科
学
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
推
進
に
は
莫
大
な
費
用
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、

運
動
生
理
学
者
、
心
理
学
者
、
コ
ー
チ
、
ト
レ
ー
ナ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
多
分
野
の
人
々
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
て
高
度
化

は
費
用
的
に
も
、
人
材
的
に
も
、
組
織
的
に
も
個
人
主
義
を
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
。
戦
前
の
よ
う
に
、
一

日
二
時
間
ぐ
ら
い
の
、
し
か
も
経
験
主
義
的
な
練
習
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
入
れ
た
時
代
と
は
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ポ
ー
ッ
の
高
度
化
は
個
人
主
義
の
限
界
を
か
な
ぐ
り
捨
て
去
り
、
社
会
化
、
そ
し
て
公
共
化
を
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

最
近
の
世
界
の
国
々
の
実
態
を
見
れ
ば
容
易
に
肯
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　
他
方
、
高
度
化
に
要
し
た
科
学
的
知
識
も
、
大
衆
化
に
と
っ
て
は
教
訓
で
あ
り
、
大
衆
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
、
合
理
的
な
練
習
・
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
の
財
産
と
な
る
。
こ
の
点
で
も
公
共
化
は
進
行
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
現
役
を
引
退
し
た
選
手
の
処
遇
に
っ
い
て
も
、
公
共
性

が
関
連
し
て
き
て
い
る
。
社
会
主
義
国
の
揚
合
、
高
度
化
を
達
成
し
た
選
手
は
引
退
後
も
そ
の
経
験
・
知
識
・
知
恵
を
大
衆
化
や
高
度
化

に
還
元
で
き
る
体
制
が
確
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
し
、
資
本
主
義
国
で
は
こ
の
点
の
確
立
は
弱
く
、
そ
う
し
た
カ
が
十
分
に
継
承
さ
れ

ず
、
浪
費
し
て
い
る
揚
合
も
多
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
資
本
主
義
国
に
お
い
て
も
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
」
化
は
、
我
々
の
想
像
以
上
に
進
行
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単

に
社
会
主
義
国
対
策
と
い
う
次
元
ば
か
り
で
な
く
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
」
の
優
位
性
、
そ
の
根
底
に
あ
る
公
共
性
の
優
位
性
の
確
認
に
他

な
ら
な
い
。
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3
、
公
共
化
の
現
段
階
と
課
題

　
ω
社
会
主
義
国
の
現
段
階

　
社
会
主
義
国
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
現
在
そ
の
高
度
化
に
お
い
て
も
、
大
衆
化
に
お
い
て
も
公
共
化
が
最
も
進
ん
だ
形
態
で
あ
る
。
五
〇
年

代
に
は
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
」
だ
と
し
て
、
鬼
の
首
で
も
取
っ
た
か
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
た
「
ア
マ
チ
ュ
ァ
」
た
ち
が
、
い
ま
や
根
底

か
ら
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
施
設
、
行
事
、
指
導
者
、
選
手
養
成
、
選
手
維
持
、
優
れ
た
選
手
の
生
活
保
障
、
現

役
引
退
後
の
後
進
の
指
導
体
制
へ
の
参
加
等
、
公
共
化
の
視
点
か
ら
分
析
し
、
公
共
化
の
形
態
も
含
め
て
教
訓
化
す
ぺ
き
課
題
は
多
い
。

　
東
ド
イ
ツ
の
揚
合
、
そ
の
人
口
数
に
比
し
て
ス
ポ
ー
ツ
で
の
躍
進
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
憲
法
の
基
本
的
人
権

（
第
十
八
条
）
に
ス
ポ
ー
ツ
権
が
謳
わ
れ
て
お
り
、
「
社
会
主
義
的
な
人
格
を
形
成
し
、
教
育
す
る
た
め
の
確
固
と
し
た
構
成
部
分
」
と
し

て
奨
励
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
㈲
資
本
主
義
国
の
現
段
階

　
資
本
主
義
国
に
お
け
る
国
民
の
ス
ポ
ー
ツ
権
の
保
障
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ス
ポ
ー
ツ
所
管
大
臣
会
議
の
「
ヨ
i
・
ッ
パ
、
み
ん
な
の
た
め

の
ス
ポ
ー
ツ
憲
章
」
（
一
九
七
五
年
）
で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
、
二
条
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
第
一
条
一
す
ぺ
て
の
個
人
は
、
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
す
る
権
利
を
も
つ
。

　
第
二
条
”
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
は
、
人
間
性
を
発
展
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
と
し
て
奨
励
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
こ
の
た
め
の
援

　
　
助
は
、
公
共
財
源
か
ら
の
支
出
を
も
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
性
に
支
え
ら
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
権
の
保
障
が
具
体
的
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
。

　
ま
た
ユ
ネ
ス
コ
の
「
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
国
際
憲
章
」
（
一
九
七
八
年
）
で
は
、
同
様
に
「
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
実
践
は
す
ぺ
て
の
人
に

と
っ
て
基
本
的
権
利
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
公
共
的
性
格
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
化
は
、
ス
ポ
ー
ツ
権
の
保
障
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
社
会
主
義
国
は
言
う
に
及
ぱ
ず
、
先
進
資
本
主
義
国

に
お
い
て
も
相
当
に
前
進
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
個
々
の
国
々
の
事
例
に
つ
い
て
は
別
稿
の
課
題
と
し
た
い
）

　
し
か
し
資
本
主
義
国
の
高
度
化
に
お
け
る
公
共
化
は
、
そ
の
大
衆
化
の
公
共
化
に
比
し
て
む
し
ろ
遅
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
最

大
の
原
因
は
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
（
個
人
主
義
）
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
選
手
は
日
本
の
選
手
に
比
べ
る
と
ブ
ロ
ー
ク
ン
タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
を
要
求
す
る
歴
史
は
古
く
、
そ
の
要
求

も
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ヨ
i
・
ッ
パ
の
選
手
は
一
般
に
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
属
し
、
仕
事
が
終
っ
て
、
あ
る
い
は
休
日

に
練
習
し
て
い
る
た
め
に
、
休
業
保
障
の
存
否
は
死
活
間
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
近
の
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
競
技
に

お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
選
手
は
自
分
の
競
技
が
終
了
す
る
と
早
々
に
帰
国
す
る
と
い
う
。
日
本
選
手
の
よ
う
に
何
日
間
か
の
旅
行
日

程
な
ど
組
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
最
近
に
な
っ
て
休
業
保
障
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
旅
行
日
ま
で
は
含
ま
れ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
点
日
本
の
選
手
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
の
多
く
は
い
わ
ゆ
る
「
企
業
ア
マ
」
で
あ
り
、
練

習
を
し
、
競
技
会
で
会
社
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
け
、
好
成
績
を
出
す
こ
と
が
そ
の
仕
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
会
社
に
と
っ
て
み
れ
ば
選
手

は
言
わ
ば
動
く
広
告
塔
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
給
料
他
合
宿
費
、
遠
征
費
等
の
一
切
を
保
障
さ
れ
て
い
る
彼
ら
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

ブ
ロ
ー
ク
ン
タ
イ
ム
・
ペ
イ
メ
ン
ト
の
必
迫
性
は
あ
ま
り
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
資
本
主
義
国
で
の
高
度
化
に
お
け
る
公
共
化
の
後
進
性
に
つ
い
て
も
う
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
現
役
引
退
後
の
身
分
保
障
に

つ
い
て
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
社
会
主
義
国
、
た
と
え
ば
ソ
連
の
よ
う
に
、
高
度
化
の
達
成
度
に
よ
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
マ
ス
タ
ー
制
の
ラ

ン
ク
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
経
験
と
知
識
を
後
進
に
伝
え
る
機
会
を
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
現
役
時
代
に
も
将
来
へ
の
不
安
な

く
専
念
で
き
る
の
で
あ
る
。
否
、
む
し
ろ
ス
ポ
ー
ツ
マ
ス
タ
ー
を
は
げ
み
と
し
て
も
頑
張
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
の
方
が
、
社
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会
的
に
還
元
で
き
ξ
と
い
う
点
で
、
は
る
か
に
生
産
的
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
資
本
主
義
国
の
揚
合
は
こ
の
点
で
の
保
障
は
一
切
無
い
と
言
っ
て
よ
い
。
あ
っ
て
も
ご
く
一
部
の
も
の
が
監
督
．
コ
ー
チ
と

し
て
残
れ
る
の
み
で
あ
る
。
あ
と
の
大
半
は
自
ら
の
後
半
生
を
、
か
つ
て
の
経
験
と
知
識
を
生
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
現
役
時
代
に
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る
日
本
の
「
企
業
ア
マ
」
で
特
に
顕
著
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
選
手
と
い
え

ど
も
一
応
企
業
の
被
雇
用
者
（
最
近
で
は
バ
レ
ー
ボ
！
ル
に
見
る
よ
う
に
被
雇
用
者
で
な
い
選
手
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
）
で
あ
る
か

ら
、
現
役
引
退
後
は
企
業
に
残
ろ
う
と
思
え
ば
残
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
問
題
と
し
て
こ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
大
学
卒
で
入
社
し
、
現
役
を
一
〇
年
経
験
し
て
か
ら
引
退
す
る
と
、
最
年
少
で
も
三
二
才
で
あ
る
。
同
年
に
入
社
し
た
一
般
の
同

僚
は
す
で
に
職
揚
の
中
堅
と
な
り
、
仕
事
は
バ
リ
バ
リ
と
こ
な
し
て
い
る
。
し
か
し
現
役
中
ま
と
も
な
仕
事
を
こ
な
し
て
い
な
か
っ
た
選

手
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
三
二
才
の
新
入
社
員
ど
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
職
揚
の
人
間
関
係
も
う
ま
く
ゆ
く
は
ず
が
な
い
。
こ

う
し
て
会
社
に
は
い
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
金
メ
ダ
ル
を
質
に
入
れ
、
何
が
し
か
の
金
の
工
面
を
し
て
い
る
と
い
う

話
は
、
聞
く
も
あ
わ
れ
で
あ
る
。

　
⑥
日
本
に
お
け
る
現
段
階
と
課
題

　
一
九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
前
に
、
さ
ら
に
先
進
資
本
主
義
国
に
お
け
る
「
高
度
経
済
成
長
」
の
一
端
と
し
て
、
国
民
一
般

の
ス
ポ
ー
ツ
参
加
を
目
ざ
し
て
、
一
九
六
一
年
に
は
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
法
は
議
員
立
法
と
し
て
、
財

政
的
規
定
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
国
民
の
ス
ポ
ー
ツ
参
加
、
大
衆
化
の
動
向
を
反
映
し
て
、
先
の
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
」
を
補
足
す
る
か
の
よ
う

に
、
一
九
七
二
年
文
部
省
の
保
健
体
育
審
議
会
答
申
「
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
振
興
に
関
す
る
基
本
方
策
に
つ
い
て
」
が
提
起
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
国
民
の
ス
ポ
ー
ツ
要
求
と
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
現
状
を
勘
案
し
、
公
共
社
会
体
育
施
設
へ
の
整
備
、
そ
こ
で
の
専
任
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指
導
担
当
職
員
の
配
置
、
そ
し
て
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
傷
害
補
償
の
充
実
等
、
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
化
の
遅
れ
を
指
摘
し
、
た
と
え
完
全
な
形

と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
前
進
を
力
強
く
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
則
っ
て
、
七
〇
年
代
に
は
公
共
化
の
一
定
の
進
展
を
見
た
の
で
、

あ
る
。

　
し
か
し
八
○
年
代
に
入
る
と
、
軍
事
費
突
出
に
よ
る
社
会
福
祉
切
り
捨
て
の
い
わ
ゆ
る
「
行
革
」
、
そ
れ
の
地
方
自
治
体
へ
の
押
し
っ

け
に
よ
っ
て
、
公
共
施
設
建
設
は
低
滞
し
、
他
方
こ
れ
ま
で
に
建
設
さ
れ
た
施
設
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
事
業
を
、
民
間
企
業
、
公
社
設

立
に
よ
っ
て
、
独
立
採
算
方
式
で
、
行
政
の
減
量
経
営
、
民
間
委
託
化
を
進
め
て
い
る
。
公
共
施
設
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
は
、
人
件
費
も
含
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
耳
）

て
、
通
常
は
収
入
”
支
出
H
一
Q
～
8
二
8
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
営
利
化
の
中
で
8
二
〇
。
を
至
上
課
題
と
す
る
自
治
体

が
出
て
き
た
り
、
営
利
企
業
へ
の
委
託
と
い
う
こ
と
は
、
早
晩
、
使
用
料
の
値
上
げ
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
は
必
至
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
動
向
は
公
共
的
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
事
業
の
個
人
主
義
へ
の
強
行
で
あ
り
、
歴
史
へ
の
逆
行
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
矛

盾
は
い
っ
そ
う
拡
大
さ
れ
て
、
近
い
将
来
に
爆
発
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
事
業
の
公
共
化
に
関
っ
て
、
地
方
体
育
協
会
の
存
在
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
日
体
協
レ
ペ
ル
で
も
国
（
文
部
省
）
か
ら
の

公
的
援
助
の
増
大
を
最
大
限
に
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
八
O
年
代
は
絶
対
額
に
お
い
て
も
年
々
縮
小
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
資

本
、
企
業
へ
の
依
存
と
な
っ
て
個
人
主
義
の
補
填
と
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
ぺ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
地
方
体
協

と
の
矛
盾
が
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
地
方
体
協
は
行
政
の
事
業
の
実
動
部
隊
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
収
入
を
見
て
も
、

自
治
体
か
ら
の
補
助
は
八
○
～
九
〇
％
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
の
原
理
的
解
釈
は
、
や
は
り
こ
の
体
協
の
事
業
も
公
共
性
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
公
共
性
が
い
か
な
る
方
向
を
向
い
た
も
の
で
あ
る
か
の
検
討
は
別
に
必
須
で
あ
る
。

　
近
年
、
日
本
の
国
際
的
競
技
力
水
準
の
低
下
が
叫
ば
れ
て
か
ら
久
し
い
。
他
方
躍
進
著
し
い
国
々
の
実
情
を
見
る
と
、
国
立
の
体
育
研

究
所
の
設
立
・
運
営
、
コ
ー
チ
・
指
導
シ
ス
テ
ム
の
一
貫
制
、
科
学
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
確
立
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
へ
の
援
助
等
、
ス
ポ
ー
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ツ
の
高
度
化
に
お
い
て
国
レ
ベ
ル
で
の
、
国
庫
補
助
に
よ
る
施
策
が
一
般
的
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
主
義
国
は
当
然
と
し
て
、
先
進

資
本
主
義
国
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
は
、
高
度
化
は
、
社
会
化
と
同
時
に
公
共
化
を
不
可
避
と
し
て
い
る
時
代
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
日
本
で
は
こ
の
点
で

の
遅
れ
が
著
し
く
、
水
準
低
下
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
現
在
の
日
本
で
は
、
社
会
主
義
国
や
他
の
先
進
資
本
主
義
国
か
ら
も
は
る
か
に
、
ス
ポ
ー
ツ
の
高
度
化
、
大
衆
化
の
全
面
に

お
い
て
公
共
化
の
推
進
は
遅
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
民
の
ス
ポ
ー
ツ
を
享
受
す
る
権
利
の
保
障
、
そ
の
た
め
の
公
共
ス
ポ
ー
ツ
施
設
建

設
を
は
じ
め
と
す
る
諸
施
策
へ
の
、
国
や
自
治
体
が
保
障
す
る
義
務
規
定
を
含
ん
だ
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
」
の
制
定
は
さ
し
迫
っ
た
課
題

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
完
全
な
る
公
共
化
の
も
と
で
の
み
十
分
に
公
平
な
個
人
的
享
受
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
日
本
と
諸
外
国
と
の
ス
ポ
ー
ツ
分
野
に
お
け
る
公
共
化
の
実
態
と
課
題
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ

る
。

零

零

アマチュアリズムの終焉

　
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
成
立
か
ら
崩
壊
ま
で
の
過
程
の
中
に
、
資
本
主
義
下
の
ス
ポ
ー
ツ
の
本
質
と
現
象
を
見
た
。
こ
の
ア
マ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
と
い
う
一
つ
の
現
象
か
ら
、
資
本
主
義
ス
ポ
ー
ツ
の
本
質
を
個
人
主
義
と
公
共
性
の
対
立
物
の
統
一
と
闘
争
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
に
た
い
し
て
の
理
解
を
得
る
に
は
、
尚
若
干
の
時
間
と
問
題
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
現
代
の
ス
ポ
ー

ツ
状
況
は
あ
ま
り
に
も
錯
綜
し
て
お
り
、
個
々
の
現
象
の
分
析
と
解
釈
が
も
う
す
こ
し
付
け
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。　

と
も
あ
れ
、
こ
の
個
人
主
義
と
公
共
性
の
対
立
、
前
者
の
崩
壊
か
ら
後
者
の
復
権
は
、
単
に
資
本
主
義
ス
ポ
ー
ツ
観
の
形
成
と
し
て
重
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要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
実
の
国
民
の
ス
ポ
ー
ツ
権
成
立
の
根
拠
と
し
て
、
「
み
ん
な
の
ス
ポ
ー
ツ
o
o
℃
巽
岱
8
『
巴
ご
の
理
論
的
基

礎
と
し
て
、
実
践
的
に
も
き
わ
め
て
有
効
な
理
論
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
今
回
の
日
体
協
の
「
ス
ポ
ー
ツ
憲
章
」
、
1
0
C
の
オ
ー
プ
ン
化
案
等
を
、
こ
の
公
共
化
論
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
な
ら

ば
、
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
選
手
と
、
市
中
の
一
般
的
ス
ポ
ー
ツ
愛
好
者
と
が
共
に
ス
ポ
ー
ツ
の
民
主
的
発
展
を
目
ざ
す
う
え
で
の
共
通
基
盤

が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
方
向
に
議
論
は
設
定
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
ス
ポ
ー
ツ
の
高
度
化
と
大
衆
化
を
結
合
で
き
る
の
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
性
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
の
歴
史
的
必
然
で
も

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
レ
ベ
ル
か
ら
、
地
域
ス
ポ
ー
ツ
の
レ
ペ
ル
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
注

　
（
－
）
　
朝
日
新
聞
、
一
九
八
六
年
五
月
八
日
付
。

　
（
2
）
　
竹
之
下
休
蔵
「
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
（
竹
之
下
、
磯
村
編
『
ス
ポ
ー
ツ
の
社
会
学
』
、
ス
ポ
ー
ツ
科
学
講
座
1
0
、
大
修
館
書
店
、
一
九
六
五
年
、

　
　
二
五
三
頁
）
。

　
（
3
）
　
川
本
信
正
『
ス
ポ
ー
ツ
の
現
代
史
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
、
二
〇
五
頁
。

　
（
4
）
　
ア
マ
チ
ュ
ア
、
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
概
念
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
人
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ

　
　
ズ
ム
の
成
文
化
さ
れ
た
規
定
、
そ
し
て
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
思
想
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
5
）
　
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
競
争
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
次
稿
参
照
。
内
海
和
雄
「
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
民
主
的
主
体
形
成
」
（
『
社
会
科
学
研
究
年

　
　
報
』
翫
9
　
芝
田
進
午
編
、
合
同
出
版
、
一
九
八
六
年
。

　
（
6
）
　
T
・
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
『
有
閑
階
級
の
理
論
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
（
原
著
は
一
八
九
八
年
）
。

　
（
7
）
　
＝
O
・
ω
巽
曽
α
Q
P
q
貸
§
塁
§
亀
防
慧
ミ
砺
菩
切
ミ
乾
周
暫
ぎ
o
酔
a
醤
亀
q
ミ
難
ミ
鴇
融
罫
這
N
o
o
㌧
Ω
β
つ
y

　
（
8
）
　
「
ス
ポ
ー
ツ
の
本
質
」
に
っ
い
て
は
、
注
5
及
ぴ
内
海
和
雄
『
体
育
科
の
学
力
と
目
標
』
青
木
書
店
、
一
九
八
四
年
、
を
参
照
。

　
（
9
）
　
内
海
和
雄
「
ス
ポ
…
ツ
の
労
働
起
源
論
・
遊
戯
論
研
究
」
（
『
人
文
科
学
研
究
』
翫
2
5
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
、
一
九
八
六
年
六
月
）
。
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（
1
0
）
　
「
原
始
共
同
体
的
所
有
は
、
生
産
の
社
会
化
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
生
産
用
具
の
幼
稚
さ
、
生
産
力
の
貧
し
さ
の
産
物
で
あ
る
」

　
（
林
直
道
『
史
的
唯
物
論
と
経
済
学
下
』
大
月
書
店
、
一
九
七
一
年
、
四
七
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
下
に
お
け
る
生
産
の
社
会
化
（
分

　
業
化
）
を
基
礎
と
す
る
社
会
的
所
有
と
比
べ
る
と
質
的
に
低
位
で
あ
る
が
、
共
同
的
所
有
の
第
一
次
の
確
立
で
あ
っ
た
。

（
n
）
　
内
海
和
雄
「
史
的
唯
物
論
と
ス
ポ
ー
ツ
」
（
コ
橋
論
叢
』
第
九
七
巻
第
三
号
、
一
橋
大
学
一
橋
学
会
、
一
九
八
七
年
三
月
）
。

（
1
2
）
宮
本
憲
一
『
社
会
資
本
論
』
有
斐
閣
、
一
九
六
七
年
。

（
1
3
）
J
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
〇
年
、
（
原
著
一
九
三
八
年
）
。

（
耳
）
　
伊
賀
野
　
明
「
受
益
者
負
担
論
を
批
判
す
る
ー
ス
ポ
ー
ツ
は
個
人
の
営
み
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
も
の
」
（
『
ス
ポ
ー
ツ
の
ひ
ろ
ば
』
晦
一

　
四
九
、
一
九
八
六
年
一
月
）
。

　
（
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）

アマチュアリズムの終焉
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