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よ
る
場
合
が
多
く
、
そ
こ
で
は

ス
ポ
ー
ツ
が
し
ば
し
ば
戦
争
に

例
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
体
罰
が

む
し
ろ
必
要
と
さ
え
思
わ
れ
て

い
る
。

体
罰
の
有
害
な
影
響
と

根
絶
へ
向
け
た

学
術
的
提
案 

　

こ
の
よ
う
な
体
罰
の
人
間

形
成
に
お
け
る
効
果
と
必
要

性
に
対
す
る
一
般
的
な
考
え
に

対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
の
フ
ィ
ー
ル

ド
の
内
外
を
問
わ
ず
、
大
多
数

の
欧
米
の
学
術
的
研
究
は
、
体

罰
を
使
用
す
る
事
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
心
理
的
影
響

に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
例
え

ば
、Straus and D

onnelly

（
２
０
０
１
）
は
「
打
た
れ
た

子
ど
も
は
愛
と
暴
力
は
切
っ

て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
だ
と

す
ぐ
学
ぶ
」
と
し
て
い
る
し
、

Levinson

（
１
９
８
９
）
の
比

較
文
化
研
究
で
は
、
子
ど
も

へ
の
体
罰
が
多
い
国
ほ
ど
妻

に
対
す
る
暴
力
も
多
い
事
が

示
さ
れ
て
い
る
。
88
の
体
罰

研
究
を
分
析
し
たG

ershoff

（
２
０
０
２
）
は
、
体
罰
は
幼

少
期
の
非
行
や
反
社
会
的
な

態
度
、
成
人
後
の
犯
罪
や
反
社

会
的
態
度
、
肉
体
的
な
虐
待
の

被
害
者
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て

自
分
の
子
ど
も
や
配
偶
者
に

対
す
る
暴
力
的
態
度
と
い
っ
た

望
ま
し
く
な
い
結
果
と
関
係

し
て
お
り
、
多
く
の
場
合
そ
の

影
響
は
有
害
で
あ
る
と
論
じ
て

い
る
。
以
上
の
よ
う
な
研
究
成

果
を
受
け
て
、
体
罰
の
根
絶
に

向
け
た
活
動
が
、
特
に
民
間
団

体
や
専
門
組
織
、
そ
し
て
学
者

の
間
で
世
界
的
に
広
が
っ
て
い

る 

。
例
え
ば
、
ユ
ニ
セ
フ
な
ど

が
支
援
す
る
“
子
ど
も
た
ち
へ

の
体
罰
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
の

国
際
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
（T

he 
Global Initiative to End 
A

ll Corporal Punishm
ent 

of Children

）
”
や
、“
子
ど

も
た
ち
の
た
め
の
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ

（Save the Children

）
”
、

ア
メ
リ
カ
思
春
期
医
学
会
、

日
本
弁
護
士
連
合
会
な
ど
で

あ
る
。

　

体
罰
の
使
用
は
、
太
古
の
昔

に
言
葉
と
い
う
有
益
な
手
段

を
持
た
な
か
っ
た
人
類
に
と
っ

て
、
子
ど
も
た
ち
に
道
徳
的
教

育
を
し
た
と
い
う
進
化
の
名
残

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
原
始
的
な

教
育
手
段
を
や
め
る
事
は
、
多

く
の
学
者
達
の
間
で
特
に
人
間

ら
し
さ
の
進
化
の
証
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
体

罰
は
未
だ
に
広
く
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
を
改
め
て
、

よ
り
「
進
歩
的
」
な
教
育
手

段
を
用
い
る
べ
き
だ
と
い
う
の

が
、
国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

〈
特
集
〉

さ
よ
な
ら
、

体
罰

　

国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た

「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条

約
」
の
第
19
条
で
は
、「
す
べ

て
の
肉
体
的
、
精
神
的
な
暴

力
」
か
ら
子
ど
も
を
守
る
事

を
各
国
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

し
か
し
、
２
０
０
８
年
の
時
点

で
こ
の
国
際
条
約
に
従
っ
て
家

庭
内
に
お
け
る
体
罰
を
禁
止

し
て
い
る
国
は
23
カ
国
に
す

ぎ
な
い
。 

一
方
、
学
校
な
ど
教

育
現
場
に
お
け
る
体
罰
を
禁

止
し
て
い
る
国
は
多
数
あ
り
、

２
０
０
８
年
に
は
日
本
を
含
む

１
０
６
カ
国
で
公
共
施
設
に
お

け
る
体
罰
を
禁
止
す
る
法
律
が

存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く

は
過
去
数
十
年
間
の
う
ち
に
制

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

事
か
ら
、
多
く
の
国
で
は
体
罰

が
家
庭
に
お
け
る
教
育
の
手
段

と
し
て
い
ま
だ
に
広
く
用
い
ら

れ
て
い
る
一
方
、
学
校
に
お
い

て
は
国
際
的
に
も
体
罰
が
禁

止
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い

え
る
。

　

そ
う
し
た
中
、
意
外
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は

日
本
は
明
治
時
代
初
期
に
世

界
で
も
い
ち
早
く
学
校
で
の
体

罰
を
禁
止
し
た
国
で
あ
る
。
し

か
し
、
一
方
で
体
罰
は
教
育
や

人
間
形
成
に
役
立
つ
と
広
く
信

じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

禁
止
令
の
公
布
に
反
し
て
体
罰

は
今
な
お
行
わ
れ
て
い
る
。
一

方
、
米
国
で
は
子
ど
も
の
道
徳

教
育
に
良
い
と
い
う
宗
教
文
化

的
な
教
え
が
根
強
く
、
実
は
半

数
近
い
州
で
学
校
で
の
体
罰
が

禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

日
米
両
国
の
政
府
は
い
ず
れ
も

家
庭
内
に
お
け
る
体
罰
を
禁
止

に
は
し
て
お
ら
ず
、
ス
ポ
ー
ツ

の
監
督
や
コ
ー
チ
に
よ
る
体
罰

使
用
を
明
確
に
禁
止
す
る
法
律

も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
学
校
の

運
動
部
は
学
校
教
育
の
一
環
と

し
て
体
罰
を
禁
止
す
る
法
の
管

轄
内
に
入
る
た
め
、
両
国
の
ス

ポ
ー
ツ
コ
ー
チ
・
監
督
は
体
罰

の
法
的
な
影
響
を
慎
重
に
受
け

止
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
複
合
的
な
状
況
に

対
し
、
本
稿
で
は
、
特
に
西
洋

に
お
け
る
体
罰
の
使
用
を
正
当

化
し
て
い
る
文
化
的
要
素
に
つ

い
て
解
説
し
、
そ
れ
に
対
す
る

国
際
的
な
、
特
に
学
者
に
よ
る

見
解
と
動
向
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
学

者
の
多
く
は
、
体
罰
は
良
い
影

響
よ
り
も
悪
い
影
響
の
方
が
遥

か
に
大
き
い
と
考
え
て
お
り
、

こ
の
数
十
年
の
間
に
各
国
で
体

罰
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
、
家
庭
や
学
校
、
さ
ら

に
は
そ
の
延
長
に
あ
る
ス
ポ
ー

ツ
チ
ー
ム
内
で
の
体
罰
の
使
用

に
対
す
る
そ
う
し
た
国
際
的
な

学
者
達
の
総
意
（
コ
ン
セ
ン
サ

ス
）
に
起
因
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。

西
洋
社
会
に
お
け
る

体
罰
の
文
化
的
要
因

　

歴
史
的
に
み
て
も
、
西
洋
社

会
で
は
体
罰
は
け
っ
し
て
珍
し

い
教
育
手
段
で
は
な
か
っ
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
、
ト
ー
マ

ス
・
ア
ー
ノ
ル
ド
、
エ
ラ
ス
ム

ス
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
な
ど
、
西

洋
の
歴
史
的
指
導
者
の
中
に
も

子
ど
も
の
頃
に
た
た
か
れ
た
経

験
を
持
つ
者
は
数
多
く
い
る
。

西
洋
に
お
け
る
、
体
罰
が
子
ど

も
の
道
徳
教
育
に
良
い
と
い
う

宗
教
文
化
的
な
考
え
は
、
旧
約

聖
書
の
ソ
ロ
モ
ン
の
格
言
「
鞭

を
加
え
な
い
者
は
そ
の
子
を

憎
む
者
で
あ
る
。
子
を
愛
す
る

者
は
つ
と
め
て
こ
れ
を
懲
ら
し

め
る
」（
《
旧
約
聖
書
》
箴
言 

13
：
24
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
こ
の
格
言
は
、
ユ
ダ
ヤ–

キ

リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
考
え
が
多

数
を
占
め
る
国
々
に
お
い
て
、

家
庭
内
や
学
校
に
お
け
る
子
ど

も
へ
の
体
罰
を
正
当
化
し
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
の
一
部
の
州
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
の
国
で
体

罰
が
未
だ
に
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
宗

教
文
化
的
な
背
景
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

現
在
、
75
％
の
「
普
通
」
の

ア
メ
リ
カ
人
は
尻
の
平
手
打
ち

を
容
認
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

お
り
、
特
に
幼
児
に
対
し
て
親

が
行
う
場
合
は
１
０
０
％
近
く

が
こ
れ
を
容
認
し
て
い
る
と
言

わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
体
罰
の
使
用
は
均

一
で
は
な
く
、
裕
福
な
地
域
よ

り
貧
困
地
域
で
体
罰
が
多
く

用
い
ら
れ
、
ま
た
女
性
よ
り
男

性
の
方
が
、
白
人
よ
り
も
黒
人

の
方
が
体
罰
を
受
け
る
可
能
性

が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
米
国
の
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け

る
体
罰
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
や
野
球
な
ど
「
男
性

的
」
な
ス
ポ
ー
ツ
の
コ
ー
チ
に

14
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